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一
、
は
じ
め
に  

　

川
端
康
成
の
「
扉
」（『
改
造
』
昭
和
九
年
一
〇
月
）
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
現

在
に
至
る
ま
で
ど
の
先
行
研
究
に
お
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
小
説
家
植

松
の
追
悼
日
に
再
会
す
る
同
僚
の
水
田
と
、
植
松
の
愛
人
の
な
み
子
と
の
二
日

間
を
描
い
た
本
作
は
、
小
説
家
の
死
と
、
そ
の
死
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
二

人
の
新
た
な
恋
愛
を
中
心
に
進
行
す
る
。
作
中
に
植
松
の
死
因
は
は
っ
き
り
説

明
さ
れ
な
い
が
、
植
松
が
小
説
家
と
し
て
不
幸
な
人
生
を
送
る
中
、
若
死
に
し

た
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
苦
難
に
満
ち
た
小
説
家
と
し
て
の
自
己
認
識
は
、

な
み
子
へ
宛
て
ら
れ
た
手
紙
と
い
う
媒
体
の
中
で
語
ら
れ
る
。
二
人
は
最
後
に

こ
の
手
紙
を
焼
く
行
為
を
通
じ
て
、
二
人
に
付
き
ま
と
っ
て
い
た
植
松
の
死
と

決
別
し
、
新
し
い
恋
愛
に
踏
み
入
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
は
手
紙
を
手
が
か
り

に
、
植
松
の
人
物
像
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

ほ
ん
た
う
の
僕
が
書
く
の
は
、
君
へ
の
手
紙
だ
け
だ
。
僕
の
文
学
は
、
あ

れ
は
ほ
ん
た
う
の
僕
が
書
く
の
で
は
な
い
。
僕
が
机
に
座
つ
て
ゐ
る
と
、

自
然
と
手
が
動
き
出
し
て
、
言
葉
が
流
れ
、
文
章
を
書
く
。
そ
れ
が
僕
の

文
学
だ
。
僕
は
な
ん
の
責
任
も
な
い
。
な
に
が
僕
に
書
か
せ
る
の
か
、
知

つ
た
こ
と
で
な
い
。
こ
ん
な
も
の
を
い
く
ら
書
い
た
と
こ
ろ
で
、
僕
は
生

き
て
る
空
は
し
な
い
の
だ
。
文
学
に
殺
さ
れ
た
自
分
を
見
る
だ
け
だ
。（
中

略
）
僕
の
文
学
が
僕
と
い
ふ
も
の
と
し
て
通
用
し
て
ゐ
る
時
、
そ
ん
な
脱

殻
を
脱
れ
た
僕
は
、
誰
に
も
見
え
な
い
部
屋
で
こ
の
手
紙
と
生
き
て
ゐ
る
。

　

植
松
に
と
っ
て
「
文
学
」
を
「
書
く
」
自
分
と
、「
ほ
ん
た
う
」
の
自
分
と

の
乖
離
は
、
文
学
に
「
殺
さ
れ
」
る
小
説
家
と
い
う
自
己
認
識
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
語
る
行
為
の
限
界
意
識
の
表
出
は
、
昭
和
初
期
の
自
意
識
の

問
題
と
関
連
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
阿
部
知
二
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
、
そ
の
現
象
は
、
昭
和
一
〇
年
前
後
に
お
け
る
「
作
者
の
精
神
の
働

き
」
を
投
影
し
た
作
品
群
の
焦
点
化
を
意
味
し
て
い
る（

１
）。

た
と
え
ば
、
阿
部
が

列
挙
す
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
「
ダ
ビ
ン
チ
方
法
論
序
説
」（
一
八
九
五
）、
ジ
ッ
ド

の
「
贋
金
造
り
」（
一
九
二
五
）、
ポ
ー
の
「
大
鴉
」（
一
八
四
五
）
と
「
詩
の

原
理
」（
一
八
五
〇
）、
横
光
利
一
の
「
書
簡
」（『
文
藝
』
昭
和
八
年
一
一
月
）

が
そ
れ
で
あ
る
。
作
品
と
評
論
の
同
時
執
筆
や
作
品
内
に
お
け
る
方
法
論
の
追

究
は
、
同
時
代
の
文
壇
が
共
有
し
た
小
説
作
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
方
法
論
的
な
接
近
が
あ
る
一
方
で
、
認
識
論
に
お
い
て
は
、
三
木
清
が
自
意

識
の
露
出
を
「
不
安
の
文
学
」
に
置
き
換
え
、「
不
安
に
お
い
て
顕
に
な
る
無
」

と
「
死
」
を
「
存
在
者
」
と
し
て
の
人
間
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
肯
定
的

に
捉
え
て
い
く（

２
）。
シ
ェ
ス
ト
フ
著
『
悲
劇
の
哲
学
』（
一
九
〇
三
）、『
虚
無
よ

り
の
創
造
』（
一
九
〇
八
）
の
流
布
も
〈
虚
無
〉
へ
の
共
感
の
一
環
と
み
る
こ

　
　

川
端
康
成
「
扉
」
論

―
―
〈
虚
無
〉
か
ら
の
解
放
―
―
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と
が
で
き
よ
う
。
結
果
、
こ
の
時
期
に
は
、
安
藤
宏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
自

意
識
へ
の
執
着
が
、
そ
の
極
限
に
お
い
て
、
対
極
に
あ
る
究
極
の
無
意
識
―
―

死
―
―
を
観
念
に
織
り
上
げ
て
ゆ
く
と
い
う
逆
説
」
を
方
法
論
と
し
て
転
換
し
、

「
書
け
な
い
小
説
家
」
を
作
品
の
全
面
に
出
す
動
き
が
顕
著
に
見
ら
れ
る（

３
）。

　

川
端
は
「
末
期
の
眼
」（『
文
藝
』
昭
和
八
年
一
二
月
）
の
中
で
、
小
説
家
の

「
死
」
に
つ
い
て
芥
川
の
自
殺
を
め
ぐ
っ
て
言
及
し
て
い
る
。

死
の
近
く
の
「
歯
車
」
は
、
発
表
当
時
に
私
が
心
か
ら
頭
を
下
げ
た
作
品

で
あ
つ
た
が
、「
病
的
な
神
経
の
世
界
」
と
い
へ
ば
そ
れ
ま
で
、
芥
川
氏

の
「
末
期
の
眼
」
が
最
も
よ
く
感
じ
ら
れ
て
、
狂
気
に
踏
み
入
れ
た
恐
し

さ
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
、
そ
の 
「
末
期
の
眼
」
を
芥
川
氏
に
与
へ
た
と
こ

ろ
の
も
の
は
、
二
年
ば
か
り
考
へ
つ
づ
け
た
自
殺
の
決
意
か
、
自
殺
の
決

意
に
至
ら
し
め
た
芥
川
氏
の
心
身
に
ひ
そ
ん
で
ゐ
た
も
の
か
、
そ
の
徴
妙

な
交
差
は
精
神
病
理
学
を
超
え
て
ゐ
よ
う
が
、芥
川
氏
が
命
を
賭
し
て「
西

方
の
人
」
や
「
歯
車
」
を
購
つ
た
と
は
言
へ
る
で
あ
ら
う
。

　

川
端
は
「
死
」
を
前
に
し
て
現
れ
る
「
末
期
の
眼
」
と
創
作
の
問
題
に
意
識

的
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
自
作
に
も
小
説
家
と
し
て
の
自
己
言
及
が
頻
出
す
る
。

た
と
え
ば
、「
散
り
ぬ
る
を
」（
昭
和
八
年
一
一
月
～
九
年
五
月（

４
））
に
は
、「
下

根
の
三
文
小
説
家
」
や
「
小
説
家
と
い
ふ
無
期
懲
役
人
」
と
い
う
記
述
が
見
ら

れ
る
。

　
「
扉
」
の
植
松
が
経
験
す
る
創
作
の
苦
痛
を
、
昭
和
一
〇
年
前
後
の
自
意
識

の
問
題
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
何
の
抵
抗
も
な
く
書
け
て
し
ま

