
文
字
と
影︱

中
島
敦
作
品
と
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
に
関
す
る
一
考
察

︱

杉　
　

岡　
　

歩　
　

美

一　
﹁
悟
浄
出
世
﹂
と
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄

　

文
字
の
発
明
は
疾
く
に
人
間
世
界
か
ら
伝
は
つ
て
︑
彼
等
の
世
界
に
も

知
ら
れ
て
を
つ
た
が
︑
総
じ
て
彼
等
の
間
に
は
文
字
を
軽
蔑
す
る
習
慣
が

あ
つ
た
︒
生
き
て
を
る
智
慧
が
︑
そ
ん
な
文
字
な
ど
と
い
ふ
死
物
で
書
留

め
ら
れ
る
訳
が
な
い
︒（
絵
に
な
ら
︑
ま
だ
し
も
画
け
よ
う
が
︒） 

そ
れ
は
︑

煙
を
其
の
形
の
儘
に
手
で
執
ら
へ
よ
う
と
す
る
に
も
似
た
愚
か
さ
で
あ
る

と
︑
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
を
つ
た
︒
従
つ
て
︑
文紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

字
を
解
す
る
こ
と
は
︑

却紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

つ
て
生
命
力
衰
退
の
徴
候
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
︒
悟
浄
が
日
頃
憂
鬱
な

の紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

も
︑
畢
竟
︑
渠
が
文
字
を
解
す
る
た
め
に
違
ひ
な
い
と
︑
妖ば
け
も
の怪
ど
も
の

間
で
は
思
は
れ
て
を
つ
た
︒

（
中
島
敦
﹁
悟
浄
出
世
﹂（﹃
南
島
譚
﹄
所
収
︑
一
九
四
二
年
一
一
月
一
五
日
︑  

 

今
日
の
問
題
社
）

　

人
間
世
界
は
今
で
は
目
を
見
張
る
ほ
ど
物
質
的
発
展
を
遂
げ
て
い
る
が
︑

そ
れ
を
支
え
る
基
礎
的
な
制
度
︑
技
術
︑
様
式
な
ど
の
智
慧
は
︑
バ
ケ
モ

ノ
が
人
間
へ
と
伝
え
た
も
の
が
多
い
︒（
略
）
我
ら
の
世
界
で
は
細
々
と

し
か
使
用
さ
れ
な
い
で
い
る
も
の
が
︑
人
間
世
界
で
独
自
に
発
展
し
た
と

い
う
例
も
あ
る
︒
そ
の
ひ
と
つ
が
﹁
文
字
﹂ 

だ
︒
我
々
の
世
界
は
﹁
思

想
﹂
は
尊
ぶ
が
︑﹁
文
字
﹂
は
軽
ん
じ
斥
げ
る
習
慣
が
あ
る
だ
ろ
う
？  

過
去
の
賢
人
曰
く
﹁
生
き
て
お
る
智
慧
が
︑
文
字
な
ど
と
い
う
死
物
で
書

き
留
め
ら
れ
る
わ
け
は
な
い
︒
絵
に
な
ら
ま
だ
し
も
画
け
よ
う
が
﹂
と
い

う
こ
と
か
ら
も
分
か
る
通
り
に
な
︒
と
こ
ろ
が
人
間
の
世
界
へ
行
っ
て
み

ろ
︒
な紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

ん
で
も
か
ん
で
も
文
字
文
字
文
字
で
溢
れ
て
お
る
︒（
略
）

人紘
紘
紘
紘

間
は
文
字紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

に
自
ら
を
支
配
さ
れ
た
が
っ
て
い
る

（
細
田
守
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
二
〇
一
五
年
六
月
二
五
日
︑K

A
D
O
K
A
W
A

）

 
（
傍
線
部
共
通
箇
所
／
波
線
部
類
似
箇
所
／
点
線
部
相
違
箇
所
）
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﹁
悟
浄
出
世
﹂
は
︑﹁
悟
浄
歎
異
﹂
と
と
も
に
︽
わ
が
西
遊
記
︾
と
の
総
題
が

付
さ
れ
た
中
島
敦
の
作
品
で
あ
る
︒﹁
悟
浄
﹂
と
は
﹃
西
遊
記
﹄
に
登
場
す
る

﹁
沙
悟
浄
﹂
で
あ
る
︒﹁
悟
浄
出
世
﹂
は
﹁
三
蔵
一
行
﹂
に
出
会
う
前
の
﹁
悟

浄
﹂
が
す
べ
て
の
も
の
に
﹁
何
故
？
﹂
と
問
い
︑
思
想
家
た
ち
を
巡
っ
て
い
く

物
語
で
あ
り
︑﹁
悟
浄
歎
異
﹂
は
︑﹁
悟
浄
出
世
﹂
後
の
﹁
悟
浄
﹂
を
中
心
に
据

え
た
作
品
で
あ
る
︒﹃
西
遊
記
﹄
研
究
者
・
中
野
美
代
子
が
﹁
沙
悟
浄
の
手
記

の
体
裁
を
と
る
後
者
は
︑
沙
悟
浄
の
目
か
ら
見
た
孫
悟
空
・
玄
奘
・
猪
八
戒
の

文
学
的
な
本
質
を
え
ぐ
り
だ
し
︑
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い①
﹂
と
評
し
た
よ
う

に
︑﹁
沙
悟
浄
﹂
を
通
し
た
三
者
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
︒

　

一
方
︑﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
は
︑
二
〇
一
五
年
七
月
に
公
開
さ
れ
た
細
田
守

監
督
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
で
あ
る
︒︿
師
弟
﹀︿
疑
似
家
族
﹀
を
モ
チ
ー
フ

と
し
た
作
品②
で
︑
そ
の
年
の
日
本
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
最
優
秀
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作

品
賞
を
受
賞
し
て
い
る
︒
冒
頭
に
掲
げ
た
文
は
︑
映
画
に
先
行
し
て
出
版
さ
れ

た
小
説
の
冒
頭
部
分
︑
バ
ケ
モ
ノ
と
人
間
の
相
違
点
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
箇

所
で
あ
る
︒﹁
生
き
て
る
智
慧
が
︑
文
字
な
ど
と
い
う
死
物
で
書
留
め
ら
れ
る

わ
け
が
な
い
︒
絵
に
な
ら
︑
ま
だ
し
も
画
け
よ
う
が
﹂
と
︑
中
島
敦
の
﹁
悟
浄

出
世
﹂
が
明
確
に
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
後
年
︑
細
田
守
監
督
自
身
︑
池
澤
夏
樹

と
の
対
談
で
﹁
や
っ
ぱ
り
﹃
悟
浄
出
世
﹄
が
面
白
い
の
は
︑
迷
い
方
が
コ
ミ
カ

ル
で
す
ら
あ
る
と
言
う
か
︒
出
会
う
先
生
た
ち
が
素
っ
頓
狂
な
面
白
い
人
た
ち

で
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
魅
力
的
な
ん
で
す
よ
ね
︒
そ
の
中
で
沙
悟
浄
が
自
分
の
中
で

答
え
を
出
す
気
が
な
い
く
ら
い
迷
っ
て
い
る③
﹂
と
﹁
悟
浄
出
世
﹂
へ
の
コ
メ
ン

ト
を
残
し
て
い
る
︒

　

引
用
箇
所
を
見
る
と
︑﹁
悟
浄
出
世
﹂
で
は
﹁
文
字
﹂
は
﹁
生
命
力
衰
退
﹂

に
繋
が
る
と
さ
れ
︑﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
で
は
︑﹁
人
間
﹂
が
﹁
文
字
﹂
を
﹁
な

ん
で
も
か
ん
で
も
﹂
使
う
こ
と
が
︑
ま
る
で
﹁
文
字
﹂
に
﹁
支
配
さ
れ
た
が
っ

て
い
る
﹂
よ
う
だ
と
さ
れ
る
︒
と
も
に
︑﹁
生
き
て
お
る
智
慧
﹂
に
重
き
を
置

く
の
が
﹁
妖
怪
﹂﹁
バ
ケ
モ
ノ
﹂
世
界
で
あ
り
︑﹁
文
字
﹂
に
支
配
さ
れ
る
︑

﹁
妖
怪
﹂
の
対
蹠
的
な
存
在
と
し
て
﹁
人
間
世
界
﹂
が
描
か
れ
て
お
り
︑
細
田

が
﹁
悟
浄
出
世
﹂
か
ら
﹁
文
字
﹂
に
関
連
す
る
設
定
を
採
択
し
た
こ
と
が
わ
か

る
︒
ま
た
︑﹁
悟
浄
出
世
﹂
の
﹁
妖
怪
﹂
に
付
さ
れ
た
ル
ビ
が
﹁
ば
け
も
の
﹂

で
あ
る
こ
と
も
︑﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
の
タ
イ
ト
ル
に
影
響
を
与
え
た
と
い
え

よ
う
︒

　

そ
し
て
︑﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
の
﹁
バ
ケ
モ
ノ
世
界
﹂
で
﹁
文
字
﹂
が
無
用

だ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
︑﹁
文
字
﹂
が
﹁
影
﹂
を
生
み
出
す
か
ら
だ
と
さ
れ
る
︒

中
島
敦
作
品
に
も
﹁
文
字
は
︑
そ
の
影
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
か
︒﹂
と

あ
る
よ
う
に
︑﹁
文
字
﹂
と
﹁
影
﹂
の
接
続
が
見
受
け
ら
れ
る
︒

　

従
っ
て
︑
本
稿
で
は
︑﹁
文
字
﹂
と
﹁
影
﹂
と
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
着
目
し
︑

両
作
品
に
考
察
を
加
え
た
い
︒

　

な
お
︑﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
は
映
画
本
編
を
中
心
に
︑
絵
コ
ン
テ
（﹃
ア
ニ
メ

ス
タ
イ
ル
編
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子  

絵
コ
ン
テ
×
細
田
守
﹄
二
〇
一
五
年
七
月
二

文
字
と
影
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四
日
︑
メ
デ
ィ
ア
パ
ル
）︑
小
説
（
細
田
守
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
二
〇
一
五
年

六
月
二
五
日
︑
株
式
会
社
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
）
を
補
足
的
に
用
い
る
こ
と
に

す
る
︒

二　
︽
わ
が
西
遊
記
︾
か
ら
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
へ

　

ま
ず
︑
直
接
の
典
拠
と
し
て
示
さ
れ
た
中
島
敦
の
﹁
悟
浄
出
世
﹂
が
︑﹃
バ

ケ
モ
ノ
の
子
﹄
に
ど
う
引
用
さ
れ
た
の
か
ま
と
め
た
い
︒

　

前
述
し
た
よ
う
に
︑︽
わ
が
西
遊
記
︾︑
な
か
で
も
﹁
悟
浄
歎
異
﹂
に
は
︑

﹁
悟
浄
﹂
か
ら
見
た
﹁
孫
悟
空
﹂﹁
三
蔵
法
師
﹂﹁
猪
八
戒
﹂
が
描
か
れ
て
い
る
︒

　
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
に
も
ず
ら
し
な
が
ら
︑
四
人
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒

