
＊
一
つ
の
特
異
な
叙
述

　

ま
ず
過
去
の
あ
る
時
点
を
説
明
的
に
対
象
化
し
て
空

間
を
設
定
し
た
上
で
、
主
人
公
を
そ
の
空
間
に
定
着
さ

せ
、
そ
こ
に
語
り
手
が
没
入
し
て
主
人
公
の
傍
ら
か
ら

あ
る
い
は
そ
の
目
を
通
し
て
語
っ
て
い
く

―
こ
の
よ

う
な
叙
法
は
小
説
の
手
法
と
し
て
見
た
場
合
は
さ
し
て

特
殊
な
も
の
と
も
言
え
ま
い
。「
私
小
説
」
と
呼
ば
れ

る
テ
ク
ス
ト
群
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
小

説
で
用
い
ら
れ
る
あ
り
き
た
り
の
手
法
だ
と
も
言
え
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
次
の
よ
う
な
叙
述
に
遭
遇
す

る
時
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う

か
？

向
こ
う
側
の
斜
め
に
水
か
ら
出
て
い
る
半
畳
敷
き

ほ
ど
の
石
に
黒
い
小
さ
い
も
の
が
い
た
。
い
も
り

だ
。
ま
だ
濡
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
い
い
色
を
し
て

い
た
。（
中
略
）
自
分
は
そ
れ
を
何
気
な
く
、
し

ゃ
が
ん
で
見
て
い
た
。
自
分
は
先
ほ
ど
い
も
り
は

嫌
い
で
な
く
な
っ
た
。
と
か
げ
は
多
少
好
き
だ
。

や
も
り
は
虫
の
中
で
も
最
も
嫌
い
だ
。
い
も
り
は

好
き
で
も
嫌
い
で
も
な
い
。
…
…

　
「
自
分
」
が
い
も
り
を
「
偶
然
に
」
殺
し
て
し
ま
う

そ
の
直
前
の
箇
所
だ
が
、
こ
こ
で
最
後
の
三
文
に
注
目

し
て
み
せ
、
続
け
て
城
崎
に
お
け
る
「
自
分
」
の
生
活

を
描
写
し
始
め
る
の
だ
が
、「
小
さ
い
清
い
流
れ
に
つ

い
て
行
く
と
き
」
に
「
自
分
」
が
「
け
が
の
こ
と
を
考

え
」
る
箇
所
で
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。

い
つ
か
は
そ
う
な
る
。
そ
れ
が
い
つ
か
？

―
今0

ま
で
は
そ
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
、
そ
の
「
い
つ

か
」
を
知
ら
ず
知
ら
ず
遠
い
先
の
こ
と
に
し
て
い

た
。
し
か
し
今0

は
、
そ
れ
が
本
当
に
い
つ
か
知
れ

な
い
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
。

　
「
自
分
」
の
死
骸
が
青
山
の
墓
地
に
横
た
わ
っ
て
い

る
こ
と
を
想
像
す
る
叙
述
に
続
く
こ
の
条
り
で
、
語
り

手
は
「
今
」
と
つ
ぶ
や
く
。
つ
ま
り
、
助
動
詞
「
た
」

が
語
り
手
と
主
人
公
「
自
分
」
の
時
間
的
な
距
離
を
表

し
て
は
い
る
も
の
の
、
傍
点
を
付
し
た
「
今
」
が
語
り

手
の
現
在
い
る
時
空
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
だ
。
そ

う
、
語
り
手
は
そ
の
時
（「
自
分
」
が
「
け
が
の
こ
と

を
考
え
」
て
い
る
時
）
に
没
入
し
て
、「
自
分
」
の
傍

ら
で
そ
の
思
考
の
流
れ
を
な
ぞ
る
よ
う
に
描
写
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
橋
本
陽
介
氏
が
『
物
語
論  

基
礎

と
応
用
』
で
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し

た
語
り
」（
p. 

