
。
死
者
の
奪
り
』
に
お
け
る
〈
僕
〉

　
　
　
　
　
　
　
死
者
表
象
の
転
換
を
通
し
て

の
蕃
り

趨
　
　
美
京

一
、
は
じ
め
に
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一
九
五
七
年
八
月
、
　
刊
文
学
界
』
に
発
表
さ
れ
た
「
死
者
の
著
り
し
は
、
　
「
死
」
と
い
う
観
念
を
具
体
的
な
物
と
し
て
提
示
す
る
叙
述
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

め
、
そ
の
当
時
の
文
壇
に
大
き
な
波
紋
を
起
こ
し
た
。
こ
の
作
品
の
素
材
が
「
解
剖
用
死
体
処
理
室
に
働
く
ア
ル
バ
イ
ト
学
生
と
死
者
た
ち
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

間
に
醸
さ
れ
る
奇
妙
な
関
係
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
は
多
く
の
場
含
、
こ
の
「
死
者
」
を
作
品
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け

る
の
か
、
も
し
く
は
「
死
者
」
と
「
僕
」
の
関
係
を
ど
う
解
読
す
る
の
か
と
い
う
、
点
に
意
識
を
集
中
さ
せ
て
き
た
。
利
沢
行
夫
は
、
た
と
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

ば
「
同
死
者
の
著
り
蛙
と
は
不
安
定
に
生
き
て
い
る
も
の
に
対
し
て
死
者
が
、
そ
の
存
在
の
不
動
性
を
誇
示
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

渡
辺
広
士
は
「
死
は
生
者
の
世
界
の
不
条
理
を
言
う
た
め
の
反
対
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
」
と
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
紅
野
敏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

郎
は
「
生
者
に
珂
著
り
』
の
内
実
が
な
く
、
死
者
に
明
白
に
榊
蕃
り
㎏
の
内
実
が
認
め
ら
れ
る
し
と
同
様
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
三
人

の
批
評
家
と
は
異
な
り
、
柴
田
勝
二
は
「
閉
じ
込
め
ら
れ
た
死
者
は
単
に
動
的
な
行
動
力
を
持
ち
え
な
い
語
り
手
の
現
状
の
暗
楡
で
あ
る
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

で
は
な
く
、
同
時
に
そ
の
内
に
あ
っ
て
手
応
え
を
掴
み
難
し
い
生
命
の
感
触
を
、
逆
説
的
な
形
で
漂
わ
せ
て
い
る
者
た
ち
で
も
あ
る
」
と
い
っ

て
、
死
者
の
役
割
を
指
摘
し
て
い
る
。
だ
が
、
作
品
の
中
で
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
確
か
な
感
じ
、
固
定
し
た
感
じ
」
の
「
死
者
」
に

比
べ
、
　
「
自
分
一
語
り
手
の
僕
一
引
用
者
注
一
を
始
め
と
す
る
生
者
は
い
か
に
も
不
安
定
で
心
許
な
い
存
在
」
で
あ
る
と
い
う
、
　
「
死
者
」
を

「
生
者
し
の
対
立
的
な
関
係
の
中
で
捉
え
て
い
る
立
場
か
ら
論
じ
て
い
る
の
は
、
先
の
三
者
の
意
見
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
る
。

　
以
上
の
先
行
論
に
お
け
る
中
心
的
論
点
は
、
こ
の
作
品
世
界
の
人
間
が
不
安
定
で
不
条
理
な
現
状
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
た

め
、
　
〈
死
者
の
イ
メ
ー
ジ
v
が
そ
の
よ
う
な
現
実
の
生
者
の
世
界
と
は
対
立
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
も
し
く
は
比
楡
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
事
実
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
二
人
の
場
合
は
「
死
者
し
H
生
者
の
反
対
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、

一60一
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柴
田
の
場
合
は
「
死
者
」
H
語
り
手
あ
る
い
は
現
実
の
人
間
の
比
楡
と
し
て
「
死
者
」
の
役
割
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
先
行
論
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
死
者
」
と
い
う
存
在
は
、
果
た
し
て
作
品
世
界
の
中
で
首
尾
一
貫
し
て
生
者
の
世
界
（
H

不
安
定
的
で
不
条
理
の
世
界
）
と
は
対
立
的
な
「
存
在
の
不
動
的
な
誇
示
し
や
、
　
「
生
者
の
反
対
の
イ
メ
i
ジ
し
を
表
し
て
い
る
と
断
じ
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
死
体
を
古
い
水
槽
か
ら
新
し
い
水
槽
へ
移
す
と
い
う
ア
ル
バ
イ
ト
が
必
要
の
な
い
仕
事
に
な
り
、

死
体
を
す
べ
て
消
却
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
以
降
の
「
死
者
」
に
関
す
る
叙
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
「
死
者
」
を
取
り
巻
く
状
況

の
変
化
に
よ
っ
て
、
　
「
死
者
」
を
楡
え
て
い
る
「
確
か
な
感
じ
、
固
定
し
た
感
じ
」
と
い
う
叙
述
は
実
際
変
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
今
ま
で
の
先
行
論
で
は
、
　
「
死
者
」
／
「
生
者
」
と
い
う
二
項
対
立
的
な
構
造
か
ら
こ
の
作
品
に
お
け
る
「
死
者
」
の
役
割
や
意

味
が
追
究
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
論
考
は
「
死
者
」
を
取
り
巻
い
て
い
る
空
間
的
条
件
の
変
化
と
、
そ
れ
に
伴
う
「
死
者
」
に
関
す
る
叙
述
の

変
化
す
べ
て
を
考
慮
し
て
い
な
い
図
式
的
な
分
析
に
止
ま
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
作
品
で
「
死
者
」
の
役
割
や
そ
の
位
置
を
充
分
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
　
「
死
者
」
／
「
生
者
」
の
対
立
関
係
に
お
け

る
「
死
者
」
の
意
味
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
対
立
的
な
関
係
が
解
体
す
る
過
程
の
解
読
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
も

今
ま
で
の
先
行
論
で
は
充
分
に
考
慮
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
死
者
の
表
象
が
転
換
す
る
一
つ
の
要
因
は
、
　
「
死
者
」
を
条
件
付
け
て

い
る
空
間
設
定
の
変
化
で
あ
る
の
で
、
こ
の
問
題
に
も
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
は
、
本
作
品
の
中
心
的
素
材
で
あ
る
「
死
者
し
の
意
味
や
、
そ
れ
が
本
作
品
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
と
い
う
間
趣
を
遺
究

す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
「
死
者
」
に
関
す
る
叙
述
が
転
換
す
る
要
因
と
も
い
え
る
、
空
間
設
定
の
条
件
や
そ
の
空
間
に
関

す
る
叙
述
を
も
視
野
に
い
れ
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

一59一

二
、
　
〈
物
〉
と
し
て
の

「
死
者
」
の
イ
メ
ー
ジ

1
「
僕
」
の
願
望
意
識
1

　
こ
の
作
品
の
冒
頭
部
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
作
品
は
、
　
「
死
体
処
理
室
」
の
水
槽
の
中
に
浮
か
ん
だ
り
沈
ん
だ
リ
し
て
い
る
「
死

者
し
に
対
す
る
「
僕
し
の
意
識
の
働
き
を
非
常
に
詳
し
く
叙
述
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
　
「
死
体
処
理
室
」
で
ア
ル
バ
イ
ト
が
始
ま
っ
て
間
も

な
く
、
水
槽
の
印
の
死
者
た
ち
に
出
会
っ
た
「
僕
」
が
、
「
死
者
」
に
感
じ
取
っ
た
の
は
「
小
さ
い
震
え
の
よ
う
な
感
動
」
で
あ
っ
た
。
で
は
、