　
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
は
﹁
蓮
﹂
と
い
う
九
歳
の
少
年
が
︑﹁
バ
ケ
モ
ノ
世
界
﹂

で
﹁
熊
徹
﹂
に
弟
子
入
り
し
︑﹁
九
太
﹂
と
名
前
を
変
え
︑﹁
バ
ケ
モ
ノ
﹂
の

﹁
百
秋
坊
﹂﹁
多
々
良
﹂
と
と
も
に
﹁
バ
ケ
モ
ノ
世
界
﹂
で
暮
ら
す
︒
十
七
歳
に

な
っ
た
頃
︑
偶
然
﹁
人
間
世
界
﹂
に
戻
り
︑﹁
楓
﹂
と
い
う
少
女
と
出
会
い
︑

﹁
文
字
﹂
を
学
び
︑﹁
バ
ケ
モ
ノ
世
界
﹂﹁
人
間
世
界
﹂
を
往
還
し
な
が
ら
︑
自

分
の
世
界
を
﹁
人
間
世
界
﹂
に
決
め
る
物
語
で
あ
る
︒

　

師
匠
と
な
る
﹁
熊
徹
﹂
は
﹁
ク
マ
の
ご
と
き
毛
む
く
じ
ゃ
ら
の
容
貌
に
︑
サ

ル
並
み
に
駆
け
回
る
底
な
し
の
体
力
﹂
で
あ
り
︑﹁
真
っ
赤
な
上
着
を
羽
織
り
︑

身
の
丈
ほ
ど
も
あ
る
朱
色
の
大
太
刀
を
背
負
﹂
っ
て
い
る
︒﹁
多
々
良
﹂
は

﹁
サ
ル
顔
の
バ
ケ
モ
ノ
﹂
で
︑﹁
百
秋
坊
﹂
は
﹁
痩
せ
こ
け
た
ブ
タ
の
バ
ケ
モ

ノ
﹂
で
﹁
坊
主
頭
に
無
精
髭
︑
僧
侶
が
着
る
よ
う
な
黒
い
服
﹂
で
あ
る
︒﹁
熊

徹
﹂
に
は
﹁
孫
悟
空
﹂
が
︑﹁
多
々
良
﹂
に
も
﹁
孫
悟
空
﹂︑﹁
百
秋
坊
﹂
に
は

﹁
猪
八
戒
﹂﹁
三
蔵
法
師
﹂
が
投
射
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

　

ま
た
︑
容
貌
の
み
で
は
な
く
︑
人
物
描
写
に
も
類
似
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
︒

　
﹁
悟
浄
歎
異
﹂
冒
頭
部
に
は
︑﹁
八
戒
﹂
の
変
身
の
練
習
に
付
き
合
う
﹁
悟

空
﹂
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
︒﹁
龍
に
な
り
度
い
﹂﹁
八
戒
﹂
が
﹁
大
蜥
蜴
の
や

う
﹂
な
﹁
奇
怪
な
も
の
﹂
に
変
化
し
た
あ
と
︑﹁
悟
空
﹂
が
﹁
お
前
と
い
ふ
も

の
が
消
え
て
了
へ
ば
い
い
﹂﹁
出
来
な
い
と
い
ふ
事
が
︑
つ
ま
り
お
前
の
気
持

の
統
一
が
ま
だ
成
つ
て
ゐ
な
い
﹂
か
ら
だ
と
怒
鳴
る
場
面
で
あ
る
︒﹁
悟
浄
﹂

に
よ
る
と
︑﹁
悟
空
﹂
は
﹁
人
の
気
持
に
思
ひ
遣
り
が
な
く
︑
只
も
う
頭
か
ら

ガ
ミ
〳
〵
怒
鳴
り
付
け
る
︒
自
己
の
能
力
を
標
準
に
し
て
他
人
に
も
そ
れ
を
要

求
し
︑
そ
れ
が
出
来
な
い
か
ら
と
て
怒
り
つ
け
る
の
だ
か
ら
堪
ら
な
い
︒（
略
）

弱
者
の
狐
疑
・
躊
躇
・
不
安
な
ど
に
一
向
同
情
が
無
い
の
で
︑
つ
い
余
り
の
じ

れ
つ
た
さ
に
疳
癪
を
起
す
の
だ
﹂
と
さ
れ
る
︒

　
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
で
も
﹁
熊
徹
﹂
は
﹁
厄
介
な
奴
﹂
で
︑﹁
強
え
の
は
誰
も

が
認
め
る
と
こ
ろ
な
ん
だ
が
︑
そ
の
か
わ
り
︑
粗
暴
︑
傲
岸
不
遜
︑
手
前
勝

手
﹂
だ
と
評
さ
れ
る
︒﹁
九
太
﹂
に
剣
術
を
教
え
る
場
面
で
も
︑﹁
剣
を
グ
ー
ッ

と
持
つ
﹂﹁
ピ
ュ
ッ
と
い
っ
て
﹂﹁
バ
ー
ン
﹂﹁
グ
イ
ー
ッ
と
﹂﹁
グ
ゥ
エ
ー
ッ

と
﹂﹁
ギ
ョ
エ
エ
ー
﹂
と
﹁
擬
音
を
並
べ
た
だ
け
の
説
明
﹂
が
ひ
た
す
ら
行
わ

文
字
と
影
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れ
︑﹁
全
然
違
う
！  

っ
た
く
勘
の
悪
い
奴
だ
な
！
﹂﹁
胸
ん
中
の
剣
が
重
要
な

ん
だ
よ
﹂﹁
わ
か
っ
た
ら
や
れ
﹂
と
一
方
的
に
わ
め
き
ち
ら
す
姿
が
見
受
け
ら

れ
る
︒
ま
た
︑
最
終
的
に
﹁
熊
徹
﹂
が
﹁
無
我
の
境
地
﹂
に
達
し
た
姿
も
描
か

れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
の
﹁
熊
徹
﹂
に
は
﹁
悟
浄
歎
異
﹂

の
﹁
悟
空
﹂
の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
確
だ
ろ
う
︒

　

ま
た
前
掲
し
た
︑
細
田
守
が
﹁
悟
浄
出
世
﹂
を
評
価
し
た
言
葉
と
し
て
﹁
出

会
う
先
生
た
ち
が
素
っ
頓
狂
な
面
白
い
人
た
ち
﹂
と
述
べ
た
の
は
︑﹁
自
分
に

納
得
の
い
く
ま
で
︑
教
え
を
乞
お
う
﹂
と
し
た
﹁
悟
浄
﹂
が
さ
ま
ざ
ま
な
賢
人

た
ち
の
元
を
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
︒﹁
熊
徹
﹂
と
﹁
九
太
﹂
は
師
弟
と
し
て
連

れ
だ
っ
て
旅
立
つ
の
だ
が
︑
そ
こ
に
﹁
ブ
タ
の
バ
ケ
モ
ノ
﹂﹁
百
秋
坊
﹂
と
︑

﹁
サ
ル
顔
の
バ
ケ
モ
ノ
﹂﹁
多
々
良
﹂
も
同
行
し
て
い
く
︒
そ
の
際
︑
四
人
で
共

に
食
事
を
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
︒
こ
れ
は
﹁
悟
浄
歎
異
﹂
で
﹁
三
蔵
一
行
﹂

が
﹁
日
が
暮
れ
て
宿
が
無
く
︑
路
傍
の
廃
寺
に
泊
る
﹂︑﹁
今
夜
は
宿
が
見
付
か

ら
ず
︑
山
陰
の
渓
谷
の
大
樹
の
下
に
草
を
藉
い
て
︑
四
人
が
ご
ろ
寝
を
し
て
ゐ

る
﹂﹁
天
竺
﹂
へ
の
旅
を
想
起
さ
せ
る
だ
ろ
う
︒

　

明
確
な
引
用
と
し
て
は
︑
旅
の
途
中
に
出
会
う
﹁
悟
浄
出
世
﹂
の
﹁
黒
卵
道

人
﹂
は
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
の
﹁
マ
ン
ト
ヒ
ヒ
み
て
え
な
賢
者
﹂
に
︑﹁
沙
虹

隠
士
﹂
は
﹁
街
の
宗
師
で
あ
る
老
い
た
長
毛
猫
の
よ
う
な
賢
者
﹂
に
︑﹁
坐
忘

先
生
﹂
は
﹁
象
の
よ
う
な
穏
や
か
な
顔
の
賢
者
﹂
に
︑﹁
貪
食
と
強
力
と
を

も
っ
て
聞
こ
え
る
髯
鮎
子
﹂
は
﹁
貪
婪
そ
う
な
﹂﹁
ア
シ
カ
の
顔
の
賢
者
﹂
に

援
用
さ
れ
て
い
る
（︻
表
１

︼
参
照
）︒
特
に
﹁
ア
シ
カ
の
顔
の
賢
者
﹂
に
関
し

て
は
語
句
な
ど
が
直
接
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
次
に
ま
と
め
よ
う
︒

　
﹁
悟
浄
出
世
﹂
に
出
て
く
る
﹁
貪
食
と
強
力
と
を
以
て
聞
こ
え
る
虯
髯
鮎
子
﹂

は
︑﹁
達
人
は
大
観
せ
ぬ
も
の
ぢ
や
﹂
と
言
う
︒﹁
例
へ
ば
こ
の
魚
ぢ
や
﹂
と
︑

鮎
子
は
眼
前
を
泳
ぎ
過
ぎ
る
一
尾
の
鯉
を
掴
み
取
つ
た
か
と
思
ふ
と
︑
そ
れ
を

ム
シ
ャ
〳
〵
か
ぢ
り
な
が
ら
︑
説
く
﹂︒﹁
急
に
︑
其
の
眼
が
光
り
︑
咽
喉
が
ゴ

ク
リ
と
鳴
つ
た
︒
ふ
と
首
を
上
げ
た
悟
浄
は
︑
咄
嗟
に
︑
危
険
な
も
の
を
感
じ

て
身
を
引
い
た
︒
妖
怪
の
刃
の
や
う
な
鋭
い
爪
が
︑
恐
ろ
し
い
速
さ
で
悟
浄
の

咽
喉
を
か
す
め
た
﹂︒﹁
苛
刻
な
現
実
精
神
を
か
の
獰
猛
な
妖
怪
か
ら
︑
身
を
以

て
学
ん
だ
訳
だ
︑
と
︑
悟
浄
は
顫
へ
な
が
ら
考
へ
た
﹂︒

　

一
方
で
︑﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
の
﹁
ア
シ
カ
の
顔
の
賢
者
﹂
は
︑﹁
強
さ
？  