う
小
説
に
「
殺
さ
れ
る
」
と
い
う
植
松
の
挫
折
は
、「
書
け
な
い
小
説
家
」
の

苦
痛
の
裏
返
し
と
も
見
え
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
作
中
の
植
松
の
死
が
小
説

家
の
死
を
超
え
、
な
み
子
の
生
を
際
立
た
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
な
み
子
を
通

じ
て
植
松
が
叶
え
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
は
何
か
、
そ
れ
は
な
ぜ
挫
折
し
て
し

ま
う
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
本
作
以
後
の
川
端
文
学
の
方
向
性
を
探
る
に

あ
た
り
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
本
作
が
描
く
〈
虚
無
〉
の

克
服
と
小
説
家
の
再
生
の
意
味
を
、
昭
和
初
期
に
お
け
る
〈
虚
無
〉
と
象
徴
と

の
関
連
の
中
で
考
察
し
、
昭
和
一
〇
年
前
後
の
川
端
文
学
の
方
向
性
を
探
る
視

座
と
し
た
い
。

二
、
小
説
家
の
「
虚
無
」

　　

作
中
の
な
み
子
は
植
松
と
ほ
ぼ
同
一
化
さ
れ
て
い
る
ミ
ュ
ー
ズ
と
し
て
登
場

し
、
な
み
子
を
眺
め
る
水
田
の
視
線
の
変
化
は
作
品
の
一
つ
の
軸
を
な
し
て
い

る
。
植
松
の
一
周
忌
に
二
人
が
再
会
す
る
作
品
の
冒
頭
部
分
と
、
結
末
の
部
分

を
対
比
し
て
み
よ
う
。

・
植
松
は
死
ん
だ
の
に
、
彼
の
女
は
か
う
や
つ
て
生
き
て
ゐ
る
。
と
い
ふ

の
と
は
、
お
よ
そ
反
対
な
思
ひ
で
あ
つ
た
。
大
袈
裟
に
い
へ
ば
、
か
う
や

つ
て
無
心
に
近
づ
い
て
ゐ
る
な
み
子
の
姿
に
も
、
死
を
見
た
の
で
あ
る
。

・「
ま
あ
生
き
て
ゐ
て
や
つ
て
下
さ
い
。」（
中
略
）
水
田
は
な
に
か
植
松

の
こ
と
を
言
は
う
と
思
つ
た
が
、
虚
空
を
つ
か
む
や
う
に
な
ん
に
も
浮
か

ん
で
来
な
か
つ
た
。
そ
の
く
せ
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
死
ん
だ
友
人
へ
の
愛

情
が
切
な
く
湧
い
て
来
た
。
／
そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
な
み
子
の
う
ち
に
植

松
を
見
つ
け
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
思
ひ
な
が
ら
、
な
み
子
に
肩
を

寄
せ
て
坂
を
下
り
て
行
つ
た
。

　

最
初
な
み
子
は
、植
松
の
死
後
に
も
「
か
う
や
つ
て
生
き
て
ゐ
る
」「
彼
の
女
」

と
し
て
、
水
田
は
な
み
子
の
姿
に
も
「
死
」
を
見
て
い
る
。
つ
ま
り
、
最
初
水
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田
に
と
っ
て
、
な
み
子
は
植
松
の
死
を
経
由
せ
ず
に
は
形
容
さ
れ
な
い
。
し
か

し
、
最
後
、
二
人
で
手
紙
を
焼
い
た
後
の
な
み
子
は
、
逆
に
「
植
松
を
見
つ
け

出
」
す
た
め
の
媒
体
と
な
り
、
こ
の
先
に
も
「
生
き
て
」
い
く
生
身
の
人
間
と

し
て
描
か
れ
る
。

　

本
作
を
場
面
の
変
化
に
よ
っ
て
整
理
す
る
と
、
作
中
に
は
、
銀
座
、
な
み
子

の
部
屋
、
手
紙
を
焼
い
て
か
ら
の
外
出
を
順
に
三
回
の
場
面
転
換
が
あ
る
。
こ

の
転
換
は
な
み
子
へ
向
け
る
水
田
の
意
識
を
経
由
し
、
な
み
子
が
現
実
に
復
帰

す
る
一
連
の
過
程
と
重
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
銀
座
と
な
み
子
の
部
屋
に
お
け

る
水
田
の
意
識
の
変
化
は
ど
う
か
。

 

銀
座 ・「

ず
ゐ
ぶ
ん
太
り
ま
し
た
ね
。」
と
、
彼
は
い
き
な
り
言
つ
た
。
／
「
水

田
さ
ん
だ
つ
て
お
太
り
に
な
り
ま
し
た
ね
。」
／
「
で
も
、
な
み
子
さ
ん

が
太
つ
た
ほ
ど
は
太
り
ま
せ
ん
よ
。」

・
な
み
子
は
線
の
き
れ
い
な
大
き
い
目
に
、
少
し
肉
の
鋭
い
顔
な
の
だ
が
、

こ
こ
ろ
も
ち
厚
化
粧
し
て
ゐ
る
た
め
に
、
な
ん
だ
か
馬
鹿
の
や
う
に
見
え

た
。
首
の
つ
け
根
の
太
い
の
が
目
立
つ
た
。
爪
に
ま
で
紅
を
さ
し
て
ゐ
る

の
は
、
旅
先
の
田
舎
女
ば
か
り
見
て
来
た
彼
の
眼
に
、
反
つ
て
間
抜
け
て

写
つ
た
。

 

な
み
子
の
部
屋 

・「
寂
し
い
部
屋
で
せ
う
。」
と
、
小
さ
い
座
薄
団
に
靴
下
の
足
を
辷
ら
せ

て
、
楽
々
と
座
つ
て
ゐ
る
な
み
子
は
、
急
に
美
し
く
見
え
た
。

・
銀
座
と
こ
の
部
屋
と
で
は
、
な
み
子
が
ど
こ
か
別
の
女
に
な
つ
て
ゐ
る

ら
し
い
と
は
、
ぼ
ん
や
り
受
け
取
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
た
め
に
彼
女
を

恐
れ
る
こ
と
も
哀
れ
む
こ
と
も
な
か
つ
た
。

　

銀
座
で
再
会
し
た
な
み
子
は
太
っ
て
お
り
、「
首
の
つ
け
根
の
太
い
」
の
が

目
立
つ
と
い
う
。
そ
れ
に「
厚
化
粧
」を
し
て
い
る
の
が「
馬
鹿
」の
よ
う
で
、「
爪

に
ま
で
紅
を
さ
し
て
ゐ
る
」
の
が
「
間
抜
け
」
に
写
っ
た
と
水
田
は
語
っ
て
い

る
。
こ
の
印
象
は
、
生
存
の
明
か
し
で
あ
る
な
み
子
の
身
体
の
肥
満
や
生
々
し

い
女
性
性
の
露
出
が
、
逆
説
的
に
水
田
に
植
松
の
死
を
想
起
さ
せ
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
を
物
語
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
否
定
的
だ
っ
た
形
容
は
、
な
み

子
の
部
屋
に
移
っ
て
か
ら
「
美
し
」
い
な
み
子
へ
と
一
変
し
、
な
み
子
は
部
屋

の
中
で
初
め
て
な
み
子
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
く
。

　

し
か
し
、
部
屋
の
中
で
も
し
ば
ら
く
な
み
子
の
人
物
像
は
現
実
味
に
欠
け
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
な
み
子
は
直
接
的
に
語
ら
れ
る
以
前
に
、
ま
ず
は
鏡
の