な
ぜ
「
僕
」
は
、
死
者
た
ち
に
「
感
動
」
を
覚
え
た
の
か
。



　
水
槽
に
浮
か
ん
で
い
る
死
者
た
ち
は
、
完
全
な
《
物
》
の
緊
密
さ
、
独
立
し
た
感
じ
を
持
っ
て
い
た
。
　
一
中
略
一
僕
は
水
槽
を
う
ず
め

た
、
完
全
に
そ
の
危
険
な
推
移
を
終
え
た
《
物
》
た
ち
を
見
守
っ
た
。
そ
れ
ら
は
確
か
な
感
じ
、
固
定
し
た
感
じ
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ

ら
は
、
床
や
水
槽
や
天
窓
の
よ
う
に
硬
く
て
安
定
し
た
《
物
〉
だ
と
僕
は
考
え
、
小
さ
い
震
え
の
よ
う
な
感
動
が
体
を
走
る
の
を
感
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
頁
）

　
こ
の
一
節
か
ら
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
　
「
僕
」
が
死
者
に
向
い
合
っ
て
受
け
た
驚
異
と
も
い
う
べ
き
「
感
動
」
は
、
死
者
を
二
重
括
弧

の
「
〈
物
》
」
と
し
て
捉
え
る
ま
な
ざ
し
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
死
者
を
「
《
物
》
」
と
し
て
把
握
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
よ

う
な
見
方
と
関
係
し
て
い
る
。

37

　
「
両
方
一
死
者
と
胎
児
一
引
用
者
注
一
と
も
人
間
に
ち
が
い
な
い
け
ど
、
意
識
と
肉
体
と
の
混
合
で
は
な
い
で
し
ょ
？

る
け
れ
ど
、
肉
と
骨
の
結
び
っ
き
に
す
ぎ
な
い
」

　
《
物
〉
で
あ
る
と
い
う
事
だ
な
、
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
と
僕
は
思
っ
た
。

人
間
で
は
あ

一
三
九
頁
一

　
こ
の
文
章
は
、
　
「
僕
」
が
、
堕
胎
の
費
用
を
稼
ぐ
た
め
に
死
体
処
理
の
ア
ル
バ
イ
ト
に
参
加
し
て
い
る
英
文
科
の
女
子
学
生
と
交
わ
し
て
い

る
対
話
で
あ
る
。
こ
の
文
章
が
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
死
者
を
《
物
〉
と
把
握
し
う
る
の
は
、
死
者
が
人
間
の
肉
体
は
も
ち
な
が
ら
、
生
き

て
い
る
人
間
本
然
の
意
識
を
備
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
「
死
者
」
と
〈
物
〉
の
関
係
を
こ
の
よ
う
に
措
定
す
る
と
き
、
こ
の
作
品
の
作
者
が
く
物
》
H
死
者
に
そ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
っ
て
、
二
重
括
弧

と
い
う
特
殊
記
号
ま
で
付
け
加
え
て
い
る
理
由
は
、
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
　
「
僕
」
白
身
が
現
在
眼
の
当
た
り
に
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宙
　
　
曲
　
　
固
　
　
画
　
　
画
　
　
画
　
　
　
o

る
死
者
が
、
少
な
く
と
も
「
物
と
意
識
と
の
暖
昧
な
中
間
状
態
し
一
強
調
は
引
用
者
一
と
い
っ
た
「
危
険
な
推
移
を
終
え
た
」
、
す
な
わ
ち
誕
生

と
死
の
巾
問
状
態
で
あ
る
人
生
を
完
全
に
終
え
た
、
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
　
「
死
者
」
が
「
唆
昧
な
中
間

状
態
」
で
は
な
い
ゆ
え
に
、
　
「
僕
」
が
「
死
者
」
に
そ
れ
ほ
ど
捕
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
二
重
括
弧
の
付
さ
れ
た
〈
物
》
に
付

い
て
い
る
修
飾
語
を
通
し
て
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
　
「
確
か
な
感
じ
」
「
固
定
し
た
感
じ
」
「
安
定
し
た
感
じ
」
「
緊

密
で
硬
い
感
じ
」
が
「
《
物
〉
」
を
楡
え
て
い
る
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
先
の
「
暖
昧
」
と
い
う
言
葉
と
き
わ
め
て
対
照
的
な
ニ
ュ
ア
ン
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ス
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
日
本
語
に
お
け
る
「
あ
い
ま
い
し
と
い
う
言
葉
は
、
大
江
白
身
の
言
説
を
借
用
す
れ
ば
、
　
「
ぽ
ん
や
り
し
た
、
は
っ
き
り
し
な
い
、
不
明
確

な
」
と
い
う
「
ヴ
エ
イ
グ
」
一
く
晶
竃
一
や
「
デ
ゥ
ビ
ア
ス
」
一
旨
芝
○
易
一
の
意
味
と
、
㍗
二
つ
以
上
の
意
味
に
と
れ
る
、
多
義
的
な
L
と
い
う
「
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
一

ム
ビ
ギ
ュ
ア
ス
」
（
印
冒
巨
ひ
q
ε
易
）
の
意
味
と
を
同
時
に
持
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
死
者
」
に
飾
ら
れ
て
い
る
．
「
確
か
な
」
㍗
固
定
し
た
L
「
安

定
し
た
」
と
い
う
表
現
や
、
　
「
物
と
意
識
の
中
間
状
態
」
と
い
う
過
程
を
「
終
え
た
」
と
い
う
表
現
は
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
そ
の
「
暖
昧
」

と
い
う
言
葉
の
意
味
と
は
反
対
の
概
念
を
表
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
作
品
内
の
世
界
で
唯
一
の
「
隆
昧
」
で
な
い
「
確
か
な
感
じ
」
の
存
在
と
い
っ
た
、
　
《
物
》
と
し
て
の
η
死
者
L
の
位
置
が
浮
き
彫

り
に
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
現
実
に
お
け
る
「
生
者
し
に
対
す
る
き
わ
め
て
否
定
的
な
η
僕
」
の
考
え
方
の
た
め
で
あ
る
。

　
そ
し
て
生
き
て
い
る
人
問
、
意
識
を
そ
な
え
て
い
る
人
間
は
躰
の
周
り
に
厚
い
粘
液
質
の
膜
を
持
っ
て
い
、

た
。
僕
は
死
者
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
た
の
だ
。

僕
を
拒
む
、

と
僕
は
考
え

（
一
二
一
二
百
ハ
）

　
生
き
て
い
る
人
間
と
話
す
の
は
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
困
難
で
、
思
い
が
け
な
い
方
向
に
し
か
発
展
し
な
い
で
、
し
か
し
徒
労
な
感
じ
が
っ

き
ま
と
う
の
だ
ろ
う
、
と
僕
は
考
え
た
。
教
授
の
蛛
の
周
り
の
粘
膜
を
つ
き
ぬ
け
て
、
し
っ
か
り
そ
の
脂
肪
に
富
ん
だ
躰
に
手
を
触
れ
る

こ
と
は
、
極
め
て
難
か
し
い
気
が
し
た
。
僕
は
疲
れ
が
体
に
あ
ふ
れ
る
の
を
感
じ
な
が
ら
、
当
惑
し
て
黙
っ
て
い
た
。
一
三
七
－
三
八
頁
一
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こ
の
現
実
の
人
間
に
関
す
る
「
僕
し
の
眼
差
し
、
も
し
く
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
見
せ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
僕
」
は
生
き
て
い
る
人
間
に
対
し