わ
し
は
達
観
な
ど
せ
ぬ
﹂
と
答
え
︑﹁
貪
婪
そ
う
な
賢
者
は
そ
う
言
っ
て
釣
竿

を
魔
法
の
よ
う
に
操
る
と
︑
釣
っ
た
ニ
シ
キ
ブ
リ
を
大
き
な
口
を
開
け
て
迎
え

入
れ
た
﹂︑﹁
ギ
ザ
ギ
ザ
の
歯
で
ニ
シ
キ
ブ
リ
を
頭
か
ら
バ
リ
バ
リ
と
贈
み
酔
き

む
し
ゃ
む
し
ゃ
味
わ
い
な
が
ら
︑
に
こ
や
か
に
説
く
﹂︒﹁
賢
者
は
急
に
目
を
光

ら
せ
る
と
︑
ご
く
り
と
暇
を
鳴
ら
し
た
︒
私
と
九
太
は
咄
嗟
に
危
険
な
も
の
を

感
じ
て
身
を
引
い
た
︒
が
︑
多
々
良
は
ほ
ん
の
少
し
気
づ
く
の
が
遅
れ
た
︒
す

か
さ
ず
賢
者
が
恐
ろ
し
い
速
さ
で
竿
を
振
る
っ
た
﹂︒
そ
し
て
︑﹁
過
酷
な
現
実

世
界
を
身
を
以
て
学
ぶ
べ
し
と
で
も
言
わ
ん
ば
か
り
に
﹂
と
話
を
終
え
る
︒

　
﹁
大
観
﹂﹁
ム
シ
ャ
〳
〵
﹂﹁
急
に
︑
其
の
眼
が
光
り
︑
咽
喉
が
ゴ
ク
リ
と
鳴
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︻
表
１

︼
対
照
表
（
傍
線
引
用
者
）

【
表
１
】
対
照
表

中
島
敦
「
悟
浄
出
世
」

細
田
守
『
バ
ケ
モ
ノ
の
子
』

最
初
に
悟
浄
が
訪
ね
た
の
は
、
黒
卵
道
人
と
て
、
そ
の
こ
ろ
最
も
高
名
な
幻
術
の
大
家
で
あ
つ
た
。

『⋯
⋯
⋯

最
初
に
お
れ
た
ち
が
訪
ね
た
の
は
、
盛
り
上
が
っ
た
台
地
の
上
に
び
っ
し
り
と
建
物
が
並
ぶ

余
り
深
く
な
い
水
底
に
累
々
と
岩
石
を
積
重
ね
て
洞
窟
を
作
り
、
入
口
に
は
斜
月
三
星
洞
の
額
が
掛
か

奇
妙
な
街
で
な
。
荒
野
に
あ
り
な
が
ら
草
花
の
特
別
な
栽
培
で
有
名
で
、
大
き
な
花
市
場
も
あ
っ
た
。

つ
て
を
っ
た
。
庵
主
は
、
魚
面
人
身
、
よ
く
幻
術
を
行
う
て
、
存
亡
自
在
、
冬
、
雷
を
起
し
、
夏
、
氷

渋
天
街
が
布
の
街
な
ら
、
こ
こ
は
花
の
街
っ
て
と
こ
ろ
だ
。

を
造
り
、
飛
者
を
走
ら
し
め
、
走
者
を
飛
ば
し
め
る
と
い
ふ
噂
で
有
る
。
悟
浄
は
此
の
道
人
に
三
月
仕

紹
介
状
を
見
せ
る
と
、
す
ぐ
に
街
の
宗
師
を
務
め
る
庵
主
の
減
窟
へ
と
通
さ
れ
た
。
大
量
の
花
が
垂
れ

へ
た
。
幻
術
な
ど
ど
う
で
も
い
ゝ
の
だ
が
、
幻
術
を
能
く
す
る
位
な
ら
真
人
で
あ
ら
う
し
、
真
人
な
ら

下
が
る
藤
の
大
木
に
、
マ
ン
ト
ヒ
と
み
て
え
な
賢
者
が
マ
ン
ト
姿
で
要
掛
け
て
い
た
。

宇
宙
の
大
道
を
会
得
し
て
ゐ
て
、
渠
の
病
を
癒
す
べ
き
智
慧
を
も
知
つ
て
ゐ
よ
う
と
思
は
れ
た
か
ら
だ
。
「
恐
れ
多
く
も
お
尋
ね
し
ま
す
。
強
さ
と
は
何
ぞ
や
」
百
秋
坊
は
恭
し
く
訊
い
た
。

併
し
、
悟
浄
は
失
望
せ
ぬ
訳
に
行
か
な
か
つ
た
。
（
略
）
悟
浄
の
求
め
る
や
う
な
無
用
の
思
索
の
相
手

マ
ン
ト
ヒ
ヒ
の
賢
者
は
、
高
名
な
幻
術
の
大
家
だ
っ
た
。

を
し
て
く
れ
る
も
の
は
誰
一
人
と
し
て
を
ら
な
ん
だ
。
結
局
、
莫
迦
に
さ
れ
哂
ひ
も
の
に
な
っ
た
揚
句
、
「
強
さ
？

わ
し
は
腕
っ
節
は
弱
い
が
、
ほ
れ
、
幻
は
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
」

悟
浄
は
三
星
洞
を
追
出
さ
れ
た
。

と
手
の
ひ
ら
に
の
せ
た
薔
薇
の
花
を
差
し
出
し
た
。

（
略
）
「
こ
れ
す
な
わ
ち
強
さ
な
り
。
ヒ
ヒ
ヒ
ッ
」

マ
ン
ト
ヒ
ヒ
の
賢
者
は
、
嬉
し
そ
う
に
歯
を
見
せ
て
笑
っ
て
た
。

次
に
悟
浄
が
行
つ
た
の
は
、
沙
虹
隠
士
の
所
だ
つ
た
。
之
は
、
年
を
経
た
蝦
の
精
で
、
既
に
腰
が
弓

次
に
私
た
ち
が
訪
れ
た
の
は
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
ぼ
っ
か
り
空
い
た
大
穴
の
鮮
に
、
へ
ば
り
つ
く
よ
う

の
や
う
に
曲
り
、
半
ば
河
底
の
砂
に
埋
も
れ
て
生
き
て
を
つ
た
。
悟
浄
は
又
、
三
月
の
間
、
此
の
老
隠

に
家
々
が
並
る
不
思
議
な
街
だ
っ
た
。
（
略
）

士
に
侍
し
て
、
身
の
廻
り
の
世
話
を
焼
き
な
が
ら
、
そ
の
深
奥
な
哲
学
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
た
。
老

街
の
宗
師
で
あ
る
老
い
た
長
毛
猫
の
よ
う
な
賢
者
は
、
様
々
に
絵
付
け
さ
れ
た
巨
大
な
陶
器
を
、

い
た
る
蝦
の
精
は
曲
つ
た
腰
を
悟
浄
に
さ
す
ら
せ
、
深
刻
な
顔
付
で
次
の
や
う
に
言
う
た
。

念
動
力
で
螺
旋
状
に
浮
か
せ
て
い
た
。
バ
ケ
モ
ノ
の
世
界
広
し
と
い
え
ど
も
、
念
動
力
を
能
く
行
う

「
世
は
な
べ
て
空
し
い
。
こ
の
世
に
何
か
一
つ
で
も
善
き
こ
と
が
あ
る
か
。
も
し
有
り
と
せ
ば
、
そ
れ

仙
人
な
ど
は
め
っ
た
に
お
目
に
か
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
驚
い
て
見
上
げ
る
私
た
ち
に
、
長
毛
猫

は
、
此
の
世
の
終
わ
り
が
い
ず
れ
は
来
る
で
あ
ら
う
こ
と
だ
け
ぢ
や
。
（
略
）

の
賢
者
は
言
っ
た
。

悟
浄
控
へ
目
に
口
を
挾
ん
だ
。
自
分
の
聞
き
た
い
と
望
む
の
は
、
個
人
の
幸
福
と
か
、
不
動
心
の
確

「
強
さ
？
そ
ん
な
も
の
を
求
め
て
何
に
な
る
。
わ
し
は
念
動
力
を
少
々
た
し
な
む
が
、
い
か
に
強
さ
を

立
と
か
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
て
、
自
己
、
及
び
世
界
の
究
極
の
意
味
に
就
い
て
で
あ
る
、
と
。
隠
士
は

誇
っ
て
も
、
決
し
て
勝
て
ぬ
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
す
な
わ
ち
」

目
脂
の
溜
つ
た
眼
を
し
よ
ぼ
つ
か
せ
な
が
ら
答
へ
た
。

「
す
な
わ
ち
？
」
九
太
は
聞
き
返
し
た
。

「
お
ぬ
し
、
す
ま
ぬ
が
」

「
は
い
？
」

「
そ
の
、
腰
を
も
ん
で
も
ら
え
ぬ
か
の
う
。
腰
痛
に
は
念
動
力
は
効
か
ぬ
で
。
イ
テ
テ
」

日
脂
の
溜
ま
っ
た
眼
を
し
ょ
ぽ
つ
か
せ
な
が
ら
、
長
毛
筋
の
賢
者
は
辛
そ
う
に
腰
を
さ
す
っ
た
。

噂
に
よ
れ
ば
、
坐
忘
先
生
は
常
に
坐
禅
を
組
ん
だ
ま
ゝ
眠
り
続
け
、
五
十
日
に
一
度
目
を
覚
ま
さ
れ

さ
て
賢
者
の
庵
は
と
こ
か
と
、
と
り
あ
え
ず
寺
院
の
よ
う
な
塔
を
見
つ
け
向
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
賢
者

る
だ
け
だ
と
い
ふ
。
そ
し
て
、
睡
眠
中
の
夢
の
世
界
を
現
実
と
信
じ
、
た
ま
に
目
覚
め
て
い
る
時
は
、

は
い
な
い
と
弟
子
ど
も
が
言
う
。
（
略
）
お
れ
た
ち
は
同
じ
道
を
行
っ
た
り
来
た
り
で
さ
ん
ざ
ん
探
し

そ
れ
を
夢
と
思
っ
て
を
ら
れ
る
さ
う
な
。
悟
浄
が
此
の
先
生
を
は
る

〲
尋
ね
来
た
時
、
や
は
り
先
生

歩
い
た
が
と
う
と
う
わ
か
ら
ず
、
道
端
の
羅
漢
石
の
そ
ば
で
途
方
に
暮
れ
て
い
た
。
ふ
と
気
づ
く
と
苔

は
睡
つ
て
を
ら
れ
た
。
何
し
ろ
流
沙
河
で
最
も
深
い
谷
底
で
、
上
か
ら
の
光
も
殆
ど
射
し
て
来
な
い
有

む
し
た
羅
漢
石
と
羅
漢
石
の
隙
間
で
挟
ま
れ
た
み
て
え
に
座
る
、
み
す
ぼ
ら
し
い
な
り
の
僧
が
い
た
。

様
故
、
悟
浄
も
眼
の
慣
れ
る
迄
は
見
定
め
に
く
か
つ
た
が
、
や
が
て
、
薄
暗
い
底
の
台
の
上
に
結
跏
趺

そ
し
た
ら
な
ん
と
そ
の
僧
が
、
賢
者
そ
の
方
だ
っ
た
ん
だ
。

坐
し
た
ま
ま
睡
つ
て
ゐ
る
僧
形
が
ぼ
ん
や
り
目
前
に
浮
か
び
上
つ
て
来
た
。
外
か
ら
の
音
も
聞
え
ず
、

象
の
よ
う
な
穏
や
か
な
顔
の
賢
者
は
、
結
跏
趺
坐
し
た
ま
ま
石
同
士
を
擦
り
合
わ
せ
る
よ
う
な
声
で
静

魚
類
も
稀
に
し
か
来
な
い
所
で
、
悟
浄
も
仕
方
な
し
に
、
坐
忘
先
生
の
前
に
坐
つ
て
眼
を
瞑
つ
て
見
た

か
に
言
っ
た
。
「
強
さ
？
そ
れ
を
わ
し
に
問
う
の
は
筋
違
い
と
い
り
も
の
。
わ
し
は
た
だ
雨
の
日
も
風

ら
、
何
か
ヂ
ー
ン
と
耳
が
遠
く
な
り
さ
う
な
感
じ
だ
つ
た
。
（
略
）

の
日
も
、
石
の
よ
う
に
た
だ
こ
こ
に
座
っ
て
お
る
だ
け
」

「
時
の
長
さ
を
計
る
尺
度
が
、
そ
れ
を
感
じ
る
者
の
実
際
の
感
じ
以
外
に
無
い
こ
と
を
知
ら
ぬ
者
は
愚

な
ぜ
で
す
？
」
百
秋
坊
が
訊
い
た
。

か
ぢ
や
。
人
間
の
世
界
に
は
、
時
の
長
さ
を
計
る
器
械
が
出
来
た
さ
う
ぢ
や
が
、
の
ち

〱
大
き
な
誤

「
時
を
忘
れ
、
世
を
忘
れ
、
自
分
自
身
を
も
忘
れ
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
を
超
越
す
る
た
め
。
こ
れ
す
な
わ