中
で
登
場
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
的
に
鏡
が
〈
虚
像
〉・〈
虚
空
間（

５
）〉

を

含
意
し
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
前
述
の
事
実
は
な
み
子
の
〈
虚
像
〉
性

を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
こ
の
問
題
は
、
な
み
子
が
植
松
の
鏡

合
わ
せ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
生
き
て
き
た
こ
と
と
無
関
係
で
な
い
。

　

銀
座
通
り
を
歩
い
て
、
植
松
の
一
周
忌
に
向
か
う
途
中
、
水
田
は
な
み
子
に

帽
子
を
買
っ
て
あ
げ
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
結
局
な
み
子
は
買
っ
て
も
ら
っ
た

帽
子
と
洋
服
を
家
に
届
け
、
二
人
は
一
周
忌
に
参
加
す
る
こ
と
を
取
り
や
め
て

し
ま
う
。
死
ん
だ
友
人
の
愛
人
と
水
田
の
間
に
、
植
松
の
存
在
は
な
か
な
か
消

え
ず
、
な
み
子
は
植
松
か
ら
宛
て
ら
れ
た
手
紙
を
ど
う
処
分
す
る
か
を
相
談
す

る
た
め
、
水
田
を
自
分
の
部
屋
に
誘
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
今
度
は
銀
座
と

な
み
子
の
部
屋
に
お
け
る
水
田
の
心
境
の
変
化
を
、
鏡
を
経
由
し
て
確
認
し
て

み
る
。

 

銀
座 顔

が
出
て
来
た
の
で
、
水
田
は
ふ
と
前
の
鏡
を
見
る
と
、
な
み
子
の
眼
が
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涙
ぐ
ん
で
ゐ
た
。
彼
は
カ
ア
テ
ン
か
ら
手
を
離
し
た
。（
中
略
）
な
ぜ
涙

ぐ
ん
だ
か
は
、
彼
女
自
身
に
も
は
つ
き
り
分
ら
な
い
だ
ら
う
と
、
彼
は
ひ

と
り
ぎ
め
に
し
た
。

 

な
み
子
の
部
屋 

な
み
子
は
傍
の
新
し
い
帽
子
を
拾
つ
て
、
ゆ
つ
く
り
か
ぶ
つ
た
。
水
田
が

う
し
ろ
を
向
く
と
、
洋
服
箪
笥
の
扉
の
鏡
に
、
そ
の
な
み
子
が
写
つ
て
ゐ

た
。
水
で
洗
つ
た
や
う
に
き
れ
い
だ
つ
た
。

　

洋
服
屋
の
鏡
の
前
で
な
み
子
が
涙
ぐ
ん
だ
時
、
水
田
は
な
み
子
が
泣
く
理
由

を
「
彼
女
自
身
に
も
は
つ
き
り
分
ら
な
い
だ
ら
う
」
と
「
ひ
と
り
ぎ
め
」
に
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、〈
虚
像
〉
の
鏡
に
写
っ
た
ま
ま
、
理
由
も
「
分
ら
な
い
」
で
泣

い
て
い
る
な
み
子
が
、
部
屋
の
中
の
鏡
に
写
っ
た
時
に
は
、
子
供
の
よ
う
に
無

邪
気
で
、「
水
で
洗
つ
た
や
う
に
き
れ
い
だ
つ
た
」
と
い
う
。
続
き
を
読
ん
で

み
よ
う
。

水
田
は
胸
が
ど
き
ん
と
し
た
。
／
「
そ
ん
な
子
供
み
た
い
な
真
似
お
止
し

な
さ
い
。」
／
「
子
供
み
た
い
に
見
え
ま
す
？
」
／
水
田
は
空
を
叩
い
た

や
う
な
気
持
ち
で
、
／
「
あ
た
な
は
今
何
を
考
へ
て
ゐ
る
の
か
な
。」「
ま

あ
、
い
や
で
す
わ
。
あ
の
人
が
直
ぐ
さ
う
聞
く
ん
で
す
の
、
な
に
を
考
へ

て
る
ん
だ
い
。
私
そ
ん
な
か
し
ら
。」

　

こ
こ
で
な
み
子
は
、
た
だ
水
田
か
ら
眺
め
ら
れ
る
対
象
で
は
な
く
、「
考
へ
」

る
意
志
を
持
っ
た
対
象
へ
と
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
生
前
の
植
松
が
同
じ
く
な

み
子
に
投
げ
た
こ
と
の
あ
る
「
な
に
を
考
へ
て
る
ん
だ
い
」
と
い
う
質
問
に
対

し
て
、「
そ
こ
に
な
に
か
虚
し
い
扉
が
あ
つ
た
や
う
だ
」
と
水
田
は
語
る
。
な

み
子
が
「
考
へ
」
る
こ
と
は
、
植
松
が
恐
れ
る
行
為
で
も
あ
っ
た
。
部
屋
の
中

の
な
み
子
は
、
植
松
の
鏡
の
よ
う
な
人
物
に
化
し
、
何
も
考
え
な
い
「
虚
無
」

的
存
在
に
な
ろ
う
と
す
る
植
松
の
欲
望
を
代
理
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
次
の
手
紙
に
着
目
し
て
み
る
。

君
と
い
ふ
も
の
は
あ
の
頃
と
は
ず
ゐ
ぶ
ん
変
わ
つ
て
来
た
。
こ
の
調
子
で

今
後
も
変
つ
て
ゆ
く
と
す
る
と
、
い
つ
た
い
お
し
ま
ひ
に
は
ど
う
な
る
の

だ
ら
う
。
君
は
そ
の
こ
と
を
自
分
で
恐
し
い
と
思
は
な
い
か
。
君
は
自
分

の
変
わ
つ
て
ゆ
く
の
が
、
自
分
に
は
分
ら
な
い
ら
し
い
。
僕
に
だ
け
分
る

の
だ
。
そ
の
変
る
原
因
は
僕
に
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
い
つ
た
い
僕
は
自

身
で
気
が
つ
か
な
か
つ
た
僕
の
部
分
を
、
そ
ん
な
こ
と
で
改
め
て
見
せ
ら

れ
た
り
す
る
ん
だ
と
、
君
と
い
つ
し
よ
に
ゐ
る
時
の
楽
し
み
も
、
も
う
失

は
れ
て
し
ま
ふ
の
で
は
な
い
か
と
さ
へ
思
は
れ
る
の
だ
。
君
の
こ
と
は
僕

が
代
り
に
考
へ
て
や
る
。
君
は
も
う
な
ん
に
も
考
へ
な
い
方
が
い
い
。（
中

略
）
一
つ
の
君
は
僕
が
つ
か
ま
へ
て
ゐ
て
や
る
か
ら
、
も
う
一
つ
の
君
が

変
つ
て
ゆ
く
の
を
、
遠
く
か
ら
二
人
で
眺
め
て
暮
さ
う
ぢ
や
な
い
か
。

　

植
松
は
、
な
み
子
の
変
わ
っ
て
い
く
の
が
「
僕
に
だ
け
」
分
か
り
、
そ
の
原

因
は「
僕
に
し
か
」な
い
の
で
、「
僕
が
代
り
に
考
へ
て
や
る
」と
い
う
。
つ
ま
り
、

植
松
が
な
み
子
の
中
に
自
ら
を
見
出
す
形
で
二
人
は
同
一
化
し
、
鏡
合
わ
せ
の

よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。「
も
う
一
つ
の
君
」
が
変
っ
て
い
く

の
を
、「
一
つ
の
君
」
が
眺
め
て
暮
ら
す
と
、
な
み
子
が
分
離
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
文
学
」
に
殺
さ
れ
る
「
僕
」
を
「
ほ
ん
た
う
の
僕
」
が
眺
め
る
と
い
う
、
植