て
は
「
《
物
》
」
と
し
て
の
「
死
者
」
に
対
す
る
「
感
動
」
と
い
う
捉
え
方
と
は
き
わ
め
て
対
照
的
に
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
実
の
人
間
に

は
、
い
つ
も
あ
る
種
の
隔
り
の
「
膜
し
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
表
現
で
い
い
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
「
僕
」
は
、
そ
の
人
間
の
内
的
な

領
域
を
触
っ
て
見
る
こ
と
は
全
く
あ
つ
え
な
い
だ
け
で
な
く
、
　
「
意
識
を
備
え
て
い
る
」
人
問
と
の
対
話
の
中
で
い
つ
も
不
調
和
に
よ
る
疲
れ

を
感
じ
、
結
局
は
徒
労
感
と
挫
折
感
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
こ
の
手
ご
た
え
だ
け
重
い
、
不
可
解
な
纏
れ
を
と
く
こ
と
は
で

き
な
い
な
。
生
き
て
い
る
人
間
を
相
手
に
し
て
い
る
の
で
は
、
決
し
て
そ
れ
は
、
や
れ
な
い
な
し
と
い
う
、
　
「
激
し
い
無
力
感
」
に
陥
ら
ざ
る

を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
状
態
と
は
、
本
当
の
意
味
で
交
感
し
な
が
ら
調
和
す
べ
き
現
実
の
人
間
と
の
間
に
、
あ
た
か
も
「
厚
い
粘
液



質
の
膜
L
の
よ
う
な
、
突
き
抜
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
く
厚
い
壁
V
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
、
　
「
僕
」
は
「
死
者
」
と
内
的
対
話
を
交
わ
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
「
死
者
」
と
の
対
話
の
場
面
は
、
た
ん
な

る
「
僕
」
の
意
識
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
白
分
の
考
え
と
記
憶
の
回
想
な
ど
「
僕
」
の
意
識
は

括
弧
な
し
の
く
地
の
文
V
の
形
で
処
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
死
者
」
と
の
対
話
の
部
分
も
会
話
を
表
す
括
弧
な
し
に
叙
述
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
一
s
〕

る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
　
「
僕
」
が
死
者
と
括
弧
が
な
い
対
話
を
交
わ
す
と
い
う
設
定
を
あ
え
て
設
け
る
ほ
ど
、
　
「
僕
」
が
こ
こ
で
肉
分

を
表
現
し
よ
う
と
し
た
意
識
の
流
れ
に
注
目
し
て
み
た
い
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。

そ
の
女
一
中
年
の
女
の
死
体
一
引
用
者
注
一
が
一
中
略
一
鋪
遣
を
歩
く
姿
勢
に
つ
い
て
考
え
た
。

い
な
。

　
長
く
歩
く
と
そ
う
な
っ
た
け
ど
、
い
つ
も
は
胸
を
張
っ
て
い
た
わ
よ
。

す
こ
し
前
屈
み
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

一
二
七
頁
）

戦
争
の
終
る
こ
と
が
不
幸
な
日
常
の
唯
一
の
希
望
で
あ
る
よ
う
な
時
期
に
成
長
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
希
望
の
兆
候
の
氾
濫
の
中

で
窒
息
し
、
僕
は
死
に
そ
う
だ
っ
た
。
戦
争
が
終
り
、
　
（
中
略
一
そ
し
て
僕
ら
に
は
、
と
て
も
う
や
む
や
に
希
望
が
融
け
て
し
ま
っ
た
も

の
だ
っ
た
。

俺
は
全
く
、
君
た
ち
の
希
望
を
し
っ
か
り
躰
中
に
背
負
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
今
度
の
戦
争
を
独
占
す
る
の
は
君
た
ち
だ
な
。

　
僕
ら
は
今
度
こ
そ
、
希
望
の
虚
し
い
氾
濫
の
中
で
溺
死
し
そ
う
で
す
。

　
戦
争
を
起
す
の
は
今
度
は
君
た
ち
だ
。
俺
た
ち
は
評
価
し
た
り
判
断
し
た
り
す
る
資
格
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
。
　
　
　
　
一
二
二
頁
）
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最
初
の
文
章
は
「
僕
」
が
中
年
女
性
の
死
者
と
交
わ
す
内
的
対
話
で
あ
り
、
次
の
文
章
は
「
僕
し
が
兵
士
で
あ
っ
た
死
者
と
交
わ
す
内
的
対

話
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
僕
」
は
白
分
の
意
識
を
投
影
し
て
死
者
に
語
ら
せ
な
が
ら
、
白
分
の
意
識
を
吐
露
し
て
い
く
の
だ
が
、
こ
こ
で
特

に
注
意
さ
れ
る
、
の
は
、
対
話
の
中
で
「
僕
」
の
演
じ
る
〈
台
詞
〉
と
㍗
死
者
L
に
演
じ
さ
せ
る
く
台
詞
V
の
差
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
僕
し

の
〈
台
詞
〉
は
、
い
つ
も
「
前
屈
み
」
や
「
希
望
の
虚
し
い
氾
濫
」
と
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
消
極
的
で
希
望
喪
失
を
訴
え
て
い
る

文
脈
に
な
っ
て
い
る
が
、
　
「
死
者
し
に
語
ら
せ
る
く
台
詞
V
は
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
堂
々
と
自
信
感
に
み
ち
た
、
生
に
積
極
的
に
ぶ
つ
か
っ



ω

て
乗
リ
越
え
よ
う
と
す
る
文
脈
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
　
「
僕
」
は
実
際
、
　
「
子
供
の
時
の
他
は
希
望
を
持
っ
て
生
き
た
事
が
な
い
し
、
そ
の

必
要
も
な
か
っ
た
し
と
考
え
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
「
僕
」
が
「
死
者
」
の
〈
台
詞
V
と
い
う
形
を
借
用
し

て
、
む
し
ろ
そ
れ
と
は
対
照
的
な
内
容
を
言
い
聞
か
せ
る
と
い
う
行
為
は
、
「
僕
」
は
実
際
そ
う
な
り
た
い
と
か
、
そ
う
あ
り
た
い
と
い
う
「
僕
」

自
身
の
願
望
が
現
れ
て
い
る
仕
組
み
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
型

　
「
僕
」
は
死
者
に
対
し
て
は
一
回
も
現
実
の
人
間
に
感
じ
た
「
厚
い
膜
」
の
よ
う
な
感
じ
を
も
っ
た
こ
と
が
な
い
。
む
し
ろ
、
　
「
僕
し
は
死

者
に
対
し
て
は
、
　
「
確
か
な
感
じ
」
「
固
定
し
た
感
じ
」
「
安
定
し
た
感
じ
」
「
緊
密
で
硬
い
感
じ
」
で
楡
え
て
い
る
よ
う
な
《
物
〉
の
感
じ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
一

受
け
、
　
「
小
さ
い
震
え
の
よ
う
な
感
動
」
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
感
じ
は
、
　
「
物
」
で
は
あ
る
が
決
し
て
「
他
者
」
で
は
な
い
「
死
者
」

に
、
現
実
の
人
間
に
対
し
て
は
失
っ
て
し
ま
っ
た
同
質
感
、
あ
る
い
は
欠
如
し
た
感
じ
を
取
り
戻
し
た
い
と
い
う
意
識
を
反
映
し
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
そ
の
「
死
者
」
は
「
僕
」
に
と
っ
て
現
実
の
生
に
追
い
求
め
て
い
た
「
希
望
の
可
能
性
」
で
あ
リ
、
こ
の
意
味
で
「
死
者
」
と
い
う