解
の
種
を
蒔
く
こ
と
ぢ
や
ら
う
。
大
椿
の
寿
も
、
朝
菌
の
夭
も
、
長
さ
に
変
り
は
な
い
の
ぢ
や
。
時
と

ち⋯
⋯

」

は
な
、
我
々
の
頭
の
中
の
一
つ
の
装
置
ぢ
や
わ
い
」

す
な
わ
ち⋯

⋯
。
あ
？
」

さ
う
言
終
る
と
、
先
生
は
又
眼
を
閉
ぢ
た
。
五
十
日
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
再
び
開
か
れ
る
こ
と

言
い
か
け
て
、
九
太
は
気
が
つ
い
た
。

が
な
い
で
あ
ら
う
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
た
悟
浄
は
、
睡
れ
る
先
生
に
向
つ
て
恭
々
し
く
頭
を
下
げ
て
か
ら
、
今
話
し
て
い
た
は
ず
の
賢
者
が
、
い
つ
の
間
に
か
苔
む
し
た
羅
漢
石
に
変
わ
っ
て
い
た
。

立
去
つ
た
。

「
石
に
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
」

百
秋
坊
は
呟
い
た
。

お
れ
た
ち
は
誰
と
も
な
く
手
を
合
わ
せ
、
睡
れ
る
賢
者
を
拝
ん
だ
。

文
字
と
影
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つ
た
﹂﹁
咄
嗟
に
︑
危
険
な
も
の
を
感
じ
て
身
を
引
い
た
︒﹂﹁
苛
刻
な
現
実
精

神
を
か
の
獰
猛
な
妖
怪
か
ら
︑
身
を
以
て
学
ん
だ
﹂
な
ど
︑﹁
悟
浄
出
世
﹂
か

ら
多
く
の
言
葉
を
取
り
入
れ
︑
作
品
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
こ

に
︑﹁
わ
っ
﹂﹁
う
わ
あ
あ
あ
あ
﹂
な
ど
大
き
な
声
の
描
写
の
挿
入
︑﹁
多
々
良
﹂

の
﹁
上
着
だ
け
口
に
入
れ
る
﹂
シ
ー
ン
な
ど
細
田
は
﹁
悟
浄
出
世
﹂
の
﹁
コ
ミ

カ
ル
さ
﹂
を
重
視
︑
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
形
で
作
品
に
投
入
す
る
︒

　

中
島
の
﹁
悟
浄
出
世
﹂
で
は
︑
悟
浄
が
最
終
的
に
﹁
独
り
言
の
癖
﹂
も
や
め

ず
︑﹁
う
ま
く
納
得
﹂
も
し
な
い
ま
ま
旅
を
終
え
る
︒﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
に
お

い
て
も
旅
は
ひ
と
つ
の
要
素
で
し
か
な
く
︑﹁
意
味
は
自
分
で
見
つ
け
る
﹂
と

の
結
論
を
見
つ
け
る
の
み
で
あ
る
︒

　

本
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
人
物
描
写
︑
設
定
︑
コ
ミ
カ
ル
さ
︑
哲
学
的
問

い
（﹁
我
と
は
？
﹂
で
は
な
く
﹁
強
さ
と
は
？
﹂
が
中
心
で
は
あ
る
が
）︑
思
想

家
た
ち
の
元
を
遍
歴
し
︑
し
か
し
︑
最
後
は
他
者
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
旅

を
終
え
る
点
な
ど
︑﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
は
﹁
悟
浄
出
世
﹂﹁
悟
浄
歎
異
﹂
を
参

考
に
制
作
さ
れ
た
と
指
摘
で
き
よ
う
︒

三　
﹁
分
析
病
﹂
の
要
素

　

次
に
︑
な
ぜ
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
が
︽
わ
が
西
遊
記
︾
の
該
当
箇
所
を
引
用

し
た
の
か
考
察
し
た
い
︒

　

そ
こ
で
︑﹁
悟
浄
出
世
﹂
の
︑﹁
文
字
を
解
し
た
﹂
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
事

象
に
目
を
向
け
る
︒﹁
悟
浄
﹂
は
﹁
文
字
﹂
を
知
り
︑﹁
何
故
？  

何
故
？  

と

問
う
﹂﹁
分
析
病
﹂
に
罹
る
︒

　

今
迄
当
然
と
し
て
受
取
つ
て
来
た
凡
て
が
︑
不
可
解
な
疑
は
し
い
も
の

に
見
え
て
来
た
︒
今
迄
纏
ま
つ
た
一
つ
の
事
と
思
は
れ
た
も
の
が
︑
バ
ラ

〳
〵
に
分
解
さ
れ
た
姿
で
受
取
ら
れ
︑
そ
の
一
つ
の
部
分
々
々
に
就
い
て

考
へ
て
ゐ
る
中
に
︑
全
体
の
意
味
が
解
ら
な
く
な
つ
て
来
る
と
い
つ
た
風

だ
つ
た
︒

　
﹁
悟
浄
﹂
は
︑﹁
人
間
を
咋
ふ
や
う
に
な
つ
て
か
ら
﹂
妖
怪
の
世
界
に
出
現
し

た
﹁
因
果
な
病
に
か
ゝ
つ
た
﹂︑﹁
文
字
﹂
を
解
す
る
﹁
妖
怪
﹂
で
あ
る
︒
彼
は

﹁
文
字
﹂
を
知
る
こ
と
で
︑﹁
あ
ら
ゆ
る
も
の
﹂
が
﹁
解
体
﹂
さ
れ
て
し
ま
う

﹁
分
析
病
﹂
に
か
か
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
﹁
分
析
病
﹂
を
描
い
た
も
の
と
し
て
︑
同
時
期
に
表
さ
れ
た
﹁
文
字

禍
﹂
が
あ
る
︒
中
島
作
品
に
お
け
る
﹁
文
字
﹂
概
念
把
握
の
た
め
の
補
助
線
と

し
て
﹁
文
字
禍
﹂
を
確
認
す
る
︒﹁
一
つ
の
文
字
を
長
く
見
詰
め
て
ゐ
る
中
に
︑

何
時
し
か
其
の
文
字
が
解
体
し
て
︑
意
味
の
無
い
一
つ
一
つ
の
線
の
交
錯
と
し

か
見
え
な
く
な
つ
て
来
る
︒
単
な
る
線
の
集
り
が
︑
何
故
︑
さ
う
い
ふ
音
と
さ

う
い
ふ
意
味
と
を
有
つ
こ
と
が
出
来
る
の
か
︑
ど
う
し
て
も
解
ら
な
く
な
つ
て

来
る
﹂﹁
そ
れ
以
来
︑
そ
れ
と
同
じ
様
な
現
象
が
︑
文
字
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
就
い
て
も
起
る
や
う
に
な
つ
た
﹂﹁
人
間
の
日
常
の
営
み
︑
凡
て
の
習
慣

が
︑
同
じ
奇
体
な
分
析
病
の
た
め
に
︑
全
然
今
迄
の
意
味
を
失
つ
て
了
つ
た
﹂

文
字
と
影
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と
あ
る
︒
中
島
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
﹃
一
般
言
語
学
講
義
﹄
を
読
ん
だ
と
す
る
論④

も
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
引
用
し
た
﹁
文
字
禍
﹂
の
描
写
か
ら
︑﹁
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
に
結
び
つ
け
る
き
ず
な
は
恣
意
的
﹂
だ
と
の
認
識
を
示
す

様
が
読
み
取
れ
よ
う
︒
た
だ
し
︑
中
島
の
場
合
は
︑
記
号
内
容
と
記
号
表
現
の

解
体
へ
意
識
を
向
け
つ
つ
も
﹁
文
字
﹂
だ
け
に
留
ま
ら
ず
︑﹁
あ
ら
ゆ
る
も
の
﹂

を
﹁
分
解
﹂
し
尽
く
す
﹁
分
析
病
﹂
に
繋
が
っ
て
い
く
特
徴
が
あ
る
︒

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
︑﹁
悟
浄
出
世
﹂
に
お
け
る
﹁
分
析
病
﹂
は
﹁
我
﹂
を
疑
う

こ
と
で
あ
る
︒﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
で
も
﹁
九
太
﹂
が
﹁
自
分
﹂
の
存
在
を

疑
っ
て
い
く
姿
が
描
か
れ
る
︒
細
田
は
﹁
若
者
た
ち
に
は
︑﹁
自
分
は
何
者
で

あ
る
か
﹂
と
い
う
彼
ら
の
時
期
の
切
実
な
問
題
に
︑
寄
り
添
い
励
ま
し
て
あ
げ

ら
れ
る
よ
う
に
﹂
制
作
し
た
と
述
べ
て
い
る⑤
︒﹁
自
分
は
何
者
で
あ
る
か
﹂
と

問
い
を
重
ね
る
手
法
は
︑
中
島
文
学
に
通
底
す
る
テ
ー
マ
で
も
あ
る
︒
細
田
が

︽
わ
が
西
遊
記
︾
を
引
用
し
た
第
一
の
理
由
は
︑﹁
文
字
﹂
を
知
る
こ
と
で

﹁
我
﹂
を
疑
い
︑﹁
あ
ら
ゆ
る
も
の
﹂
を
﹁
分
解
﹂
す
る
﹁
分
析
病
﹂
の
存
在
が

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
︒

　

そ
し
て
︑﹁
あ
ら
ゆ
る
も
の
﹂
を
﹁
分
解
﹂
し
尽
く
す
﹁
分
析
病
﹂
は
︑

﹁
我
﹂
だ
け
で
は
な
く
︑﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
で
は
﹁
家
族
﹂
を
瓦
解
す
る
こ
と