松
自
ら
の
分
離
を
意
味
す
る
。
植
松
が
留
め
て
お
こ
う
と
す
る
変
っ
て
は
な
ら

な
い
な
み
子
と
は
、
結
局
「
ほ
ん
た
う
」
の
な
み
子
で
あ
る
と
同
時
に
、
植
松

が
理
想
と
す
る
「
ほ
ん
た
う
」
の
自
分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
植
松
の

「
虚
無
」
は
な
み
子
の
「
虚
無
」
と
な
る
。
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三
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
シ
ェ
ス
ト
フ
の
〈
虚
無
〉

　　

植
松
の
小
説
に
は
「
動
物
園
」
と
い
う
「
傑
作
」
が
あ
り
、「
一
人
の
画
家

が
動
物
園
へ
写
生
に
通
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
動
物
共
の
持
つ
虚
無
を
ま
ざ
ま
ざ

と
感
じ
て
、
そ
れ
の
恐
怖
に
さ
い
な
ま
れ
、
気
が
変
に
な
つ
て
し
ま
ふ
」
と
い

う
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
植
松
が
恋
愛
に
お
い
て
女
を
「
動
物
の
虚
無
に
と
ど

め
て
お
か
う
」
と
し
て
い
た
こ
と
、「
な
み
子
が
植
松
と
の
恋
愛
を
喜
ん
で
ゐ

る
の
が
気
に
入
ら
」
ず
、「
彼
女
の
喜
び
が
彼
に
つ
ら
」
か
っ
た
こ
と
を
合
わ

せ
る
と
、
作
中
の
「
虚
無
」
は
恋
愛
に
お
け
る
喜
び
の
感
情
を
抑
え
よ
う
と
す

る
植
松
の
恋
愛
観
を
反
映
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
植
松
は
、
恋
愛

が
「
現
実
的
に
彼
の
生
活
力
を
強
め
る
」
こ
と
に
「
恐
怖
に
近
い
も
の
」
を
感

じ
て
お
り
、
植
松
に
と
っ
て
恋
愛
は
、
喜
び
の
な
い
、
非
現
実
的
な
、「
虚
無
」

的
行
為
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
な
「
虚
無
」
の
中
で
、
な

み
子
は
ど
の
よ
う
な
恋
人
に
な
り
え
た
か
。

　

植
松
は
な
み
子
に
多
量
の
手
紙
を
送
っ
て
い
る
が
、
な
み
子
は
「
手
紙
を
く

れ
る
な
」
と
い
う
植
松
の
指
示
に
従
い
、
返
事
を
一
つ
も
書
か
な
か
っ
た
と
い

う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
少
し
は
本
を
読
ま
な
い
と
、
話
の
相
手
も
出
来
な

い
と
思
つ
て
」
本
を
見
て
い
る
と
「
ひ
ど
く
叱
ら
れ
」、
な
み
子
は
部
屋
の
中

で
何
も
読
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
前
の
引
用
文
の
中
の
植
松
の
言
葉
、「
君
は

も
う
な
ん
に
も
考
へ
な
い
方
が
い
い
」
を
合
わ
せ
る
と
、
な
み
子
は
何
も
書
か

ず
、
何
も
読
ま
ず
、
そ
も
そ
も
何
も
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
植
松
さ
え
、
こ
の

な
み
子
の
部
屋
の
中
で
は
な
に
も
「
書
い
た
こ
と
が
」
な
か
っ
た
。「
僕
の
文

学
が
僕
と
い
ふ
も
の
と
し
て
通
用
し
て
ゐ
る
時
、
そ
ん
な
脱
殻
を
脱
れ
た
僕
は
、

誰
に
も
見
え
な
い
部
屋
で
こ
の
手
紙
と
生
き
て
ゐ
る
。」
と
い
う
叙
述
か
ら
見

て
、「
脱
殻
を
脱
れ
た
」
植
松
は
、「
誰
に
も
見
え
な
い
部
屋
」
と
い
う
密
室
で
、

「
ほ
ん
た
う
の
自
分
」
が
書
い
た
「
手
紙
」
と
、分
身
の
よ
う
な
な
み
子
と
共
に
、

た
だ
「
生
き
て
」
い
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
同
じ
く
、
た
だ
生
き
て
い
る
だ

け
の
な
み
子
に
植
松
の
手
紙
の
内
容
が
分
る
は
ず
は
な
く
、
な
み
子
は
理
解
で

き
な
い
手
紙
を
ず
っ
と
受
け
取
っ
て
い
た
。

・
書
い
て
あ
る
こ
と
に
分
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
な
ん
だ
か

こ
は
い
や
う
な
気
が
し
て
。

・
で
も
、
そ
れ
は
ち
が
ひ
ま
す
わ
。
私
の
は
分
ら
な
い
ん
で
す
も
の
。
書

い
て
あ
る
こ
と
が
、
私
み
た
い
な
者
に
は
、
ほ
ん
た
う
に
分
つ
て
ゐ
な
い

と
思
ひ
ま
す
わ
。
も
ら
つ
た
時
は
無
論
で
す
し
、
あ
の
人
が
死
ん
だ
後
の

こ
の
頃
読
ん
で
も
、
や
つ
ぱ
り
よ
く
は
分
ら
な
い
ん
で
す
も
の
。

・
そ
れ
は
ね
、
植
松
が
死
ん
だ
ん
だ
か
ら
、
あ
の
男
の
書
い
た
も
の
も
み

ん
な
死
ん
ぢ
や
つ
て
ま
す
よ
。
さ
う
い
ふ
こ
と
を
僕
は
今
考
へ
つ
い
た
ん

で
す
が
ね
。
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
に
宛
て
た
手
紙
だ
け
は
、
ま
だ
生
き
て

ゐ
る
や
う
な
気
も
し
ま
す
ね
。
だ
つ
て
、
な
み
子
さ
ん
が
分
ら
な
い
と
思

ひ
な
が
ら
持
つ
て
ゐ
る
ん
で
す
か
ら
ね
。

　

な
み
子
は
手
紙
の
内
容
が
「
分
ら
な
い
」
こ
と
が
怖
か
っ
た
と
い
う
が
、
水

田
は
植
松
の
手
紙
が
だ
れ
に
も
理
解
さ
れ
な
い
が
た
め
に
「
生
き
て
ゐ
る
」
と

い
う
。「
分
ら
な
い
」
と
は
、
意
識
さ
れ
な
い
こ
と
と
し
て
「
虚
無
」
に
通
じ
、

な
み
子
は
理
解
さ
れ
な
い
手
紙
と
同
様
、
完
全
な
虚
無
の
例
え
と
し
て
登
場
す

る
こ
と
に
な
る
。

　

見
て
き
た
、何
も
書
か
ず
、読
ま
ず
、考
え
な
い
な
み
子
の
「
動
物
」
的
な
「
虚

無
」
は
、
太
宰
治
の
「
め
く
ら
草
紙
」（『
新
潮
』
昭
和
一
一
年
一
月
）
の
エ
ピ

グ
ラ
フ
「
な
ん
に
も
書
く
な
。
な
ん
に
も
読
む
な
。
な
ん
に
も
思
ふ
な
。
た
だ
、
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生
き
て
在
れ
！
」
に
酷
似
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
は
、
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
『
悪
の
華
』（
一
八
五
七
）
の
一
句
、「
私
の
心
よ
、
あ
き
ら
め
る
が
よ

い
。
獣
の
や
う
な
眠
り
の
中
に
眠
れ（

６
）。」
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
句
は
シ
ェ
ス

ト
フ
著
『
虚
無
よ
り
の
創
造
』（
一
九
〇
八
）
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
も
「
諦
め
よ
、