客
体
は
、
こ
の
よ
う
な
「
僕
」
の
願
望
意
識
の
楡
え
と
な
っ
て
い
る
。

三
、
作
晶
空
問
の
イ
メ
ー
ジ
ー
「
僕
」
の
願
望
と
は
二
律
背
反
1

　
「
死
者
の
春
り
」
に
お
け
る
「
確
か
な
感
じ
、
固
定
し
た
感
じ
」
と
い
っ
た
死
者
に
対
す
る
思
い
は
、

へ
移
す
と
い
う
、
ア
ル
バ
イ
ト
が
無
駄
に
終
わ
る
や
否
や
、
い
ち
早
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

死
体
を
新
し
い
水
槽
か
ら
古
い
水
槽

一55一

電
燈
の
光
の
下
で
は
、
新
し
い
水
槽
に
浮
か
ん
だ
死
者
た
ち
の
皮
膚
は
、
硬
く
引
き
し
ま
っ
た
感
じ
を
失
っ
て
、

ぽ
っ
た
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
天
窓
か
ら
の
光
で
見
る
よ
リ
、
ず
っ
と
醜
く
よ
そ
よ
そ
し
か
っ
た
。

ぶ
よ
ぶ
よ
し
膨
れ

　
　
一
四
五
頁
一

　
こ
こ
で
、
　
「
ぶ
よ
ぶ
よ
し
膨
れ
ぽ
っ
た
」
く
て
「
醜
く
」
見
え
、
　
「
よ
そ
よ
そ
し
い
」
と
い
う
感
じ
が
す
る
と
い
う
死
者
に
関
す
る
叙
述

は
、
前
で
「
硬
く
て
安
定
し
た
」
も
し
く
は
「
硬
く
内
側
へ
引
き
し
ま
っ
た
」
「
自
分
の
内
部
に
向
っ
て
凝
縮
し
」
た
「
《
物
》
」
だ
と
い
う
感

じ
と
は
全
く
正
反
対
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
で
は
、
　
「
僕
」
が
ア
ル
バ
イ
ト
の
過
程
で
そ
れ
ほ
ど
執
着
し
て
い
た
「
安
定
し
た
」
「
死
者
」
の

イ
メ
ー
ジ
に
、
こ
の
よ
う
な
転
換
が
起
き
た
の
は
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
、
　
「
電
燈
の
光
の
下
で
は
一
巾
略
一



天
窓
か
ら
の
光
で
見
る
よ
り
L
と
い
う
箇
所
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
死
者
を
取
り
巻
い
て
い
る
背
景
、
と
り
わ
け
「
光
」
の
作
用
と

の
深
い
結
び
つ
き
が
あ
る
。

　
実
際
、
作
品
の
前
半
部
で
「
死
者
」
を
く
物
》
と
い
う
イ
メ
i
ジ
で
捉
え
て
い
る
問
の
、
　
「
天
窓
か
ら
の
光
し
で
照
ら
さ
れ
て
い
る
「
死
体

処
理
室
し
の
内
部
は
、
先
の
引
用
文
の
光
と
は
異
質
の
「
照
明
が
良
く
な
い
」
「
薄
明
の
光
」
に
包
ま
れ
て
い
る
空
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

「
僕
」
は
、
そ
の
当
日
の
朝
白
分
が
歩
い
て
き
た
外
部
世
界
が
「
初
夏
の
鮮
や
か
な
光
が
あ
ふ
れ
て
い
、
明
る
い
空
と
澄
ん
だ
明
蜥
な
空
気
」

の
中
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
部
屋
の
「
薄
明
の
光
」
を
接
し
、
こ
の
「
死
体
処
理
室
」
が
あ
た
か
も
「
冬
の
薄
曇
り
の
朝
の
よ
う

だ
」
と
い
う
連
想
作
用
を
起
こ
す
に
至
る
。

　
汚
れ
た
ガ
ラ
ス
の
向
う
か
ら
、
白
い
光
が
水
っ
ぽ
く
差
し
こ
ん
で
い
た
。
　
一
こ
の
死
体
処
理
室
は
引
用
者
注
一
冬
の
薄
曇
り
の
朝
の
よ

う
だ
、
と
僕
は
考
え
た
。
こ
ん
な
光
の
朝
、
僕
は
よ
く
霧
の
中
を
歩
い
た
の
だ
っ
た
。
動
物
の
よ
う
に
口
へ
し
の
び
こ
み
膨
れ
あ
が
る
霧

に
喉
を
く
す
ぐ
ら
れ
て
笑
っ
た
り
咳
き
込
ん
だ
り
し
な
が
ら
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
頁
一

　
こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
　
「
僕
」
は
、
　
「
死
体
処
理
室
」
の
照
明
の
。
悪
い
こ
と
に
対
し
、
そ
の
空
閲
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
薄
明
か
り
」
か
ら

「
薄
曇
り
の
朝
し
へ
と
、
さ
ら
に
「
霧
の
中
」
へ
。
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
惹
き
つ
け
る
の
は
、
そ

の
「
光
」
の
比
楡
が
一
様
に
明
瞭
で
な
い
く
ぼ
ん
や
り
し
た
V
感
覚
を
与
え
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
一
方
、
　
「
僕
し
の
連
想
作
用
に
よ

っ
て
、
　
「
霧
」
は
実
際
「
死
者
処
理
室
」
の
内
部
の
光
の
比
楡
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

一54r

　
高
い
天
窓
か
ら
の
光
が
水
槽
を
霧
の
よ
う
に
白
く
光
ら
せ
、
死
体
が
全
く
浮
か
ん
で
い
な
い
そ
れ
は
、
広
び
ろ
と
し
て
い
た
。
僕
は
新

し
い
水
槽
の
溶
液
を
透
し
て
底
の
深
み
を
見
よ
う
と
し
た
が
溶
液
は
不
透
明
な
膜
の
よ
う
に
光
を
遮
断
し
た
。
　
　
　
　
　
一
二
六
頁
一

虹

と
い
う
文
章
が
そ
れ
に
当
た
る
。
だ
が
こ
こ
で
、
こ
の
「
霧
の
よ
う
な
光
」
は
、
　
「
不
透
明
な
膜
し
と
い
う
水
槽
の
溶
液
と
一
対
の
イ
メ
ー
ジ

を
な
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
実
際
、
今
ま
で
み
た
「
光
し
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
、
　
〈
透
明
な
感
じ
V
を
与
え
て
い
る
例
は
、
何
一
つ
な
い
と

い
っ
て
よ
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
「
死
体
処
理
室
」
は
先
の
言
葉
ど
お
リ
、
　
「
不
透
明
な
膜
」
が
空
間
全
体
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



〃

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
感
覚
は
、

た
だ
「
光
」

と
い
う
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
み
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

揮
発
性
の
臭
気
が
激
し
く
立
ち
の
ぼ
リ
、
閉
ざ
さ
れ
た
部
屋
の
空
気
を
濃
密
に
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
音
の
響
き
は
、
粘
つ
く
空
気
に
ま
と

い
つ
か
れ
て
、
重
お
も
し
く
な
り
、
量
感
に
充
ち
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
頁
一

開
か
れ
た
ド
ア
の
向
一
」
う
か
ら
薄
明
に
似
た
光
と
、
濃
く
ア
ル
コ
ー
ル
質
の
臭
い
の
す
る
空
気
が
、
む
っ
と
流
れ
出
て
き
た
。
そ
の
臭