に
繋
が
っ
て
い
く
︒﹁
旧
来
の
伝
統
的
な
家
族
観
は
も
は
や
参
考
に
な
ら
ず
︑

私
た
ち
は
︑
家
族
の
新
し
い
あ
り
方
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
瀬
戸
際
に

立
た
さ
れ
て
い
ま
す⑥
﹂
と
細
田
は
言
う
︒

　
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
に
は
﹁
旧
来
の
伝
統
的
な
家
族
観
﹂
が
﹁
分
解
﹂
さ
れ
︑

﹁
新
し
い
あ
り
方
を
模
索
﹂
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
︒﹁
蓮
=
九
太
﹂
は
︑
父
の

居
場
所
が
わ
か
ら
な
い
状
態
で
母
を
失
い
︑
祖
父
母
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
を

拒
否
︑
自
ら
望
ん
で
﹁
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹂
に
な
る
︒
血
縁
関
係
で
は
な
い
︑

﹁
家
族
﹂
の
﹁
新
し
い
あ
り
方
﹂
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

　

そ
し
て
︑﹁
分
析
病
﹂
の
﹁
病
﹂
た
る
所
以
は
︑
疑
う
こ
と
で
す
べ
て
の

﹁
意
味
を
失
つ
て
了
﹂
わ
せ
る
点
で
あ
る
︒﹁
九
太
﹂
は
﹁
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹂
と

い
う
新
し
い
﹁
家
族
﹂
の
あ
り
方
を
見
つ
け
︑﹁
分
析
病
﹂
か
ら
逃
れ
た
人
物

だ
が
︑
一
方
で
﹁
分
析
病
﹂
そ
の
も
の
を
体
現
し
た
人
物
が
い
る
︒﹁
九
太
﹂

と
同
じ
よ
う
に
︑﹁
人
間
世
界
﹂
か
ら
﹁
バ
ケ
モ
ノ
世
界
﹂
に
連
れ
て
こ
ら
れ

た
﹁
一
郎
彦
﹂
と
い
う
少
年
で
あ
る
︒
彼
は
︑
自
分
が
﹁
人
間
﹂
で
あ
る
こ
と

を
知
ら
ず
大
人
に
な
り
︑
家
族
の
中
で
自
分
一
人
牙
を
持
た
な
い
こ
と
か
ら
︑

﹁
家
族
﹂
を
疑
い
︑
自
己
の
存
在
理
由
を
不
安
定
に
さ
せ
︑
そ
の
結
果
︑﹁
胸
の

奥
に
闇
﹂
を
抱
え
﹁
影
﹂
と
化
す
︒

　
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
で
は
︑﹁
人
間
は
ひ
弱
が
故
に
胸
の
奥
に
闇
を
宿
ら
せ

る
﹂
の
だ
が
︑﹁
人
間
﹂
に
宿
る
﹁
闇
﹂
が
﹁
影
﹂
で
あ
る
︒﹁
胸
の
奥
に
闇
﹂

を
抱
え
た
﹁
一
郎
彦
﹂
は
偶
然
拾
っ
た
﹃
白
鯨
﹄
の
書
籍
を
見
て
﹁
鯨
﹂
の

﹁
影
﹂
に
姿
を
変
化
さ
せ
る
︒
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑﹁
一
郎
彦
﹂
が

﹁
白
﹂
で
は
な
い
﹁
黒
い
鯨
﹂
に
変
身
を
遂
げ
て
い
る
点
で
あ
る
︒﹁
白
鯨
﹂
か

ら
﹁
黒
い
鯨
﹂
に
変
身
す
る
描
写
か
ら
は
︑
記
号
内
容
と
記
号
表
現
と
の
ズ
レ

文
字
と
影
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は
明
白
に
読
み
取
れ
る
︒
な
お
︑
こ
の
﹁
変
身
﹂
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
も
﹁
悟

浄
歎
異
﹂
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
黒
い

鯨
﹂
と
い
う
﹁
影
﹂
の
表
現
に
も
﹁
分
析
病
﹂
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

映
画
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
の
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
に
は
﹁
悟
浄
出
世
﹂
と
と
も
に

メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
﹃
白
鯨
﹄
も
参
考
文
献
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る⑦
︒﹃
白
鯨
﹄
は

﹁the w
hale

﹂
と
の
原
題
を
持
つ
が
︑﹁the w

hale

と
い
う
言
葉
は
︑
あ
る

特
定
の
〝
そ
の
鯨
〞
と
い
う
意
味
に
も
取
れ
る
し
︑
鯨
一
般
︑〝
鯨
と
い
う
動

物
〞
と
い
う
意
味
に
も
取
れ
る⑧
﹂
と
い
う
︒
つ
ま
り
︑﹃
白
鯨
﹄
は
﹁
モ
ー

ビ
ィ
・
デ
ィ
ッ
ク
﹂
と
い
う
名
の
一
匹
の
﹁
鯨
﹂
と
︑
そ
し
て
一
般
的
な

﹁
鯨
﹂
表
象
を
指
す
言
葉
で
も
あ
る
︒
い
か
な
る
書
籍
も
﹁
文
字
﹂
の
複
合
体

で
あ
り
﹁
知
﹂
の
集
積
で
あ
る
が
︑
な
か
で
も
﹃
白
鯨
﹄
と
い
う
作
品
は
︑

﹁
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ァ
辞
典
﹂
や
﹁
リ
チ
ャ
ー
ド
ス
ン
辞
典
﹂
に
記
さ
れ
た
﹁
鯨
﹂

言
意
︑﹁
ヘ
ブ
ラ
イ
語
﹂﹁
ギ
リ
シ
ア
語
﹂
な
ど
言
語
に
お
け
る
多
様
な
﹁
鯨
﹂

表
記
︑﹁
文
献
抄
﹂
と
し
て
﹁
創
世
記
﹂﹁
ヨ
ブ
記
﹂
な
ど
の
﹁
鯨
﹂
用
例
が
文

頭
に
掲
げ
ら
れ
た
﹁
実
地
の
経
験
と
文
献
の
知
識
と
を
総
動
員
し
た
お
喋
り⑨
﹂

の
よ
う
な
書
籍
で
あ
る
︒﹃
白
鯨
﹄
は
﹁
モ
ー
ビ
ィ
・
デ
ィ
ッ
ク
﹂
と
い
う

﹁
鯨
﹂
と
の
戦
い
を
描
い
た
作
品
で
あ
り
な
が
ら
︑﹁
鯨
﹂
と
い
う
文
字
が
︑
い

か
な
る
言
語
︑
い
か
な
る
知
識
︑
い
か
な
る
情
報
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
か
を

圧
倒
的
な
筆
力
で
呈
示
す
る
︑
い
わ
ば
膨
大
な
﹁
鯨
﹂
の
知
の
資
料
と
の
側
面

も
あ
る
︒

　
﹁
記
号
の
痕
跡
性
に
し
か
反
応
し
て
い
な
い
︒
鯨
と
い
う
文
字
列
に
し
か
反

応
し
て
い
な
く
て
︑
そ
れ
で
黒
い
鯨
が
出⑩
﹂
る
と
の
指
摘
が
既
に
あ
る
よ
う
に
︑

﹁
一
郎
彦
﹂
は
﹁
白
鯨
﹂
の
文
字
を
見
て
︑﹁
白
﹂
の
色
や
﹃
白
鯨
﹄
作
品
内
容

や
膨
大
な
﹁
鯨
﹂
知
識
を
捨
象
し
︑﹁
ク
ジ
ラ
﹂
イ
メ
ー
ジ
だ
け
を
抽
出
し

﹁
黒
い
鯨
﹂
に
変
身
す
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
鯨
﹂
の
知
の
集
合
体
を
意
味
す
る
﹃
白

鯨
﹄
と
い
う
書
籍
名
を
用
い
﹁
白
鯨
﹂
に
接
続
さ
れ
た
多
種
多
様
な
意
味
概
念

を
観
客
・
読
者
に
想
起
さ
せ
︑﹁
一
郎
彦
﹂
が
ひ
と
つ
の
像
を
短
絡
的
に
選
択

し
た
姿
を
強
く
認
識
さ
せ
る
演
出
で
あ
る
︒
疑
う
こ
と
で
す
べ
て
の
﹁
意
味
を

失
っ
て
了
﹂
わ
せ
る
﹁
分
析
病
﹂
状
態
で
あ
っ
た
﹁
一
郎
彦
﹂
は
︑﹃
白
鯨
﹄

に
付
随
す
る
す
べ
て
を
解
体
し
つ
く
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑﹁
一
郎
彦
﹂

は
本
体
を
離
れ
︑﹁
影
﹂
と
い
う
副
次
的
な
存
在
に
な
り
果
て
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑﹁
悟
浄
出
世
﹂
に
描
か
れ
る
﹁
分
析
病
﹂
の
有
様
は
︑﹃
バ
ケ

モ
ノ
の
子
﹄
か
ら
も
見
出
せ
る
︒
お
そ
ら
く
︑
細
田
は
﹁
悟
浄
出
世
﹂
の
﹁
分

析
病
﹂
か
ら
発
想
を
得
て
︑
作
品
を
編
み
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

四　
﹁
文
字
﹂
を
覚
え
る
こ
と

　

さ
て
︑﹁
分
析
病
﹂
の
ほ
か
に
︑
も
う
一
点
影
響
を
感
じ
ら
れ
る
描
写
が
あ

る
︒

　
﹁
悟
浄
﹂
は
︑﹁
元
来
︑
我
々
の
中
に
は
な
か
つ
た
病
気
ぢ
や
が
︑
人
間
を
咋

ふ
や
う
に
な
つ
て
か
ら
﹂﹁
分
析
病
﹂
に
陥
っ
た
と
さ
れ
る
︒﹁
悟
浄
が
日
頃
憂

文
字
と
影
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鬱
な
の
も
︑
畢
竟
︑
渠
が
文
字
を
解
す
る
た
め
に
違
ひ
な
い
﹂
の
で
あ
る
︒

　

つ
ま
り
︑﹁
悟
浄
﹂
は
﹁
元
来
﹂﹁
文
字
﹂
を
知
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
︒

﹁
文
字
を
解
﹂
し
た
た
め
従
来
の
認
識
に
変
化
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ

か
ら
﹁
無
文
字
﹂
か
ら
﹁
文
字
﹂
へ
の
過
渡
期
が
見
出
せ
る
︒
ま
た
︑
前
述
し

た
﹁
文
字
禍
﹂
に
も
﹁
最
近
に
文
字
を
覚
え
た
人
々
﹂
の
姿
が
看
取
で
き
る
︒

﹁
文
字
を
覚
え
て
か
ら
急
に
蝨
を
捕
る
の
が
下
手
に
な
つ
た
者
﹂
な
ど
以
下

長
々
と
﹁
文
字
﹂
を
覚
え
て
か
ら
人
々
が
衰
え
た
様
子
が
語
ら
れ
︑﹁
文
字
を

覚
え
る
以
前
に
比
べ
て
︑
職
人
は
腕
が
鈍
り
︑
戦
士
は
臆
病
に
な
り
︑
猟
師
は

獅
子
を
射
損
ふ
こ
と
が
多
く
な
つ
た
﹂
と
続
け
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
作
品
か
ら