我
が
心
。
汝
の
生
ま
れ
の
侭
の
眠
を
眠
れ（

７
）。」
と
訳
さ
れ
登
場
し
て
い
た（

８
）。
シ

ェ
ス
ト
フ
が
こ
の
著
書
で
試
み
た
の
は
チ
ェ
ホ
フ
研
究
で
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
作
品

に
お
け
る
「
真
の
独
創
的
な
人
物
」
は
「
絶
望
し
た
人
物
」
と
さ
れ
、「
虚
無
」

か
ら
の
創
造
と
は
、
絶
望
し
た
人
間
に
お
け
る
創
作
の
可
能
性
を
意
味
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
〈
虚
無
〉
を
創
造
の
な
さ
れ
る
場
と
し

て
肯
定
し
て
い
く
認
識
は
、
早
く
は
、
小
林
秀
雄
の
ラ
ン
ボ
ー
論
の
中
に
も
見

ら
れ
、
小
林
は
同
じ
く
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
一
句
を
引
用
し
た
上
で
、
次
の
よ
う

に
語
る
。

創
造
と
い
ふ
も
の
が
、
常
に
批
評
の
突
頂
に
据
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
理
由
か

ら
、
芸
術
家
は
、
最
初
に
虚
無
を
所
有
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ

ら
ゆ
る
天
才
は
恐
ろ
し
い
柔
軟
性
を
も
つ
て
、
世
の
あ
ら
ゆ
る
範
型
の
理

知
を
、
情
熱
を
、
そ
の
生
命
の
理
論
の
中
に
た
ゝ
き
込
む（

９
）。

　

こ
こ
で
〈
虚
無
〉
は
、「
天
才
」
芸
術
家
の
資
質
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
延
長
線
上
に
、
三
木
清
の
「
シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
に
つ
い
て
」（『
改
造
』
昭

九
年
九
月
）
に
お
け
る
シ
ェ
ス
ト
フ
の
「
地
下
室
の
人
間
」
理
解
が
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
人
間
は
「
日
常
性
」
か
ら
「
本
来
の
存
在
可
能
性
た
る

地
下
室
」
に
入
る
こ
と
で
「
無
」
と
「
死
」
と
い
う
「
可
能
性
」・「
自
由
」
に

出
会
う
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
昭
和
一
〇
年
前
後
に
焦
点
化
さ

れ
る
、
自
意
識
の
連
鎖
の
極
限
に
あ
る
〈
虚
無
〉
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
「
シ

ェ
ス
ト
フ
的
不
安
」
に
お
け
る
共
通
項
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
の
川

端
文
学
と
〈
虚
無
〉
の
関
連
性
を
探
る
た
め
に
は
、
散
文
詩
と
象
徴
の
概
念
に

ま
ず
触
れ
る
必
要
が
あ
る
。

四
、〈
虚
無
〉
か
ら
生
ま
れ
る
象
徴

　　

こ
の
時
期
の
〈
虚
無
〉
の
焦
点
化
は
、
象
徴
詩
の
系
譜
を
継
ぐ
散
文
詩
・
純

粋
詩
を
め
ぐ
る
論
争
に
そ
の
端
を
発
し
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
昭
和
初
期
、

散
文
詩
の
登
場
に
よ
っ
て
詩
と
小
説
は
限
り
な
く
接
近
し
、〈
詩
的
精
神
〉・〈
ポ

エ
ジ
ー
〉
の
具
現
が
文
学
一
般
に
お
け
る
目
標
と
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
時
期
小

説
側
が
担
わ
さ
れ
た
課
題
は
、〈
詩
〉
的
精
神
を
い
か
に
散
文
の
中
で
表
現
す

る
か
で
あ
っ
た
が
、こ
の
際
の
〈
詩
〉
は
勿
論
韻
文
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
よ
る
と
、〈
詩
〉
的
行
為
と
は
、「
到
達
し
得
ざ
る
一
つ
の
目
的
」

で
あ
る
「
物
自
体
」
へ
近
づ
こ
う
と
す
る
行
為
そ
の
も
の
を
意
味
し
、「
言
葉

自
身
の
反
響
の
関
係
か
ら
生
じ
た
効
果
の
探
求
」
に
よ
っ
て
象
徴
と
い
う
方
法

が
獲
得
さ
れ
る）

10
（

。
ジ
ッ
ド
の
〈
純
粋
小
説
〉
は
、ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
純
粋
詩
に
倣
い
、

小
説
に
お
い
て
〈
ポ
エ
ジ
ー
〉
を
実
践
す
る
試
み
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。
た
だ

し
、
散
文
詩
に
お
け
る
〈
ポ
エ
ジ
ー
〉
が
象
徴
主
義
の
系
譜
を
継
ぐ
も
の
で
あ

る
以
上
、
そ
の
〈
ポ
エ
ジ
ー
〉
を
取
り
入
れ
た
〈
純
粋
小
説
〉
が
極
端
ま
で
進

ん
だ
帰
着
点
は
言
語
上
の
問
題
に
な
り
か
ね
ず
、
小
説
の
側
は
必
然
的
に
プ
ロ

ッ
ト
の
乱
れ
と
い
う
危
険
性
を
内
包
す
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

に
〈
詩
〉
を
精
神
の
働
き
に
置
き
換
え
、
詩
と
小
説
が
接
近
し
合
う
場
合
に
お

い
て
も
、
結
局
ジ
ャ
ン
ル
の
境
界
線
が
無
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
、
小
説
が
プ
ロ
ッ
ト
を
完
全
に
放
棄
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結

果
、
小
説
の
側
に
担
わ
さ
れ
た
難
題
は
、
プ
ロ
ッ
ト
を
維
持
し
な
が
ら
、
い
か
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に
〈
詩
〉
的
た
り
う
る
か）

12
（

、〈
描
写
〉
に
代
わ
る
表
現
方
法
を
い
か
に
獲
得
す

る
か
で
あ
っ
た
。
散
文
詩
を
巡
る
論
争
と
は
、
小
説
の
中
で
い
か
に
象
徴
を
実

践
す
る
か
と
い
う
方
法
論
の
模
索
の
一
面
を
含
意
し
て
い
た
の
で
あ
る）

13
（

。
後
に
、

小
説
の
側
が
急
速
に
物
語
性
へ
の
回
復
に
向
か
う
ま
で
、
象
徴
の
実
践
は
昭
和

初
期
の
文
壇
に
お
け
る
課
題
の
一
つ
と
し
て
残
存
し
続
け
た
。

　

川
端
の
初
期
作
品
の
多
数
は
、
か
か
る
同
時
代
的
文
脈
と
不
可
分
の
関
係
に

あ
る
。
た
と
え
ば
、「
春
景
色
」（『
十
三
人
倶
楽
部
―
―
創
作
集
』昭
和
五
年
六
月
、

新
潮
社
）
に
は
、
主
体
の
意
識
の
変
化
を
「
赤
」
の
色
彩
の
イ
メ
ー
ジ
に
託
す

象
徴
の
方
法
が
試
み
ら
れ）

14
（

、「
散
り
ぬ
る
を
」
で
は
統
一
さ
れ
な
い
無
数
の
空

白
を
あ
え
て
残
し
、
読
む
側
の
想
像
を
促
す
方
法
が
提
示
さ
れ
て
い
る）

15
（

。
直
接

的
な
描
写
を
避
け
、
色
彩
や
場
面
の
転
換
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
を
狙
う

方
法
を
通
じ
て
、
川
端
は
、
小
説
に
お
け
る
象
徴
の
具
現
と
い
う
課
題
を
実
践

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
象
徴
と
い
う
方
法
の
追
求
に
は
、
自
意
識
の
処
理
と
い
う
課
題

が
内
在
し
て
お
り
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
自
意
識
の
処
理
と
〈
虚
無
〉
が

焦
点
化
さ
れ
る
背
景
も
そ
こ
に
あ
る
。
そ
の
過
程
を
小
林
を
経
由
し
て
確
認
し

て
お
こ
う
。
小
林
は
、
ま
ず
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
「
自
意