118
）
と
い
う
も
の
だ
。

＊
テ
ク
ス
ト
に
遍
在
す
る
「
今
」

　
『
城
の
崎
に
て
』
に
お
い
て
語
り
手
は
一
体
ど
こ
に

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
城
崎
の
空
間
に
「
自
分
」
と
自
ら

を
定
着
さ
せ
て
み
せ
る
語
り
手
の
語
る
現
在
は
い
つ

か
？

　

テ
ク
ス
ト
末
尾
に
「
そ
れ
か
ら
、
も
う
三
年
以
上
に

な
る
。」
と
あ
る
か
ら
、「
自
分
」
が
城
崎
温
泉
に
け
が

の
「
後
養
生
」
に
出
掛
け
た
時
よ
り
三
年
以
上
経
過
し

た
あ
る
時
点
の
、
多
分
、
千
葉
県
の
我
孫
子
に
あ
っ
た

自
宅
の
書
斎
が
、
現
在
、
作
者
＝
語
り
手
の
存
在
す
る

時
空
間
で
あ
ろ
う
と
と
り
あ
え
ず
は
推
測
で
き
る
だ
ろ

う
。（
こ
の
作
品
は
所
謂
「
私
小
説
」
で
あ
る
の
で
こ
の

よ
う
な
推
測
が
伝
記
的
事
実
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。）

　

そ
れ
故
、
冒
頭
の
一
文
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

山
の
手
線
の
電
車
に
跳
ね
飛
ば
さ
れ
て
け
が
を
し

た
、
そ
の
後
養
生
に
、
一
人
で
但
馬
の
城
崎
温
泉

へ
出
か
け
た
。

　

語
り
手
が
語
れ
る
の
は
、
語
る
現
在
の
こ
と
や
未
来

に
対
す
る
予
測
を
除
け
ば
過
去
の
こ
と
に
限
定
さ
れ
る

の
で
、
こ
こ
で
も
過
去
の
助
動
詞
「
た
」
が
用
い
ら
れ

る
。
こ
の
後
、
語
り
手
は
「
自
分
」
が
ど
う
い
う
い
き

さ
つ
で
城
崎
温
泉
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
要
約

『
城
の
崎
に
て
』
の
「
今
」
に
つ
い
て

―
実
感
的
定
番
教
材
論
（
４
）
―
　
神
戸
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星
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＊
掟
破
り
の
小
説

　

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
名
著
『
物
語
の
デ
ィ

ス
ク
ー
ル
』
に
お
い
て
プ
ル
ー
ス
ト
の
小
説
『
失
わ
れ

た
時
を
求
め
て
』
を
分
析
し
つ
つ
「
語
り
手
の
現
在
が

主
人
公
の
種
々
の
過
去
に
混
合
さ
れ
て
い
る
の
を
認
め

る
に
せ
よ
、
語
り
手
の
現
在
そ
の
も
の
の
方
は
、
進
展

す
る
こ
と
の
な
い
唯
一
の
時
点
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ

る
。」（
p. 

261
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
小
説

全
般
に
も
妥
当
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
語

り
手
は
そ
の
語
る
現
在
に
限
り
な
く
接
近
す
る
形
で
過

去
の
事
実
（
そ
れ
が
架
空
の
も
の
で
あ
れ
）
を
な
ぞ
る

こ
と
し
か
で
き
な
い
は
ず
な
の
だ
。

実
の
作
者
自
身
の
気
持
ち
の
表
明
の
よ
う
に
も
見
え
る

が
、
そ
こ
に
し
ゃ
が
ん
で
い
も
り
を
見
て
い
る
の
は
主

人
公
で
あ
る
「
自
分
」
で
あ
り
、
語
り
手
は
そ
の
時
空

間
に
没
入
し
て
そ
の
「
自
分
」
の
考
え
を
側
で
な
ぞ
っ

て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
次
の
三
文
は
ど
う
か
。「
と
か
げ
は
多
少