は
︑﹁
文
字
﹂
が
︑
本
質
を
覆
う
膜
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
と
い
っ
た
︑﹁
文

字
﹂
を
知
る
こ
と
の
弊
害
が
認
識
出
来
る
︒

　

小
林
秀
雄
は
﹁
喋
る
こ
と
と
書
く
こ
と
と
﹂
の
な
か
で
︑﹁
文
字
の
な
か
っ

た
時
代
の
教
養
人
と
は
︑
無
論
︑
何
で
も
頭
で
覚
え
て
い
た
人
だ
︒
そ
し
て
こ

れ
を
上
手
に
喋
っ
た
人
だ
︒
そ
う
い
う
教
養
人
の
態
度
が
︑
文
字
が
で
き
書
物

が
書
か
れ
る
と
︑
急
に
変
っ
て
来
る
と
い
う
様
な
事
は
考
え
ら
れ
ぬ
︒
学
者
と

は
ず
い
分
長
い
間
︑
書
物
に
書
い
て
あ
る
知
識
く
ら
い
は
皆
空
で
覚
え
て
い
た

人
だ
っ
た
で
し
ょ
う⑪
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑
本
来
﹁
文
字
の
な
か
っ
た
時
代
﹂

か
ら
﹁
文
字
の
あ
る
時
代
﹂
へ
向
か
う
過
渡
期
の
﹁
教
養
人
﹂
が
ど
う
感
じ
た

の
か
を
知
る
す
べ
は
な
い
︒
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
そ
の
導

入
時
間
に
い
る
人
間
で
あ
る
︒
中
島
の
﹁
文
字
禍
﹂
は
時
間
軸
を
﹁
無
文
字
﹂

か
ら
﹁
文
字
﹂
へ
の
過
渡
期
に
設
定
す
る
こ
と
で
﹁
文
字
を
覚
え
﹂
た
ば
か
り

の
人
々
を
描
く
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
︒
中
島
の
場
合
は
︑
時
代
の
閉
塞
感

の
な
か
で
近
代
か
ら
の
解
放
︑﹁
文
字
の
な
か
っ
た
時
代
﹂﹁
あ
り
の
ま
ま
を
見

る
こ
と
﹂
を
希
求
し
た
の
に
対
し
︑
現
代
を
生
き
る
細
田
は
ま
た
別
の
切
り
取

り
方
で
﹁
文
字
を
覚
え
﹂
る
場
面
を
描
い
て
い
る
︒

　
﹁
人
間
世
界
﹂
に
い
た
九
歳
の
﹁
蓮
﹂
の
子
供
時
代
の
部
屋
を
描
い
た
絵
コ

ン
テ
に
︑﹁
本
棚
か
ら
手
早
く
本
や
ア
ル
バ
ム
を
引
き
抜
く
軍
手
を
し
た
引
っ

越
し
作
業
員
の
手
︒
本
に
は
﹁
白
ク
ジ
ラ
﹂（
子
供
向
け
白
鯨
の
架
空
の
本
）﹂

と
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
人
間
世
界
﹂
に
戻
っ
た
十
七
歳
の
﹁
九
太
﹂（
=﹁
蓮
﹂）

が
図
書
館
に
入
り
︑
手
に
取
っ
た
本
が
﹃
白
鯨
﹄
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
﹁
楓
﹂

と
い
う
少
女
と
出
会
い
︑﹁
鯨
﹂
の
漢
字
は
な
ん
と
読
む
か
尋
ね
る
シ
ー
ン
が

あ
る
︒
子
供
時
代
の
﹁
蓮
﹂
が
﹁
白
ク
ジ
ラ
﹂
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑

﹁
蓮
﹂
は
﹁
白
ク
ジ
ラ
﹂
の
﹁
ク
ジ
ラ
﹂
と
い
う
﹁
文
字
﹂
は
読
め
て
い
た
筈

だ
が
︑
九
歳
か
ら
﹁
無
文
字
世
界
﹂
で
あ
る
﹁
バ
ケ
モ
ノ
の
世
界
﹂
に
い
た
彼

は
﹁
ク
ジ
ラ
=
鯨
﹂
と
﹁
文
字
﹂
認
識
が
更
新
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
図
書
館
と
い

う
﹁
文
字
﹂
の
集
合
体
で
あ
る
場
所
で
﹁
ク
ジ
ラ
﹂
が
﹁
鯨
﹂
と
初
め
て
接
続

さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

　

つ
ま
り
︑﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
に
お
い
て
も
︑﹁
文
字
を
覚
え
﹂︑﹁
文
字
﹂
を

知
る
過
程
に
い
る
人
間
が
描
か
れ
て
い
る
︒
大
久
保
清
朗
は
﹁
熊
徹
に
代
わ
っ

て
九
太
を
導
い
て
い
く
の
は
楓
と
い
う
女
子
高
生
だ
が
︑
彼
女
と
の
出
会
い
が

文
字
と
影
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図
書
館
と
い
う
知
の
空
間
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
︒
九
歳
か
ら
教
育
が
中

断
し
て
い
た
九
太
は
︑
楓
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
驚
く
べ
き
ス
ピ
ー
ド
で
知
識
を

吸
収
し
て
い
く
︒
物
理
的
な
力
で
は
な
く
知
に
よ
っ
て
生
き
の
び
て
い
こ
う
と

す
る
展
開
﹂
で
あ
り
︑﹁
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー
や
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・

ス
ピ
ル
バ
ー
グ
が
し
ば
し
ば
取
り
あ
げ
る
主
題
群
に
急
速
に
接
近
し
て
い
く
か

に
見
え
る
﹂
と
指
摘⑫
︑﹁
ア
ヴ
ェ
ロ
ン
の
野
生
児
を
描
い
た
﹃
野
性
の
少
年
﹄

（
一
九
七
〇
）﹂︑﹁
ス
ピ
ル
バ
ー
グ
の
﹃
Ｅ
.
Ｔ
.﹄（
一
九
八
二
）﹂
と
い
っ
た

作
品
に
見
る
﹁
言
語
習
得
﹂
が
テ
ー
マ
だ
と
す
る
︒

　
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
に
お
け
る
﹁
言
語
習
得
﹂
の
方
法
は
︑
図
書
館
で
手
に

し
た
﹃
白
鯨
﹄
を
用
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
︒﹃
白
鯨
﹄
は
︑
三
箇
所
本
文

シ
ー
ン
が
画
面
に
抜
か
れ
る
︒

　

ま
ず
は
︑﹁
一
章
﹂﹁
影
見
ゆ
﹂
本
文
の
一
部
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
大
き
く
切
り

取
ら
れ
る
︒
ア
ニ
メ
本
編
後
半
に
お
い
て
︑﹁
影
﹂
が
﹃
白
鯨
﹄
に
接
続
さ
れ

る
こ
と
の
伏
線
で
あ
る
︒

　

そ
の
ほ
か
︑﹃
白
鯨
﹄
本
文
の
切
り
取
り
と
し
て
は
︑﹁
十
章
﹂﹁
朋
友
﹂︑

﹁
二
十
一
章
﹂﹁
乗
船
﹂
が
あ
る
︒
い
ず
れ
も
章
題
と
と
も
に
本
文
の
一
部
が
ス

ク
リ
ー
ン
全
体
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
︒﹁
朋
友
﹂﹁
乗
船
﹂
そ
れ
ぞ
れ
の

シ
ー
ン
の
直
後
に
は
﹁
楓
﹂
が
持
ち
込
ん
だ
国
語
や
世
界
史
や
生
物
な
ど
の
教

科
書
の
シ
ー
ン
が
映
し
出
さ
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
十
章  

朋
友
﹂
頁
の
後
の

コ
マ
説
明
に
は
︑﹁
九
太
の
傍
ら
︑
リ
ュ
ッ
ク
の
上
に
広
げ
ら
れ
た
﹁
白
鯨
﹂︑

中
学
校
の
教
科
書
﹂
と
あ
り
︑﹁
◯
新
し
い
国
語
２

（
東
京
書
籍
）﹂﹁
◯
新
中

学
校
歴
史  

日
本
の
歴
史
と
世
界
（
清
水
書
院
）﹂﹁
◯
中
学
生
の
地
理  

世
界

の
す
が
た
と
日
本
の
国
土
（
帝
国
書
院
）﹂﹁
未
来
へ
広
げ
る
サ
イ
エ
ン
ス
２

（
啓
林
館
）﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
る
︒﹁
九
太
﹂
は
﹃
白
鯨
﹄
か
ら
﹁
鯨
﹂
や
︑

﹁
朋
友
﹂﹁
乗
船
﹂
な
ど
の
﹁
文
字
﹂
を
学
び
︑
教
科
書
を
読
み
な
が
ら
﹁
教

養
﹂
を
広
げ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
は
︑﹁
人
間
社

会
﹂
の
学
校
教
育
と
い
っ
た
﹁
知
に
よ
っ
て
生
き
の
び
﹂
る
姿
を
描
い
て
い
る
︒

具
体
的
に
は
︑﹁
朋
友
﹂
の
﹁
文
字
﹂
を
学
び
︑﹁
朋
友
﹂
の
意
味
概
念
を
認
識

し
︑
そ
し
て
︑﹁
朋
友
﹂（
楓
と
い
う
友
人
）
体
験
を
し
︑
習
得
す
る
と
い
っ
た

順
序
で
あ
る
︒

　

前
章
で
見
た
︑﹁
闇
﹂（
=﹁
影
﹂）
を
宿
し
︑﹁
九
太
﹂
と
表
裏
一
体
の
存
在

で
あ
る
﹁
一
郎
太
﹂
が
︑﹃
白
鯨
﹄
か
ら
﹁
黒
い
鯨
﹂
表
象
だ
け
を
抜
き
出
し

た
の
に
対
し
︑﹁
九
太
﹂
は
﹃
白
ク
ジ
ラ
﹄
か
ら
本
来
﹃
白
鯨
﹄
が
持
つ
膨
大

な
﹁
鯨
﹂
の
知
の
資
料
を
得
︑
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
自
分
の
力
で
知
を
収
集
︑

体
得
し
て
い
く
様
が
見
出
せ
る
︒

　

中
島
の
﹁
文
字
禍
﹂
や
﹁
悟
浄
出
世
﹂
と
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
は
︑﹁
無
文

字
﹂
か
ら
︑﹁
文
字
﹂
へ
の
移
り
変
わ
り
地
点
を
描
い
た
点
で
は
近
し
い
︒
し

か
し
︑
中
島
の
作
品
が
﹁
無
文
字
﹂
社
会
か
ら
﹁
文
字
﹂
社
会
へ
の
変
化
︑

﹁
文
字
﹂
を
知
る
こ
と
の
弊
害
を
書
い
た
の
に
対
し
︑﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
は
︑

﹁
文
字
﹂
社
会
に
い
た
﹁
九
太
﹂
が
︑﹁
無
文
字
﹂
社
会
を
経
た
う
え
で
︑﹁
文

文
字
と
影
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字
﹂
を
学
び
﹁
あ
ら
ゆ
る
知
﹂
へ
と
主
体
的
に
接
続
し
て
い
く
姿
を
描
い
た
点