識
の
化
学
」
の
中
で
登
場
し
た
詩
人
と
捉
え
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
象
徴
を
概

観
し
て
い
る
。

詩
人
が
認
識
の
悲
劇
を
演
じ
る
時
彼
は
は
じ
め
て
「
象
徴
の
村
」
を
彷
徨

す
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
Ｘ
と
い
ふ
自
然
は
そ
の
ま
ゝ
忽
ち
魂
の
体
系

中
に
移
入
さ
れ
る
。
彼
は
彼
の
魂
が
持
つ
だ
け
の
大
き
さ
の
自
然
と
い
ふ

象
徴
を
も
つ
。
現
実
と
は
此
等
無
数
の
象
徴
の
要
約
と
し
て
辛
く
も
了
解

出
来
る
も
の
と
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
象
徴
と
な
つ
た
時
、
自
然
と
い

ふ
実
質
は
消
失
す
る
か
ら
唯
一
で
あ
つ
た
甲
と
い
ふ
存
在
も
無
数
と
な
る

事
が
出
来
る
し
、
甲
と
い
ふ
存
在
を
乙
と
い
ふ
存
在
に
合
す
る
事
をマ

マ

出
来

る
。
魚
か
ら
海
を
引
く
事
も
可
能
で
あ
ら
う
。
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
で
犬
を
微

分
す
る
事
も
可
能
で
あ
ら
う）

16
（

。

　
「
詩
人
が
認
識
の
悲
劇
を
演
じ
る
時
」、
つ
ま
り
自
意
識
作
用
の
無
限
な
反
復

と
い
う
「
悲
劇
」
に
陥
る
時
「
虚
無
」
が
現
れ
る
。
そ
の
際
、
自
意
識
の
分
析

に
よ
っ
て
自
然
は
解
体
さ
れ
、「
甲
と
い
ふ
存
在
を
乙
と
い
ふ
存
在
に
合
す
る

事
」、「
魚
か
ら
海
を
引
く
事
」（
＝
「
象
徴
」）
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、「
虚
無
」
は
象
徴
が
生
ま
れ
る
場
所
と
な
る
。
さ
ら
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は

〈
虚
無
〉
を
「
純
粋
自
我
」
に
置
き
換
え
た
。「
純
粋
自
我
」
と
は
、
自
意
識
の

連
鎖
が
無
現
に
繰
り
返
さ
れ
た
時
に
現
れ
る
状
態
を
意
味
し
、
事
物
と
「
純
粋

自
我
」
の
出
会
い
に
よ
っ
て
自
然
は
「
置
換
」
さ
れ
る
と
い
う
。

内
奥
の
動
き
は
、
観
察
さ
れ
得
る
や
否
や
、
あ
ら
ゆ
る
観
察
さ
れ
た
事
物

に
統
合
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
―
―
色
彩
と
苦
痛
、
思
ひ
出
と
期
待

と
驚
き
、
此
の
樹
、
樹
の
茂
み
の
浮
動
と
そ
の
年
毎
の
変
化
、
樹
の
実
態

と
同
じ
く
そ
の
影
、
樹
の
形
と
位
置
と
の
偶
然
、
此
の
樹
が
私
の
放
心
裸

に
思
ひ
起
さ
せ
る
極
め
て
懸
け
離
れ
た
想
ひ
―
―
こ
れ
等
総
て
は
等
し
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
だ

0

0

…
。
一
切
の
事
物
は
置
換
さ
れ
る
、
―
―
こ
れ
が
事
物

0

0

の
定
義
で
は

な
か
ら
う
か
（
傍
点
原
文）

17
（

）。

　

事
物
の
「
総
て
」
が
「
等
し
」
く
、「
一
切
」
の
事
物
が
「
置
換
」
さ
れ
る

等
価
値
の
も
の
に
な
る
際
の
「
置
換
」
と
は
、
小
林
の
論
の
中
の
象
徴
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
象
徴
は
、
描
写
に
お
け
る
事
物
へ
の
認
識
の
転
換

を
意
味
し
、
一
方
、
そ
の
到
達
点
は
、
安
藤
の
次
の
指
摘
の
中
に
、

実
体
と
し
て
の
「
私
」
を
ズ
ラ
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
自
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意
識
が
一
個
の
純
粋
な
持
続
と
化
し
た
と
き
、可
能
性
に
満
ち
た
「
空
虚
」

が
立
ち
現
れ
、「
死
」
の
映
像
を
映
し
だ
し
て
ゆ
く
と
い
う
現
象）

18
（

。

と
あ
る
よ
う
に
、
創
作
者
に
と
っ
て
は
死
へ
の
観
念
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
と
め
よ
う
。
散
文
詩
と
純
粋
小
説
の
登
場
に
よ
っ
て
、
小
説
は
象
徴
と
い

う
方
法
を
得
た
。
し
か
し
、
そ
の
象
徴
は
、
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
自
意
識
の

連
鎖
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
も
の
で
、
創
作
者
は
そ
の
連
鎖
の
中
で
虚
無
的
存

在
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
迫
っ
て
く
る
死
の
観
念
の
中
で
創
作
を
続
け
る
と
い
う
難
題
に

自
覚
的
だ
っ
た
一
人
に
横
光
利
一
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
横
光
の
「
純

粋
小
説
論
」（『
改
造
』
昭
和
一
〇
年
四
月
）
に
お
け
る
「
四
人
称
」
は
、〈
虚

無
〉
の
裏
返
し
の
概
念
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
横
光
に
と
っ

て
、「
四
人
称
」
は
、
自
ら
の
「
純
粋
小
説
」
の
一
つ
の
条
件
と
さ
れ
、「
自
分

を
見
る
自
分
」
と
い
う
「
新
し
い
存
在
物
」、
自
意
識
の
処
理
の
た
め
に
必
要

と
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
横
光
自
身
が
「
四
人
称
」
を
い
か
に
表
現
す
る
か
に

関
し
て
言
及
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
方
法
を
巡
っ
て
は
議
論
が
続
い
て
い
る
。

た
だ
、
そ
の
意
味
を
横
光
の
言
葉
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
昭
和
一
〇
年
六
月
の

『
作
品
』
に
お
け
る
座
談
会
「「
純
粋
小
説
」
を
語
る
」
が
最
も
有
効
で
あ
る
。

　

会
談
は
ま
ず
、
河
上
が
シ
ェ
ス
ト
フ
の
「
虚
無
よ
り
の
創
造
」
を
「
主
観
の

一
つ
の
形
式
」
と
し
た
上
で
、
横
光
の
「
四
人
称
」
と
の
共
通
点
を
指
摘
す
る

発
言
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
言
葉
に
答
え
て
豊
島
與
志
雄
も
「
虚
無
が
四

人
称
と
通
じ
る
と
い
ふ
事
は
あ
り
得
や
う
」
と
発
言
、
さ
ら
に
横
光
は
川
端
の

「
末
期
の
眼
」
を
そ
の
延
長
線
上
に
お
き
、
川
端
も
そ
の
発
言
に
同
意
す
る
形

で
会
談
が
進
行
す
る
。
つ
ま
り
、「
虚
無
」
と
「
四
人
称
」、
川
端
「
末
期
の
眼
」

に
お
け
る
作
家
の
「
死
」
は
、
同
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
理
解
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
横
光
の
「
四
人
称
」
に
つ
い
て
、
示
唆
に
富
む
論

を
展
開
し
て
い
る
の
が
位
田
将
司
で
あ
る
。
位
田
は
「
自
意
識
は
映
す
が
「
第

四
人
称
」
そ
れ
自
体
は
姿
を
現
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
や
は
り
「
虚
無
」
だ
っ