い
の
底
に
、
も
っ
と
濃
く
厚
ぽ
っ
た
い
臭
い
、
充
満
し
た
重
い
臭
い
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
僕
の
鼻
孔
の
粘
膜
に
執
鋤
に
か
ら
み

つ
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
…
二
二
百
ハ
）

　
こ
の
二
つ
の
文
章
も
「
死
体
処
理
室
し
の
描
写
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
光
」
と
と
も
に
「
空
気
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
間
題
視
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
「
空
気
し
が
嗅
覚
と
結
び
つ
い
て
量
的
に
換
算
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
　
「
濃
密

さ
」
、
　
「
重
お
も
し
ろ
さ
」
、
　
「
濃
く
充
満
し
た
厚
ぽ
っ
た
さ
」
な
ど
が
そ
の
具
体
的
な
用
例
で
あ
る
が
、
空
気
に
纏
い
付
か
れ
て
い
る
臭
気
が

こ
の
「
量
感
」
に
基
づ
い
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
部
空
間
は
、
空
気
が
あ
た
か
も
き
わ
め
て
濃
く
厚
ぽ
っ
た
く
圧
縮
さ
れ
、

し
か
も
そ
の
「
重
さ
」
に
よ
っ
て
何
一
つ
も
透
過
で
き
な
い
イ
メ
i
ジ
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
そ
の
空
気
に
お
け
る
最
感
と
は
、
　
「
光
」
に
お

け
る
不
透
明
性
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
こ
と
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
死
体
処
理
室
」
に
お
け
る
空
間
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
初
夏
の
鮮
や
か
な
光
が
あ
ふ
れ
て
い
、
明
る
い
空
と
澄
ん
だ
明
蜥
な

空
気
」
と
い
っ
た
、
外
部
空
間
の
こ
と
と
は
対
立
的
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
空
間
内
に
あ
る
死
者
の
〈
物
〉
と
し
て
の

感
じ
と
も
対
立
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
死
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
確
か
な
感
じ
、
固
定
し
た
感
じ
、
安
定
し
た
感
じ
」
で
楡
え

て
い
る
不
動
的
存
在
と
い
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
空
間
は
む
し
ろ
そ
う
で
な
い
「
暖
昧
」
な
感
覚
を
与
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
で
は
、
こ
こ
で
死
体
処
理
室
と
い
う
空
間
そ
の
も
の
が
「
暖
昧
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
造
型
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
意
昧
を

孕
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
、
す
で
に
引
用
し
た
j
局
い
天
窓
か
ら
の
光
が
水
槽
を
霧
の
よ
う
に
白
く
光
ら
せ
一
中
略
一
僕
は
新
し
い
水
槽
の
溶
液
を
透
し
て
底

の
深
み
を
見
よ
う
と
し
た
が
溶
液
は
不
透
明
な
膜
の
よ
う
に
光
を
遮
断
し
た
L
と
い
う
叙
述
か
ら
、
そ
の
答
え
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。
こ

の
文
章
で
「
霧
」
と
同
様
の
作
用
を
表
す
「
不
透
明
の
膜
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
死
体
を
浸
し
て
い
る
水
槽
の
「
底
」
を
見
よ
う
と
す
る
「
僕
」

一53一一



の
視
線
を
遮
る
働
き
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
「
僕
」
の
認
識
や
判
断
の
対
象
が
「
死
者
」
だ
と
想
定
す
る
場
合
、
実
際
水
槽
の

中
に
あ
る
死
者
の
様
子
を
観
察
で
き
る
の
は
、
た
だ
表
面
に
浮
か
ん
で
い
る
死
者
に
限
ら
れ
て
い
る
。
三
十
年
も
こ
の
空
間
を
管
理
し
続
け
て

い
た
管
理
人
さ
え
も
水
槽
の
「
底
に
は
全
く
何
が
沈
ん
で
い
る
か
知
れ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
」
と
語
る
ほ
ど
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
空
間
す

べ
て
を
支
配
し
て
い
る
「
あ
い
ま
い
性
」
と
も
い
え
る
不
透
明
性
そ
の
も
の
は
、
対
象
の
奥
底
に
接
近
し
そ
の
根
源
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
主

体
の
意
志
を
さ
え
ぎ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
空
間
は
そ
の
底
を
測
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
　
「
薄
明
か
り
」
や
「
薄
曇
り
」
や
「
霧
の
中
し
と
い
っ
た
、
　
「
死
体
処
理
室
」
に
お
け
る
光
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
も
、
　
「
僕
」

の
視
覚
的
作
用
を
妨
げ
る
と
い
う
意
味
で
、
対
象
の
底
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
主
体
の
意
志
を
さ
え
ぎ
る
作
用
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
そ
の
端
的
な
今
ひ
と
つ
の
証
拠
は
、
そ
の
「
死
体
処
理
室
し
に
「
天
窓
か
ら
の
光
し
よ
り
も
も
っ
と
明
る
い
電
灯
が
点
け
ら
れ
る
や
否

や
、
死
体
処
理
室
の
中
の
「
死
者
」
が
そ
の
正
体
を
一
変
さ
せ
て
、
　
「
僕
」
の
目
に
以
前
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
ま
っ
た
く
異
質
的
に
映
っ
て
く
る

場
面
に
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
作
品
の
前
半
部
に
お
け
る
「
死
者
し
の
く
物
》
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
、
そ
の
「
死
者
」
が
置
か
れ
て
い
る
空
間
と
は
、

相
互
矛
盾
し
て
い
る
と
い
え
る
。
と
い
う
の
は
、
水
槽
の
表
面
に
浮
か
ん
で
い
る
「
死
者
」
か
ら
感
じ
取
っ
た
「
確
か
な
」
「
固
定
し
た
」
感

じ
は
、
　
「
僕
」
の
視
覚
的
な
認
識
が
基
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
視
覚
的
な
判
断
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
「
死
体
処
理
室
」
に
お
け
る
光
は
、

そ
れ
と
は
反
対
の
明
瞭
で
な
い
、
ぽ
ん
や
り
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
　
「
僕
」
が
「
死
者
」
を
介
し
て
表
出
し

た
自
分
の
願
望
は
、
現
実
世
界
で
は
ど
う
し
て
も
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
根
元
的
な
矛
盾
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
「
僕
」
と
「
死
者
し
の
間
に
「
膜
」
の
よ
う
な
遮
断
装
置
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
で
こ
そ
、
　
「
僕
」
が
む
し
ろ
「
死
者
」
に

「
確
か
な
し
「
固
定
し
た
」
思
い
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
や
、
あ
る
い
は
「
僕
」
が
「
死
者
」
に
存
在
し
な
い
意
識
を
付
与
し
た
と
い
う
事
実
は
、

現
実
世
界
で
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
「
僕
」
の
強
い
欲
望
の
表
出
を
意
昧
す
る
。
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四
、
　
〈
不
動
的
存
在
の
誇
示
〉

の
不
在
　
1
「
死
者
の
審
り
」

の
意
味
－
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こ
れ
ま
で
考
察
し
た
と
お
り
、
「
死
者
の
著
り
」
と
い
う
作
品
世
界
で
は
、
「
生
者
し
／
「
死
者
し
と
い
う
要
素
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
僕
し
の
二
つ
の
正
反
対
の
認
識
が
現
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
作
品
で
死
ん
だ
「
死
者
」
ま
で
含
め
「
人
間
」
に
対
す
る
思
い
は
、



μ

「
意
識
を
そ
な
え
て
い
る
人
間
」
・
㍗
死
ん
だ
ば
か
1
つ
の
死
者
L
・
「
《
物
》
と
し
て
の
死
者
」
と
い
っ
た
、
三
つ
の
領
域
で
分
岐
さ
れ
て
叙
述
さ