で
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
︒

五　
︽
わ
が
西
遊
記
︾
と
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
の
差
異

　

で
は
︑
そ
の
差
異
は
作
品
自
体
を
ど
う
覆
う
の
か
︑
見
て
い
き
た
い
︒
ま
ず

は
中
島
敦
の
﹁
文
字
禍
﹂
を
確
認
し
た
い
︒

　

埃
及
人
は
︑
あ
る
物
の
影
を
︑
其
の
物
の
魂
の
一
部
と
見
做
し
て
ゐ
る

や
う
だ
が
︑
文
字
は
︑
そ
の
影
の
や
う
な
も
の
で
は
な
い
の
か
︒

　

獅
子
と
い
う
ふ
字
は
︑
本
物
の
獅
子
の
影
で
は
な
い
か
︒
そ
れ
で
︑
獅

子
と
い
ふ
字
を
覚
え
た
猟
師
は
︑
本
物
の
獅
子
の
代
り
に
獅
子
の
影
を
狙

ひ
︑
女
と
い
ふ
字
を
覚
え
た
男
は
︑
本
物
の
女
の
代
り
に
女
の
影
を
抱
く

や
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
文
字
の
無
か
つ
た
昔
︑
ピ
ル
・
ナ
ピ
シ
ュ

チ
ム
の
洪
水
以
前
に
は
︑
歓
び
も
智
慧
も
み
ん
な
直
接
に
人
間
の
中
に
は

い
つ
て
来
た
︒
今
は
︑
文
字
の
薄
被
を
か
ぶ
つ
た
歓
び
の
影
と
智
慧
の
影

と
し
か
︑
我
々
は
知
ら
な
い
︒

　

川
村
湊
は
﹁
無
文
字
の
時
代
こ
そ
︑
人
間
が
人
間
と
し
て
の
﹁
歓
び
や
智

慧
﹂
を
〝
直
接
的
〞
に
自
分
の
も
の
と
し
て
い
た
時
代
な
の
だ
﹂
と
指
摘
す
る⑬

が
︑﹁
文
字
禍
﹂
に
お
け
る
﹁
文
字
﹂
は
﹁
影
﹂
で
あ
り
︑﹁
歓
び
﹂
や
﹁
智

慧
﹂
か
ら
遠
ざ
け
︑
本
質
的
に
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
す
る
存
在
で
あ

る
︒

　

た
と
え
ば
︑﹁
あ
る
書
物
狂
の
老
人
﹂
は
︑﹁
ス
メ
リ
ヤ
語
や
ア
ラ
メ
ヤ
語
ば

か
り
で
な
く
︑
紙
草
や
羊
皮
紙
に
誌
さ
れ
た
埃
及
文
字
ま
で
す
ら
す
ら
と
読

む
﹂﹁
傴
僂
と
い
ふ
字
な
ら
︑
彼
は
︑
五
つ
の
異
つ
た
国
の
字
で
書
く
こ
と
が

出
来
る
﹂
の
だ
が
︑﹁
し
か
し
︑
今
日
の
天
気
は
晴
か
曇
り
か
気
が
付
か
な
い
﹂

﹁
し
か
し
︑
彼
は
︑
恐
ら
く
自
分
が
傴
僂
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
あ
ら
う
﹂

と
さ
れ
る
︒﹁
書
物
狂
の
老
人
﹂
や
﹁
文
字
を
覚
え
た
人
々
﹂
は
︑﹁
文
字
﹂
に

よ
っ
て
︑
本
質
や
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
で

あ
る
︒

　

こ
れ
は
︑﹁
悟
浄
出
世
﹂
に
お
い
て
﹁
生
き
て
を
る
智
慧
が
︑
そ
ん
な
文
字

な
ど
と
い
ふ
死
物
で
書
留
め
ら
れ
る
訳
が
な
い
﹂﹁
文
字
を
解
す
る
こ
と
は
︑

却
つ
て
生
命
力
衰
退
の
徴
候
﹂
だ
と
い
う
︑﹁
文
字
﹂
が
﹁
生
き
て
を
る
智
慧
﹂

よ
り
劣
り
︑﹁
生
命
力
﹂
を
疎
外
す
る
と
の
表
現
と
一
致
す
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
文

字
﹂
が
﹁
生
き
て
を
る
智
慧
﹂
よ
り
も
力
が
乏
し
い
と
の
描
出
は
﹁
悟
浄
歎

異
﹂
か
ら
も
確
認
で
き
る
︒

　

俺
は
︑
悟
空
の
文
盲
な
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
︒
曾
て
天
上
で
弼
馬
温
な

る
馬
方
の
役
に
任
ぜ
ら
れ
な
が
ら
︑
弼
馬
温
の
字
も
知
ら
な
け
れ
ば
︑
役

目
の
内
容
も
知
ら
な
い
で
ゐ
た
ほ
ど
︑
無
学
な
こ
と
を
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
︒

し
か
し
︑
俺
は
︑
悟
空
の
（
力
と
調
和
さ
れ
た
）
智
慧
と
判
断
の
高
さ
と

を
何
も
の
に
も
優
し
て
高
く
買
ふ
︒
悟
空
は
教
養
が
高
い
と
さ
へ
思
ふ
こ

と
も
あ
る
︒
少
く
と
も
︑
動
物
・
植
物
・
天
文
に
関
す
る
限
り
︑
彼
の
智

文
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識
は
相
当
な
も
の
だ
︒
彼
は
︑
大
抵
の
動
物
な
ら
一
見
し
て
其
の
性
質
︑

強
さ
の
程
度
︑
そ
の
主
要
な
武
器
の
特
徴
な
ど
を
見
抜
い
て
了
ふ
︒
雑
草

に
就
い
て
も
︑
ど
れ
が
薬
草
で
︑
ど
れ
が
毒
草
か
を
︑
実
に
良
く
心
得
て

ゐ
る
︒
そ
の
癖
︑
そ
の
動
物
や
植
物
の
名
称
（
世
間
一
般
に
通
用
し
て
ゐ

る
名
前
）
は
︑
全
然
知
ら
な
い
の
だ
︒
彼
は
又
︑
星
に
よ
つ
て
方
角
や
時

刻
や
季
節
を
知
る
の
を
得
意
と
し
て
ゐ
る
が
︑
角
宿
と
い
ふ
名
も
心
宿
と

い
ふ
名
も
知
り
は
し
な
い
︒
二
十
八
宿
の
名
を
悉
く
そ
ら
ん
じ
て
ゐ
な
が

ら
実
物
を
見
分
け
る
こ
と
の
出
来
ぬ
俺
と
比
べ
て
︑
何
と
い
ふ
相
異
だ
ら

う
！  

目
に
一
丁
字
の
無
い
此
の
猴
の
前
に
ゐ
る
時
程
︑
文
字
に
よ
る
教

養
の
哀
れ
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
︒ 

（
傍
線
引
用
者
）

　

中
島
が
﹃
絵
本
西
遊
記
﹄
に
取
材
し
て
い
る
こ
と
は
従
来
指
摘
が
あ
る⑭
が
︑

そ
の
﹃
絵
本
西
遊
記
﹄
に
は
﹁
悟
空
﹂
が
﹁
文
盲
﹂
と
の
記
述
は
な
い
︒﹁
文

盲
﹂
は
中
島
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
た
設
定
で
あ
る
︒﹁
悟
浄
出
世
﹂
に
も
︑﹁
観

世
音
菩
薩
摩
訶
薩
﹂
に
︑﹁
無
知
無
識
﹂
な
﹁
悟
空
﹂
に
学
び
︑﹁
一
切
の
思
念

を
棄
て
︑
た
ゞ
〳
〵
身
を
働
か
す
こ
と
に
よ
つ
て
自
ら
を
救
は
う
と
心
掛
け
﹂

よ
と
言
わ
れ
る
﹁
悟
浄
﹂
が
描
か
れ
る
︒﹁
文
盲
﹂﹁
無
学
﹂﹁
無
知
無
識
﹂
の

﹁
悟
空
﹂
に
は
︑﹁
智
慧
と
判
断
の
高
さ
﹂︑﹁
悟
浄
出
世
﹂
で
い
う
﹁
生
き
て
を

る
智
慧
﹂
が
あ
る
︒
そ
れ
ら
は
︑﹁
文
字
に
よ
る
教
養
﹂
と
対
置
さ
れ
︑﹁
生
き

て
を
る
智
慧
﹂
の
方
に
﹁
教
養
﹂
の
高
さ
︑﹁
実
物
を
見
分
け
る
﹂
力
を
見
出

し
価
値
付
け
て
い
る
︒﹁
今
の
と
こ
ろ
︑
俺
は
孫
行
者
か
ら
あ
ら
ゆ
る
も
の
を

学
び
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
﹂
と
﹁
文
字
に
よ
る
教
養
の
哀
れ
さ
﹂
を
認
識
し
︑

﹁
悟
空
﹂
に
学
ぼ
う
と
す
る
姿
か
ら
は
︑﹁
文
字
に
よ
る
教
養
﹂
よ
り
も
﹁
生
き

て
を
る
智
慧
﹂
を
希
求
す
る
﹁
悟
浄
﹂
の
姿
が
読
み
取
れ
る
︒
た
だ
し
︑﹁
悟

浄
歎
異
﹂
は
﹁
沙
門
悟
浄
の
手
記
﹂
と
﹁
手
記
﹂
と
の
副
題
を
持
つ
こ
と
か
ら
︑

﹁
悟
浄
﹂
の
﹁
文
字
﹂
へ
の
執
着
が
読
み
取
れ
る
点
も
肝
要
で
あ
る
が
︑
こ
の

点
は
次
稿
に
譲
り
た
い
︒

　

さ
て
︑
こ
う
し
た
﹁
文
字
に
よ
る
教
養
﹂﹁
生
き
て
を
る
智
慧
﹂
と
の
対
置

さ
れ
た
概
念
は
︑﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
に
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
︒﹁﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
が
︑
二
つ
の
世
界
の
あ
い
だ
の
選
択
を
主
題
と

し
て
い
た⑮
﹂﹁
い
ま
ま
で
も
細
田
さ
ん
は
︑
二
つ
の
選
択
肢
を
し
め
し
て
︑
ど

ち
ら
に
す
す
む
か
と
い
う
問
題
を
主
題
的
に
描
い
て
き
﹂
た
と
指
摘
さ
れ
る⑯
よ

う
に
︑﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
は
︑﹁
九
太
﹂
が
﹁
バ
ケ
モ
ノ
の
世
界
﹂
を
選
ぶ
の

か
︑﹁
人
間
の
世
界
﹂
を
選
ぶ
の
か
が
一
つ
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
悟
浄
出

世
﹂
引
用
部
か
ら
考
え
る
に
﹁
生
き
て
を
る
智
慧
﹂
な
の
か
﹁
文
字
に
よ
る
教

養
﹂
な
の
か
と
い
っ
た
選
択
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒

　