た
」
と
し
、

い
わ
ば
「
第
四
人
称
」
は
、「
純
粋
小
説
論
」
が
問
題
化
し
た
様
々
な
対

立
と
矛
盾
を
包
摂
す
る
「
虚
無
」
の
「
場
所
」、
あ
る
い
は
「
虚
無
か
ら

の
創
造
」
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

19
（

。

と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、横
光
の
「
四
人
称
」
は
「
虚
無
」
や
死
を
意
識
し
「
創

造
」
す
る
行
為
の
こ
と
で
あ
り
、実
践
的
な
「
方
法
」
で
は
な
か
っ
た
。〈
虚
無
〉

的
な
存
在
に
な
る
こ
と
で
獲
得
さ
れ
る
新
た
な
小
説
作
法
と
、
そ
の
極
限
に
あ

る
〈
死
〉
へ
の
誘
惑
は
、
同
時
代
が
抱
え
た
創
作
上
の
難
題
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。

五
、
お
わ
り
に

　
「
ほ
ん
た
う
」
の
植
松
が
書
い
た
手
紙
は
、
理
解
さ
れ
な
い
が
た
め
に
「
生

き
た
」
も
の
に
な
り
え
る
。
し
か
し
、
作
中
に
、
植
松
が
書
い
た
、
誰
に
も
理

解
さ
れ
な
い
「
生
き
て
」
い
る
手
紙
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

文
字
化
さ
れ
る
瞬
間
、
手
紙
は
読
ま
れ
、
死
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
な
み
子
と
植
松

が
ほ
ぼ
同
一
化
し
て
い
る
限
り
、
も
は
や
存
在
し
な
い
、
な
み
子
へ
宛
て
た
手

紙
の
中
で
、
植
松
は
結
局
自
己
を
語
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。「
脱
殻
を
脱
れ
」、

「
誰
に
も
見
え
な
い
部
屋
」
で
、
た
だ
「
生
き
て
」
い
る
「
虚
無
」
的
な
存
在

に
な
る
こ
と
は
、
書
く
行
為
を
や
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
小
説
家
に
は
現
実
化

さ
れ
な
い
。
小
林
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
自
意
識
の
連
鎖
に
よ
っ
て
「
最
も
裸
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弱
な
裸
形
」
の
「
己
れ
の
姿
」
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
は
「
欺
瞞
的
遊
戯
」

で
あ
り
、「
捕
へ
た
裸
形
は
忽
ち
又
一
象
徴
と
し
て
分
解
し
て
了
ふ
」
矛
盾
を

孕
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る）

20
（

。
作
中
で
植
松
は
虚
無
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
に
失
敗

し
た
ま
ま
死
に
、
植
松
の
手
紙
は
結
局
焼
か
れ
な
く
な
る
。

「
植
松
が
死
ん
だ
ら
死
な
う
と
思
つ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
か
。」
と
、

縁
側
の
方
へ
歩
い
て
来
て
、「
ま
あ
、生
き
て
ゐ
て
や
つ
て
下
さ
い
。」（
中

略
）
こ
れ
か
ら
な
み
子
の
う
ち
に
植
松
を
見
つ
け
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い

の
か
と
思
ひ
な
が
ら
、
な
み
子
に
肩
を
寄
せ
て
坂
を
下
り
て
行
つ
た
。

　

最
後
の
場
面
の
な
み
子
は
、
密
室
の
部
屋
の
鏡
に
写
っ
た
〈
虚
像
〉
で
は
な

い
、「
生
き
て
」
い
る
現
実
的
な
人
物
と
し
て
水
田
の
傍
に
立
っ
て
お
り
、
な

み
子
と
新
し
い
生
を
送
ろ
う
と
す
る
水
田
の
決
意
で
本
作
は
締
め
く
く
ら
れ
る
。

　

考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
本
作
に
見
ら
れ
る
〈
虚
無
〉
か
ら
の
解
放
意
識
は
、

初
期
川
端
文
学
に
お
け
る
象
徴
の
流
れ
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
。
最
後
に
、

本
作
以
後
の
川
端
文
学
の
展
開
に
つ
い
て
敷
衍
し
て
お
こ
う
。
前
述
し
た
小
説

に
お
け
る
象
徴
の
実
践
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
乱
れ
を
招
き
、
そ
の
危
機
意
識
か
ら
、

文
壇
の
動
向
は
象
徴
を
表
現
理
論
を
中
心
に
共
有
し
た
後
、
急
速
に
物
語
性
の

回
復
に
向
か
う
こ
と
に
な
る）

21
（

。
一
方
、
川
端
に
お
け
る
象
徴
は
放
棄
さ
れ
る
こ

と
な
く
後
の
作
品
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、『
雪

国
』
の
諸
場
面
に
見
ら
れ
る
、
主
客
の
融
合
し
た
「
象
徴
の
世
界）

22
（

」
が
そ
れ
で

あ
る
。
ま
た
、
川
端
の
長
編
の
方
向
性
も
物
語
性
へ
の
回
復
と
い
う
文
壇
の
動

向
と
は
一
線
を
画
す
も
の
と
な
っ
た
。
川
端
の
長
編
に
お
け
る
「
ど
こ
で
切
つ

て
も
い
い）

23
（

」
ス
ト
ー
リ
の
構
成
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
の
固
定
的
な
プ
ロ
ッ
ト

観
を
否
定
し
、
断
片
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
自
由
な
集
約
を
も
た
ら
す
こ
と
に
成

功
し
て
い
る
。「
扉
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
象
徴
と
い
う
方
法
を
追
及
し
て
き

た
川
端
が
た
ど
り
着
い
た
、〈
虚
無
〉
か
ら
の
解
放
と
、
生
へ
の
復
帰
へ
の
意

志
の
反
映
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
よ
う
。

注（
１
）  

阿
部
知
二
「
文
芸
時
評
」（『
文
藝
』
昭
和
九
年
二
月
）

（
２
）  

三
木
清
「
不
安
の
文
学
と
其
の
超
克
」（『
改
造
』
昭
和
八
年
六
月
）

（
３
）  

安
藤
宏
『
自
意
識
の
昭
和
文
学
』（
平
成
六
年
三
月
、
至
文
堂
）

（
４
）  

「
散
り
ぬ
る
を
」（『
改
造
』
昭
和
八
年
一
一
月
）、「
瀧
子
」（『
文
学
界
』
昭

和
八
年
一
二
月
）、「
通
り
魔
」（『
改
造
』
昭
和
九
年
五
月
）
の
三
回
の
分
載
を
経
て
、

単
行
本
『
禽
獣
』（
昭
和
一
〇
年
五
月
、
野
田
書
房
）
に
初
収
録
さ
れ
た
。

（
５
）  

ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
「
鏡
の
い
ろ
い
ろ
」（
谷
口
勇
訳
『
記
号
論
と
言
語

哲
学
』
平
成
八
年
一
一
月
、
国
文
社
）
は
、「
鏡
は
い
か
な
る
〈
内
部
〉
も
も
っ
て

は
い
な
い
」
点
で
、
鏡
に
お
け
る
像
は
常
に
「
虚
像
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

ル
ネ
・
ザ
ゾ
は
『
鏡
の
心
理
学
』（
加
藤
義
信
訳
、
平
成
一
一
年
八
月
、
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房
）
に
お
い
て
、
鏡
の
空
間
の
特
徴
を
「
仮
想
性
（virtualité

）」
と
し
、
鏡

に
移
っ
た
現
実
を
「
虚
空
間
」
と
呼
ん
だ
。

（
６
） 

引
用
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
著
、
矢
野
文
夫
訳
『
悪
の
華
』（
昭
和
九
年
一
二
月
、