れ
て
い
る
。
だ
が
、
「
生
者
」
の
場
合
は
自
分
と
の
問
に
「
厚
い
粘
液
質
の
膜
し
が
挾
ま
れ
て
い
る
存
在
と
し
て
、
「
死
ん
だ
ば
か
り
の
死
者
」

は
「
物
と
意
識
と
の
暖
昧
な
中
間
状
態
」
と
い
う
不
明
瞭
な
存
在
と
し
て
、
ど
ち
ら
に
対
し
て
も
「
僕
し
が
同
質
感
や
調
和
感
を
抱
く
こ
と
が

困
難
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
　
「
死
者
」
の
場
合
は
、
　
「
僕
」
が
「
震
え
の
よ
う
な
感
動
」
を
感
じ
る
ほ
ど
「
確
か
な
感
じ
、
固
定
し
た
感
じ
の

「
〈
物
〉
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
と
と
も
に
「
死
者
し
と
の
内
的
対
話
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
　
「
死
者
」

だ
け
が
「
僕
」
の
願
望
と
い
う
・
心
情
を
表
す
比
楡
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
設
定
は
、
　
「
生
者
」
で
あ
る
「
僕
」
の
側
か
ら
み
た
場
合
、
　
「
死
者
」
に
は
「
願
望
し
と
い
う
等
質
性
を
、
　
「
生
者
」
に
は
か

え
っ
て
「
他
者
」
の
よ
う
な
距
離
感
を
表
す
図
式
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
僕
し
に
と
っ
て
逆
と
な
っ
て
い
る
「
死
考
」
／
「
生
者
」
と
い
う

対
立
構
造
が
「
僕
」
の
願
望
意
識
を
も
っ
と
強
化
さ
せ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
こ
で
そ
の
「
死
者
し
を
分
別
し
把
握
す
る

「
僕
」
と
そ
の
空
間
に
お
け
る
「
光
」
の
イ
メ
i
ジ
が
相
互
矛
盾
し
た
た
め
、
そ
の
「
死
者
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
転
換
せ
ざ
る
を
え
な
く

な
る
。
実
際
こ
の
作
品
の
後
半
部
に
は
い
る
と
、
　
「
僕
」
に
映
さ
れ
る
「
死
者
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
お
お
い
に
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　
電
燈
の
光
の
下
で
は
、
新
し
い
水
槽
に
浮
か
ん
だ
死
者
た
ち
の
皮
膚
は
、
硬
く
引
き
し
ま
っ
た
感
じ
を
失
っ
て
、

ぽ
っ
た
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
天
窓
か
ら
の
光
で
見
る
よ
り
、
ず
っ
と
醜
く
よ
そ
よ
そ
し
か
っ
た
。

ぶ
よ
ぶ
よ
し
膨
れ

　
　
一
四
五
頁
一

一51一

　
こ
の
文
章
は
、
前
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
死
体
処
理
と
い
う
ア
ル
バ
イ
ト
が
大
学
病
院
の
事
務
室
の
手
違
い
に
よ
っ
て
す
べ
て
無
駄
に
な
っ

た
と
き
、
　
「
僕
」
が
新
し
い
条
件
の
下
で
再
び
出
会
う
よ
う
に
な
る
死
者
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
「
死
者
」
の
イ
メ
i
ジ

は
、
作
品
の
前
半
部
の
「
確
か
な
感
じ
、
固
定
し
た
感
じ
し
を
持
っ
た
「
硬
く
て
安
定
し
た
」
〈
物
〉
と
し
て
の
感
覚
を
失
っ
て
し
ま
い
、
た

だ
「
ぶ
よ
ぶ
よ
し
膨
れ
ぼ
っ
た
く
」
「
よ
そ
よ
そ
し
い
」
感
じ
し
か
持
っ
て
い
な
い
様
子
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
　
「
僕
し
の
眼
に
「
死
者
」
た

ち
の
様
子
が
以
前
と
比
べ
て
異
質
の
イ
メ
ー
ジ
ヘ
と
一
変
し
た
の
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
1
っ
、
一
時
的
に
そ
の
「
死
体
処
理
室
」
の
中
の

明
る
い
電
灯
に
よ
っ
て
そ
の
実
体
が
取
り
戻
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
　
「
死
者
し
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
は
、
た
だ
空
間
内
の
光
の
変
化
の
た
め
だ
け
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
　
「
死

者
し
た
ち
の
変
わ
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
明
る
い
電
灯
の
下
で
な
い
暗
い
外
で
も
、
　
「
数
か
ず
の
死
者
の
足
う
ら
が
白
く
浮
き
あ
が
っ
て
見
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え
、
そ
れ
ら
は
ひ
ど
く
よ
そ
よ
そ
し
か
っ
た
。
僕
は
眼
を
こ
ら
し
て
、
よ
く
見
た
が
暗
く
て
、
死
者
の
足
の
撮
指
に
結
び
つ
け
た
木
札
は
児
え

な
か
っ
た
し
の
よ
う
に
、
作
晶
の
終
結
部
分
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
　
「
死
者
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
は
、
た
だ
光
の

変
化
の
み
な
ら
ず
、
　
「
僕
」
の
心
的
状
況
の
変
化
と
も
非
常
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
「
僕
」
と
「
死
者
」
の
関
係
に
眼
っ
て

い
え
ば
、
作
品
の
前
半
部
と
後
半
部
を
弁
別
す
る
の
は
、
　
「
死
者
」
が
「
僕
し
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
対
象
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
前
半
部
で
は
僕
が
こ
の
死
者
に
向
か
っ
て
作
業
を
す
る
の
は
、
少
な
く
と
も
「
働
い
て
、
そ
の
報
酬
を
受
け
と

る
し
と
い
う
目
的
の
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
作
品
の
後
半
部
で
は
、
そ
の
作
業
行
為
す
べ
て
が
無
駄
に
な
り
、
お
お
い
に
徒
労
感
を
感
じ

な
が
ら
、
そ
の
報
酬
を
も
ら
え
る
か
ど
う
か
さ
え
判
ら
な
い
状
態
で
そ
の
死
者
運
搬
の
仕
事
を
果
た
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
作
紬
に
お
け
る
「
死
者
」
の
機
能
と
い
う
の
も
こ
の
部
分
に
い
た
っ
て
大
き
く
変
化
す
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
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こ
の
作
品
で
「
死
者
」
の
機
能
を
「
死
は
生
者
の
世
界
の
不
条
理
を
言
う
た
め
の
反
対
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
」
と
か
、
　
「
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
u
一

者
の
拒
否
と
死
者
の
受
容
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
意
見
は
作
品
内
で
先
の
よ
う
な
死
者
の
働
き
の
変
化
に
目

を
向
け
て
い
な
い
結
果
な
の
で
あ
る
。
こ
の
作
晶
世
界
で
は
「
死
者
」
の
機
能
・
役
割
と
い
う
の
も
、
結
局
、
こ
の
よ
う
な
「
生
者
」
／
「
死

者
し
と
い
う
対
立
構
造
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
解
体
さ
れ
る
地
点
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
実
際
、
’
こ
の
作
品
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
死
者
の
著
り
」
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
か
と
い
う
問
題
も
、
こ
の
作
品
世
界
に
お
け

る
「
死
者
」
の
機
能
を
ど
う
定
め
る
か
と
い
う
問
題
と
直
接
に
関
連
し
て
い
る
。
今
ま
で
「
死
者
の
著
り
」
と
い
う
意
味
は
、
生
き
て
い
る
「
僕
し