最
終
的
に
﹁
九
太
﹂
は
﹁
人
間
の
世
界
﹂
に
戻
る
こ
と
を
決
め
る
が
︑
た
だ

し
︑
そ
れ
は
﹁
文
字
に
よ
る
教
養
﹂
を
選
択
し
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
︒

　

前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
︑﹃
白
鯨
﹄
の
﹁
朋
友
﹂
と
の
文
字
か
ら
﹁
友
達
﹂

の
意
味
内
容
を
学
び
︑
教
科
書
で
﹁
友
達
﹂
に
関
す
る
知
識
を
広
げ
︑
実
際
に

﹁
楓
﹂
と
﹁
友
達
﹂
に
な
る
﹁
九
太
﹂
は
︑﹁
体
験

0

0

﹂
と
い
う
実
践
的
行
動
を
起

文
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こ
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹁
悟
空
﹂
の
﹁
実
物
を
見
分
け
る
﹂
力
︑﹁
生
き
て
を

る
智
慧
﹂
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
︒

　

さ
ら
に
︑﹁
鯨
﹂
の
﹁
影
﹂
と
化
し
た
﹁
一
郎
彦
﹂
と
の
最
後
の
対
決
で
︑

﹁
付
喪
神
に
転
生
し
て
︑
そ
の
大
太
刀
に
姿
を
変
え
た
﹂﹁
熊
徹
﹂
が
﹁
九
太
﹂

の
﹁
胸
ん
中
の
剣
に
な
﹂
り
﹁
闇
を
跳
ね
返
﹂
し
勝
利
す
る
展
開
は
︑﹁
九
太
﹂

が
﹁
熊
徹
﹂
と
い
う
﹁
生
き
て
を
る
智
慧
﹂
を
胸
の
奥
に
宿
し
た
ま
ま
﹁
人
間

世
界
﹂
で
生
き
て
行
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

　

つ
ま
り
︑﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
に
は
︑﹁
文
字
に
よ
る
教
養
﹂
を
学
び
︑﹁
生

き
て
お
る
智
慧
﹂
を
保
持
し
な
が
ら
﹁
文
字
﹂
世
界
で
生
き
る
﹁
九
太
﹂
の
姿

が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
文
字
に
よ
る
教
養
﹂
か
﹁
生
き
て
を
る
智
慧
﹂

か
弁
証
法
的
解
決
を
見
せ
る
の
が
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
で
あ
ろ
う
︒

　

第
三
章
で
挙
げ
た
よ
う
に
︑
細
田
は
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
を
︑﹁
若
者
た
ち

に
は
︑﹁
自
分
は
何
者
で
あ
る
か
﹂
と
い
う
彼
ら
の
時
期
の
切
実
な
問
題
に
︑

寄
り
添
い
励
ま
し
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
﹂
制
作
し
た
と
い
う
︒﹁
九
太
﹂
が

﹁
自
分
は
何
者
で
あ
る
か
﹂
悩
み
︑
そ
の
存
在
を
解
体
し
そ
う
に
な
る
も
︑﹁
文

字
に
よ
る
教
養
﹂
を
身
に
付
け
﹁
生
き
て
を
る
智
慧
﹂
を
も
手
に
す
る
姿
を
描

く
こ
と
で
︑
若
者
た
ち
に
希
望
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

﹁
山
月
記
﹂
を
始
め
︑
中
島
敦
の
作
品
は
若
者
た
ち
が
持
つ
諸
問
題
（﹁
何
故
﹂

と
い
う
問
い
）
を
包
含
す
る
も
の
が
多
い
︒
そ
の
こ
と
が
︑
細
田
守
が
中
島
の

作
品
を
選
ん
だ
理
由
な
の
だ
ろ
う
︒﹁
分
解
し
た
世
界
﹂
を
再
構
築
す
る
様
を

描
い
て
い
く
の
で
あ
る
︒

　

以
上
︑
本
稿
で
は
﹁
文
字
﹂
と
﹁
影
﹂
を
核
に
︑
中
島
敦
作
品
︑
細
田
守
監

督
作
品
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
を
読
み
解
い
た
︒﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
は
︑
中
島

敦
作
品
を
援
用
し
︑﹁
文
字
﹂
と
﹁
影
﹂
概
念
を
取
り
入
れ
つ
つ
︑
独
自
の
作

品
を
作
り
上
げ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
に
は
﹁
文
字
﹂
と

﹁
影
﹂
概
念
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
文
学
と
ア
ニ
メ
は
近
接
し

た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
な
が
ら
論
じ
る
に
は
課
題
も
多
い
が
︑
引
き
続
き
検
討
を

加
え
て
い
き
た
い
︒

注①　

中
野
美
代
子
﹃
孫
悟
空
の
誕
生  

サ
ル
の
民
話
学
と
﹁
西
遊
記
﹂﹄︑
二
〇
〇
二
年

三
月
一
五
日
︑
岩
波
書
店

②　

た
と
え
ば
細
田
守
は
﹁﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
は
︑
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
不
幸
な
少
年

が
︑
強
い
け
れ
ど
身
勝
手
な
独
り
身
の
バ
ケ
モ
ノ
と
出
会
い
︑
修
行
や
戦
い
を
経
験

す
る
う
ち
に
︑
い
つ
し
か
本
当
の
親
子
に
も
負
け
な
い
強
い
絆
を
得
る
物
語
で
す
︒﹂

と
す
る
︒（
細
田
守
コ
メ
ン
ト
（
ス
タ
ジ
オ
地
図
﹁
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹂
公
式
Ｈ
Ｐ

（http://w
w
w
.bakem

ono-no-ko.jp/com
m
ent/index.htm

l

）︑
二
〇
二
三
年
十

二
月
十
日
閲
覧
））

③　
﹁
採
録
対
談  

細
田
守
×
ポ
ン
・
ジ
ュ
ノ
／
細
田
守
×
池
澤
夏
樹
﹂（
キ
ネ
マ
旬
報

社
編
﹃
細
田
守
と
ス
タ
ジ
オ
地
図
の
１

０

年
﹄
所
収
︑
二
〇
二
一
年
八
月
十
二
日
︑

キ
ネ
マ
旬
報
社
）

④　

勝
又
志
保
﹁
中
島
敦
﹁
文
字
禍
﹂
論

︱
時
代
を
諷
す
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
﹂（﹁
国

文
﹂
第
九
十
二
号
︑
二
〇
〇
〇
年
一
月
）
な
ど
︒
西
原
千
博
﹁
中
島
敦
﹃
古
潭
﹄
試
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解
﹂（﹁
札
幌
国
語
研
究
﹂
二
一
巻
︑
二
〇
一
六
年
八
月
）
に
詳
し
い
︒

⑤　

注
②
に
同
じ
︒

⑥　

注
②
に
同
じ
︒

⑦　
﹃
バ
ケ
モ
ノ
の
子
﹄
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
に
は
︑﹁
メ
ル
ヴ
ィ
ル
著  

阿
部
知
二
訳  

講

談
社
﹃
世
界
文
学
全
集
１

５  

白
鯨
﹄﹂
と
の
文
字
が
流
れ
る
︒

⑧　

田
中
西
二
郎
﹁
訳
者
の
ノ
ー
ト
﹂（﹃
白
鯨
（
上
）﹄
所
収
︑
一
九
五
二
年
一
月
三

一
日
︑
新
潮
社
）

⑨　

注
⑧
に
同
じ
︒

⑩　

石
岡
良
治
・
さ
や
わ
か
・
中
田
健
太
郎
﹁
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
今
日
と
明
日
﹂
対

談
に
お
け
る
石
岡
の
発
言
﹁﹁
モ
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
﹂
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
は
な
く

て
︑
単
に
﹁
鯨
﹂
と
い
う
文
字
を
偶
然
見
た
だ
け
︒
そ
の
リ
ン
ク
が
細
す
ぎ
る
ん
で

す
︒（
略
）
で
も
一
郎
彦
の
﹁
あ
っ
︑
航
だ
﹂
は
︑
そ
う
い
う
意
味
で
は
動
機
が

し
ょ
ぼ
い
し
︑
必
然
性
が
な
い
と
批
判
す
る
人
も
多
い
と
思
う
ん
だ
け
ど
︑
そ
う
い

う
ふ
う
に
表
現
が
繋
が
っ
ち
ゃ
う
細
田
守
作
品
の
不
気
味
さ
と
結
び
つ
い
て
い
る
︒

拾
っ
た
本
の
文
字
で
し
か
な
い
か
ら
で
す
ね
︒
や
や
デ
リ
ダ
っ
ぽ
い
こ
と
を
言
う
と
︑

記
号
の
痕
跡
性
に
し
か
反
応
し
て
い
な
い
︒
鯨
と
い
う
文
字
列
に
し
か
反
応
し
て
い

な
く
て
︑
そ
れ
で
黒
い
鯨
が
出
ち
ゃ
う
﹂︒（﹁﹁
ユ
リ
イ
カ
﹂
第
四
七
巻
第
一
二
号
︑

二
〇
一
五
年
八
月
）

⑪　

小
林
秀
雄
﹁
喋
る
こ
と
と
書
く
こ
と
と
﹂（﹁
朝
日
新
聞
﹂︑
一
九
五
四
年
一
月
九

日
）

⑫　

大
久
保
清
朗
﹁
境
界
と
奈
落
﹂（﹁﹁
ユ
リ
イ
カ
﹂
第
四
七
巻
第
一
二
号
︑
二
〇
一

五
年
八
月
）

⑬　

川
村
湊
﹁
無
文
字
社
会
の
誘
い
﹂（
勝
又
浩
・
木
村
一
信
編
﹃
昭
和
作
家
の
ク
ロ

ノ
ト
ポ
ス  

中
島
敦
﹄
所
収
︑
一
九
九
二
年
一
一
月
一
日
︑
双
文
社
出
版
）

⑭　

渡
邊
ル
リ
﹁
中
島
敦
﹃
悟
浄
歎
異
﹄
と
有
朋
堂
版
﹃
絵
本
西
遊
記
﹄﹂（﹁
東
大
阪

大
学
・
東
大
阪
大
学
短
期
大
学
部
教
育
研
究
紀
要
﹂
第
八
巻
︑
二
〇
一
一
年
三
月
）

に
詳
し
い
︒

⑮　

中
田
健
太
郎
﹁
無
か
ら
一
を
生
む
ア
ニ
メ
と
無
数
か
ら
一
を
選
ぶ
ア
ニ
メ
﹂

（﹁﹁
ユ
リ
イ
カ
﹂
第
四
七
巻
第
一
二
号
︑
二
〇
一
五
年
八
月
）

⑯　

注
⑩
に
同
じ
︒
中
田
健
太
郎
の
発
言
︒

︹
付
記
︺　

本
稿
で
引
用
し
た
中
島
敦
の
文
章
は
︑﹃
中
島
敦
全
集
﹄
全
三
巻
・
別
巻
一

（
平
成
十
三
年
十
月
十
日
~
平
成
十
四
年
五
月
二
十
日
︑
筑
摩
書
房
）
を
底
本

と
す
る
︒
原
則
と
し
て
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
直
し
︑
ル
ビ
を
簡
略
化
し
た
︒

文
字
と
影

五
三
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