耕
進
社
）
に
拠
っ
た
。

（
７
） 

引
用
は
、レ
フ
・
シ
ェ
ス
ト
フ
著
、河
上
徹
太
郎
訳『
虚
無
よ
り
の
創
造
』（『
シ

ェ
ス
ト
フ
選
集
』
第
一
巻
、
昭
和
九
年
一
二
月
、
改
造
社
）
に
拠
っ
た
。

（
８
） 
野
口
尚
志
「
太
宰
治
「
め
く
ら
草
紙
」
論
―
―
〈
空
虚
〉
な
〈
私
〉
と
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
、象
徴
主
義
―
―
」（『
稿
本
近
代
文
学
』
三
七
、平
成
二
四
年
一
二
月
）
は
、

「
め
く
ら
草
紙
」
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
の
出
処
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
『
悪
の
華
』
所
収
の
「
虚

無
の
匂
ひ
」
の
一
節
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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（
９
） 

「
人
生
斫
断
家
ア
ル
チ
ュ
ル
・
ラ
ン
ボ
オ
」（『
仏
蘭
西
文
學
研
究
』
一
、
大

正
一
五
年
一
〇
月
、
白
水
社
）
に
は
、「
俺
の
心
よ
、
出
し
や
ば
る
な
、
獣
物
の
蟄

を
眠
つ
て
ゐ
ろ
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
10
） 
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
著
・
秦
一
郎
訳
「
純
粋
詩
論
―
―
講
演
の
た
め
の
ノ

ォ
ト
―
―
」（『
詩
と
詩
論
』
昭
和
五
年
一
二
月
）

（
11
） 

雅
川
滉
は
「
純
粋
の
契
点
―
―
小
説
論
と
し
て
の
―
―
」（『
新
文
学
研
究
』

昭
和
七
年
五
月
）
で
、
純
粋
小
説
が
辿
る
道
を
「
純
粋
詩
法
」
に
お
け
る
「
方
法
」

論
と
「
純
粋
言
語
」
へ
の
追
求
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
春
山
行
夫
は
「
ロ

マ
ン
論
」（『
文
学
』
昭
和
七
年
一
二
月
）  

で
、「
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
水
準
ま
で
高
ま
つ

て
ゐ
る
文
学
の
実
体
」
の
追
求
の
中
か
ら
ロ
マ
ン
の
喪
失
を
指
摘
し
た
。

（
12
） 

安
藤
宏
「
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
と
純
粋
小
説
」（
野
山
嘉
正
編
『
詩
う
作

家
た
ち
』
平
成
九
年
四
月
、
至
文
堂
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
散
文
詩
」
周
辺
の

理
論
に
は
、「
ポ
エ
ジ
ー
を
い
か
に
し
て
「
語
り
」
の
俎
上
に
乗
せ
る
か
―
―
プ
ロ

ッ
ト
に
基
づ
い
て
表
現
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
否
か
―
―
」
と
い
う
問
題
が
内

在
し
て
い
る
。

（
13
） 

川
端
を
含
め
、
新
感
覚
派
の
文
学
理
論
と
象
徴
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
高

橋
幸
平
「〝
新
感
覚
〟
理
論
と
象
徴
主
義
―
―
横
光
利
一
「
感
覚
活
動
」
―
―
」（『
国

語
国
文
』
七
六
―
九
、
平
成
九
年
九
月
）
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
他
、
杣
谷
英
紀

「
横
光
利
一
・
新
感
覚
派
的
表
現
の
理
論
と
実
践
―
―
『
感
覚
活
動
』
と
『
街
の
底
』

―
―
」（『
日
本
文
芸
研
究
』
四
九
―
四
、
平
成
一
〇
年
四
月
）
は
、
横
光
の
作
品
に

見
ら
れ
る
様
々
な
象
徴
表
現
に
着
目
し
、
杉
井
和
子
「
川
端
康
成
の
写
生
と
象
徴
―

―
大
正
の
短
編
を
中
心
と
し
て
―
―
」（『
川
端
文
学
へ
の
視
界
』
一
三
、
平
成
一
〇

年
六
月
）
は
、
川
端
の
初
期
作
品
の
流
れ
の
一
つ
に
、「
写
生
」
か
ら
「
象
徴
」
へ

の
変
化
を
あ
げ
て
い
る
。

（
14
） 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
川
端
康
成
「
春
景
色
」
論
―
―
詩
的
小
説

の
試
み
―
―
」（『
川
端
文
学
へ
の
視
界
』
三
〇
、
平
成
二
七
年
六
月
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
15
） 

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
作
品
に
お
け
る
〈
空
白
〉
の
残
存
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ

語
る
行
為
の
放
棄
で
あ
り
、
表
現
方
法
の
獲
得
と
は
言
い
難
い
。
川
端
文
学
の
象
徴

表
現
に
見
ら
れ
る
限
界
に
つ
い
て
は
、「
散
り
ぬ
る
を
」
を
中
心
に
別
稿
を
用
意
す
る
。

（
16
） 

小
林
秀
雄
「「
惡
の
華
」
一
面
」（『
仏
蘭
西
文
學
研
究
』
三
、昭
和
二
年
一
一
月
、

白
水
社
）

（
17
） 

ポ
オ
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
「
注
及
び
雑
説
」（
中
島
健
蔵
・
佐
藤
正
彰
訳
『
ヴ

ァ
リ
エ
テ
』
昭
和
七
年
一
一
月
、
白
水
社
）

（
18
） 

安
藤
宏
『
自
意
識
の
昭
和
文
学
』（
前
掲
）

（
19
） 

位
田
将
司
「
横
光
利
一
「
純
粋
小
説
論
」
と
「
近
代
の
超
克
」
―
―
「
第
四

人
称
」
と
い
う
「
戦
争
」
―
―
」（『
横
光
利
一
研
究
』
五
、
平
成
一
九
年
三
月
）

（
20
） 

小
林
秀
雄
「「
惡
の
華
」
一
面
」（
前
掲
）

（
21
） 

昭
和
一
〇
年
前
後
の
文
壇
に
お
け
る
物
語
性
の
回
復
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

は
、
山
本
芳
明
「
そ
れ
は
「
純
粋
小
説
論
」
か
ら
始
ま
っ
た
―
―
「
純
文
学
」
大
衆

化
運
動
の
軌
跡
」（『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
五
六
、平
成
二
一
年
一
月
）
が
、

横
光
の
「
純
粋
小
説
論
」
に
関
連
し
て
集
中
的
に
論
じ
て
い
る
。

（
22
） 

『
雪
国
』（
昭
和
一
〇
年
一
月
～
二
二
年
一
〇
月
）の
冒
頭
部
分
に
あ
た
る「
夕

景
色
の
鏡
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
一
〇
年
一
月
）
中
、
島
村
が
電
車
の
硝
子
の
中
か

ら
葉
子
の
顔
と
夕
景
色
を
重
ね
合
わ
せ
眺
め
る
場
面
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
言
葉

で
あ
る
。

（
23
） 
こ
の
言
葉
は
『
雪
国
』（
昭
和
二
三
年
一
二
月
、
創
元
社
）
の
「
あ
と
が
き
」

に
見
ら
れ
る
。（
一
六
巻
本
『
川
端
康
成
全
集
』
第
六
巻
「
あ
と
が
き
」
昭
和
二
四
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年
六
月
）
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
川
端
の
長
編
の
特
徴
は
、『
千
羽
鶴
』（
昭
和
二
七
年

八
月
、
筑
摩
書
房
）、『
山
の
音
』（
昭
和
二
九
年
四
月
、
筑
摩
書
房
）
に
お
い
て
も

認
め
ら
れ
る
。

【
付
記
】
川
端
康
成
「
扉
」
本
文
は
初
出
に
拠
っ
た
。
他
の
引
用
文
献
と
同
様
に
漢

字
は
新
字
体
に
改
め
た
。
引
用
文
中
の
傍
線
は
引
用
者
に
拠
る
。