が
「
生
者
」
に
向
か
っ
て
で
な
く
、
　
「
死
者
」
に
「
確
か
な
」
「
安
定
し
た
」
「
固
定
さ
れ
た
」
「
〈
物
〉
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
取
っ
た

と
叙
述
さ
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
で
、
ア
ル
コ
ー
ル
溶
液
の
申
に
あ
る
死
者
が
「
著
り
か
ぶ
っ
た
様
子
」
で
「
実
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
旧
〕

存
在
し
、
人
間
の
不
安
定
に
比
べ
て
「
そ
の
存
在
の
不
動
性
を
誇
示
」
し
て
い
る
こ
と
だ
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
意
見
と
同
時
に
、
　
「
死

者
の
著
り
」
と
い
う
の
は
「
死
者
」
と
「
著
リ
」
と
い
う
緒
び
付
き
に
く
い
言
葉
だ
が
、
　
「
生
者
に
『
著
り
蛙
の
内
実
が
な
く
、
死
考
に
明
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
μ
一

に
『
著
つ
』
の
内
実
が
認
め
ら
れ
る
し
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
る
と
い
え
る
。
い
ず
れ
の
意
見
も
「
死
者
の
著
り
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
生
者
に
〈
勝
ち
誇
る
〉
と
い
う
意
味
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
「
生
者
」
に
は
欠
如
し
て
い
る
「
死
者
」

の
〈
存
在
の
不
動
性
の
誇
示
〉
を
提
示
す
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
世
界
を
見
つ
め
て
い
る
「
僕
」

の
判
断
で
あ
り
、
生
者
の
世
界
に
下
す
「
僕
」
の
批
判
意
識
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
死
者
の
春
り
」
と
い
う
の
は
、
生
者
に
欠
如
し
求
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
「
死
者
」
に
依
託
し
て
い
る
「
僕
」
の
願
望
観
念
を
含
め
て
い
る
意
昧
性
を
持
っ
て
い
る
。

一50一
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そ
の
上
、
　
「
死
者
」
の
〈
存
在
の
不
動
性
の
誇
示
〉
と
い
う
意
味
と
し
て
の
「
死
者
の
春
り
し
は
、
作
品
全
体
の
一
貫
し
た
意
味
だ
と
も
い

え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
死
者
が
も
っ
て
い
た
「
確
か
な
」
「
安
定
し
た
」
「
固
定
さ
れ
た
」
「
〈
物
》
」
と
し
て
の
イ
メ
ー

ジ
は
解
体
さ
れ
、
新
た
に
そ
れ
と
対
照
的
な
イ
メ
…
ジ
ヘ
と
変
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
　
〈
存
在
の
不
動
性
V
へ
の
希
求
、
そ
れ
白
体
は
実

際
白
分
で
そ
う
な
リ
た
い
と
い
う
「
僕
」
の
希
望
で
あ
っ
た
。
僕
は
そ
の
よ
う
な
希
望
の
下
で
、
　
「
死
者
」
を
ぞ
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
化
す
る

が
、
そ
の
「
死
者
」
と
「
僕
」
が
置
か
れ
て
い
る
空
間
自
体
は
、
む
し
ろ
「
不
透
明
し
と
い
う
言
葉
や
、
　
「
薄
明
か
1
っ
」
「
薄
曇
つ
し
「
霧
の
中
」

と
い
う
イ
メ
i
ジ
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
そ
の
根
底
を
知
り
尽
く
せ
な
い
、
人
の
知
が
明
瞭
に
透
か
せ
な
い
世
界
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
　
「
電
灯
」
を
点
け
る
と
い
う
ち
ょ
っ
と
し
た
空
間
条
件
の
変
化
に
よ
っ
て
「
死
者
し
の
イ
メ
ー
ジ
は
変
わ
る
。

　
「
僕
」
が
位
置
し
て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
世
界
で
の
「
確
か
な
」
「
安
定
し
た
」
も
の
を
掴
も
う
と
す
る
「
僕
し
の
希
望
は
、
　
「
僕
」
が
参

加
し
た
ア
ル
バ
イ
ト
の
仕
事
が
く
無
駄
V
に
な
っ
た
よ
う
に
、
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
　
「
死
者
」
の
「
存
在
の
不
動
性

の
誇
示
」
も
、
現
実
の
生
の
世
界
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
希
求
し
た
「
僕
」
の
希
望
も
解
体
す
る
し
か
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
の
「
著
り
」
と
い
う
意
味
は
、
ア
ル
バ
イ
ト
が
無
駄
に
な
っ
た
と
き
、
あ
る
雑
役
夫
が
死
者
を
指
し
て
「
ぜ
い
た
く
な
も
の
だ
な
、
こ
い
つ

ら
」
と
い
っ
た
と
お
り
、
　
「
ぜ
い
た
く
」
の
意
味
と
し
て
再
構
築
さ
れ
て
い
く
と
い
っ
て
よ
い
。
と
い
う
の
は
、
根
底
を
知
り
尽
く
せ
な
い
、

不
明
瞭
な
こ
の
世
界
で
、
そ
の
確
か
な
こ
と
を
求
め
た
「
僕
」
の
行
為
、
死
者
か
ら
現
実
の
人
間
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
希
求
し
た
行
為
そ
の

も
の
が
、
こ
の
空
間
で
は
あ
1
つ
え
な
い
「
賛
沢
な
」
欲
望
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
　
「
死
者
の
著
り
」
と
は
不
可
能
な
こ
と
を
希
求
し
た

「
僕
の
裏
返
し
の
審
り
↑
賛
沢
さ
一
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
作
品
世
界
に
お
け
る
「
死
者
」
の
位
置
と
は
、
そ
れ

が
㍗
生
者
L
に
は
存
在
し
て
い
な
い
〈
不
動
性
〉
を
表
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
生
の
不
動
性
を
希
求

す
る
心
そ
の
も
の
が
、
現
在
「
僕
」
が
置
か
れ
て
い
る
世
界
で
は
不
可
能
だ
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
よ

一
つ
。
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五
、
む
す
び

　
以
上
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
本
作
品
に
お
け
る
「
死
体
処
理
室
し
は
〈
生
の
不
動
性
〉
を
希
求
し
て
い
た
主
人
公
の
希
望
を
制
約
す
る
条
件

と
し
て
作
用
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
　
「
死
体
処
理
室
」
と
い
う
空
間
は
そ
の
空
間
内
の
「
死
者
」
を
「
確
か
な
」
「
安
定
し
た
」
〈
物
》
と



し
て
判
断
す
る
に
は
、
　
「
薄
明
か
り
」
「
薄
曇
リ
」
「
霧
の
中
し
と
い
う
言
葉
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
根
底
を
知
り
尽
く
す
こ
と
が
出
未
な
い
、
不

明
瞭
な
世
界
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
で
「
僕
し
が
現
実
の
人
間
世
界
に
欠
如
し
て
い
る
〈
不
動
的
な
存
在
性
〉
を
死
者
に
イ
メ
ー
ジ

化
し
た
り
、
　
「
死
者
」
と
の
会
語
の
形
を
と
っ
た
〈
台
詞
〉
を
借
り
た
り
し
た
そ
の
よ
う
な
希
望
が
「
僕
」
の
く
賛
沢
な
V
希
求
に
す
ぎ
な
い

こ
と
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
を
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
　
「
確
か
な
希
望
」
や
「
生
の
実
体
性
し
を
持
っ
て
い
な
い
消
極
的
な
人
間
型
と

し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
、
　
「
僕
」
と
「
死
者
」
の
関
係
か
ら
み
る
隈
り
で
は
、
人
間
主
体
が
そ
の
「
確
か
な
希
望
」

や
「
生
の
実
体
性
し
を
掴
も
う
と
し
な
い
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
人
間
主
体
が
そ
れ
を
掴
も
う
と
近
付
い
て
も
、
そ
の
人
間
が
置
か
れ
て
い
る

世
界
そ
の
も
の
が
そ
れ
を
拒
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
　
「
死
考
の
著
り
し
の
「
僕
し
が
位
置
し
て
い
る
世
界
は
、
そ
の
確
か
な

希
望
を
持
ち
に
く
い
と
こ
ろ
と
し
て
条
件
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
も
し
そ
の
条
件
と
い
う
の
が
「
死
体
処
理
室
」
の
空
間
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
警
え
ち
れ
て
い
る
と
言
え
る
な
ら
ば
、
実
際
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
現

実
の
も
の
に
移
リ
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
雨
が
降
リ
始
め
て
い
た
。
夕
暮
れ
た
空
気
の
奥
で
、
講
堂
の
時
計
塔
が
霧
に
包
ま
れ
、

半
透
明
な
霧
の
膜
が
か
ら
み
つ
き
、
よ
く
発
達
し
た
徽
に
似
て
い
る
。

城
の
よ
う
だ
っ
た
。

図
書
館
の
煉
瓦
壁
に
も
、

　
　
　
　
　
一
四
十
頁
一
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こ
の
文
章
は
「
僕
」
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
一
段
落
し
、
　
「
死
体
処
理
室
」
か
ら
出
た
と
き
の
外
部
世
界
の
描
写
で
あ
る
。
　
「
僕
」
が
「
死
体
処

理
室
」
で
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
た
時
に
は
、
　
「
鮮
や
か
な
光
が
あ
ふ
れ
て
い
、
明
る
い
空
と
澄
ん
だ
明
蜥
な
空
気
し
で
液
っ
て
い
た
は
ず
の

外
部
世
界
は
、
作
業
が
終
わ
る
と
同
時
に
、
　
「
霧
」
を
媒
介
に
し
て
「
死
体
処
理
室
」
の
「
雰
囲
気
し
が
外
部
の
世
界
に
転
移
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
見
ら
れ
る
「
夕
暮
れ
」
の
中
の
「
霧
」
や
「
半
透
明
の
膜
」
と
い
う
イ
メ
i
ジ
は
、
　
「
死
体
処
理
室
し
で
の
「
薄
明
の
光
」
や
「
冬

の
薄
曇
リ
」
や
「
霧
の
中
」
な
ど
に
包
ま
れ
て
い
る
雰
囲
気
を
そ
の
ま
ま
外
部
の
世
界
に
移
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
　
「
死
体
処
理
室
」
の
根
底
を
知
リ
尽
く
す
こ
と
が
出
来
な
い
、
不
明
瞭
な
世
界
は
、
結
局
こ
の
作
品
の
主
人
公
が
生
活
し
つ
づ
け
る
べ
き

現
実
の
「
生
者
し
の
世
界
を
も
支
配
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

〃
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注

　
本
稿
に
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
　
珊
大
江
健
三
郎
全
作
品
　
第
一
巻
』
一
新
潮
社
、
一
九
七
〇
一
の
「
死
者
の
著
1
っ
」
に
よ
る
。
　
「
死
者
の
著

り
」
か
ら
の
引
用
は
、
頁
数
の
み
を
付
す
こ
と
に
す
る
。

了
）
「
井
口
時
男
と
室
井
光
広
と
松
原
新
一
の
座
談
会
－
大
江
全
作
品
ガ
イ
ド
」
一
『
群
像
特
別
締
薬
　
－
大
江
健
三
郎
1
』
、
識
談
社
、
一
九
九
、
五
年
四
月
）
一
〇
九
頁

　
　
こ
こ
で
井
口
氏
は
、
　
「
死
者
の
著
リ
」
に
対
し
て
「
死
と
い
う
も
の
は
描
き
得
な
い
も
の
、
ま
さ
し
く
「
観
念
」
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
思
想

　
　
化
あ
る
い
は
物
質
化
し
て
み
せ
る
文
体
で
す
ね
」
と
評
価
し
て
い
る
。

（
2
一
「
死
者
の
審
り
」
が
発
表
さ
れ
た
同
文
学
界
』
一
一
九
五
七
、
八
月
号
）
の
「
目
次
」
欄
に
、
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
の
作
舳
の
紹
介
文
の
内
容
で
あ
る
。

一
3
一
利
沢
行
夫
「
「
死
者
の
著
り
」
論
」
一
『
国
文
学
－
解
釈
と
鑑
賞
－
』
、
一
九
七
一
年
七
月
号
一
七
九
頁

一
4
一
渡
辺
広
士
「
父
を
復
元
す
る
想
像
力
」
（
『
大
江
健
二
郎
』
、
審
葵
社
、
一
九
九
、
五
一
ニ
ハ
頁

一
5
一
紅
野
敏
郎
「
「
死
者
の
箸
リ
」
論
L
一
門
国
文
学
特
集
－
江
藤
淳
と
大
江
健
三
郎
－
』
、
一
九
七
一
年
一
月
号
一
一
二
－
五
頁

一
6
一
柴
田
勝
一
「
物
と
し
て
の
生
命
し
一
門
大
江
健
三
郎
－
地
上
と
彼
山
序
1
』
、
有
精
堂
、
一
九
九
二
一
一
六
頁

（
7
一
「
大
江
健
三
郎
と
柄
谷
行
人
の
対
談
－
世
界
と
日
本
と
日
本
人
」
一
『
群
像
特
別
編
集
－
大
江
健
三
郎
1
』
、
講
談
社
、
一
九
九
五
年
四
月
一
九
頁

（
8
一
「
僕
」
が
「
死
者
」
と
対
話
す
る
場
面
に
は
、
　
「
僕
」
の
く
台
詞
v
の
と
一
」
ろ
に
「
と
僕
は
考
え
た
」
と
か
、
　
「
思
っ
た
」
と
か
、
　
「
僕
は
強
い
て
想
像
力
を
動
か

　
　
せ
」
と
い
う
表
現
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
表
現
も
「
僕
」
と
「
死
者
」
の
対
話
が
「
僕
し
の
内
的
独
臼
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
を
物
譜
っ
て
い
る
と
い
え
る

　
　
だ
ろ
う
。

一
9
一
野
口
武
彦
「
吠
え
声
・
叫
び
声
・
沈
黙
－
大
江
文
学
に
お
け
る
懲
像
力
の
構
造
－
」
一
門
吠
え
声
・
叫
び
声
・
沈
黙
－
大
江
健
三
郎
の
世
界
－
』
、
新
潮
祉
、
一
九
七
：

　
　
二
〇
七
頁

一
型
ロ
バ
；
ト
・
ロ
ル
フ
「
大
江
健
三
郎
門
死
者
の
誇
り
』
に
お
け
る
希
望
の
欠
如
」
一
刊
大
江
健
三
郎
－
海
外
の
評
仙
1
』
、
創
林
社
、
一
九
八
七
一
二
二
二
頁

一
u
）
渡
辺
　
前
掲
論
文
一
六
頁

一
1
2
）
松
原
新
一
「
監
禁
状
態
－
白
閉
の
苦
痛
l
」
（
『
大
江
健
三
郎
の
世
界
』
、
講
談
社
、
一
九
六
九
一
一
八
頁

一
1
3
）
利
沢
　
前
掲
論
文
七
九
買

一
1
4
）
紅
野
　
前
掲
論
文
二
一
五
頁
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