好
き
だ
。
や
も
り
は
虫
の
中
で
も
最
も
嫌
い
だ
。
い
も

り
は
好
き
で
も
嫌
い
で
も
な
い
。」
と
い
う
読
者
へ
の

直
接
的
な
語
り
口
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
こ
れ
は
語
り
手

自
身
の
感
想
と
し
か
考
え
ら
れ
ま
い
。
つ
ま
り
こ
う
い

う
こ
と
だ
、
語
り
手
は
そ
の
時
の
「
自
分
」
と
同
化
し

て
自
ら
の
考
え
を
読
者
に
披
瀝
し
て
い
る
の
だ
。
簡
単

に
言
え
ば
、
語
り
手
は
そ
の
場
で
そ
の
時
間
を
生
き
て

い
る
の
だ
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
諸
家
が
こ
こ
で
の

叙
述
の
「
位
置
づ
け
に
苦
慮
し
て
い
」
た
の
も
、
こ
こ

で
普
通
の
小
説
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
て
い

た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

そ
う
考
え
れ
ば
、
小
説
の
最
初
の
方
か
ら
「
今
」
と

い
う
言
葉
が
多
用
さ
れ
て
い
た
訳
も
納
得
で
き
よ
う
。

そ
う
、
実
は
こ
の
小
説
の
初
め
か
ら
、
語
り
手
は
自
分

が
そ
の
時
に
没
入
し
て
「
自
分
」
と
と
も
に
意
識
活
動

を
始
め
た
時
に
「
今
」
と
い
う
言
葉
を
発
し
て
い
た
の

だ
。
そ
れ
は
、
単
に
時
点
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
ま

さ
に
語
り
手
が
ど
こ
で
語
り
思
考
し
て
い
る
か
を
示
す

も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

（
田
中
実
氏
は
『
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
超
え
て
―
い

の
ち
と
文
学
』」
p. 

221
で
「『
城
の
崎
に
て
』
の
〈
語
り

手
〉
は
主
人
公
の
「
三
年
以
上
」
前
の
「
自
分
」
と
一

体
化
し
た
〈
語
り
手
〉
で
あ
」
る
と
指
摘
し
て
い
る
。）

し
て
み
た
い
。
さ
て
、
こ
こ
で
は
一
体
い
つ
の
時
点
に

お
け
る
誰
の
好
み
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

我
々
は
こ
こ
に
こ
そ
、
こ
の
小
説
全
体
を
読
解
す
る
鍵

が
隠
さ
れ
て
い
る
と
思
う
べ
き
な
の
だ
。

＊
諸
家
の
混
乱

　

篠
原
拓
雄
氏
は
そ
の
論
文
「『
城
の
崎
に
て
』
を
読

む
」（『
日
本
文
学
研
究
資
料
新
集
21
志
賀
直
哉  

自
我

の
軌
跡
』
所
収
）
に
お
い
て
、
こ
こ
の
叙
述
に
対
す
る

諸
家
の
注
を
列
挙
し
つ
つ
、「
蠑い

も
り螈

に
対
す
る
好
悪
を

述
べ
た
部
分
の
作
品
の
中
で
の
位
置
づ
け
に
苦
慮
し
て

い
る
口
吻
が
感
じ
と
ら
れ
る
」（
p. 
145
）
と
し
た
上
で
、

そ
れ
ら
の
注
が
「
作
者
の
実
体
験
に
還
元
す
る
こ
と
で

合
理
的
説
明
と
し
て
い
る
」
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、

亀
井
雅
司
氏
の
論
を
引
用
し
つ
つ
「
作
品
を
作
者
の
次

元
に
還
元
し
な
い
こ
と
が
、
作
品
が
そ
れ
自
体
に
お
い

て
表
現
し
て
い
る
内
在
的
価
値
の
認
識
と
評
価
へ
の
道

に
つ
な
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」（
p. 

147
）
と
述
べ

る
。

　

我
々
は
篠
原
氏
の
主
張
自
体
、
所
謂
「
私
小
説
」
を

読
む
態
度
と
し
て
は
至
極
真
っ
当
な
考
え
だ
と
思
う
一

方
で
、
紅
野
敏
郎
氏
を
初
め
と
す
る
大
家
の
方
々
が
こ

の
箇
所
の
表
現
に
引
っ
掛
か
り
、
あ
ら
ず
も
が
な
の
叙

述
と
す
る
の
は
や
は
り
仕
方
が
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ほ
ど
こ
こ
の
表
現
は
「
唐
突
」
で
あ
り

「
邪
魔
」
で
あ
り
「
文
脈
か
ら
い
っ
て
前
後
と
つ
な
が

ら
な
い
」（
そ
れ
ぞ
れ
諸
家
の
表
現
）。

＊
語
り
の
構
造
の
特
異
さ

　

諸
家
が
述
べ
る
よ
う
に
「
自
分
は
先
ほ
ど
い
も
り
は

嫌
い
で
な
く
な
っ
た
。」
等
と
い
う
表
現
は
単
な
る
現

移
動

〈『
城
の
崎
に
て
』〉

（
不
動
）

小
説
世
界
の

　
　
　時
間

語
る
現
在

語
る
現
在

〈
通
常
の
小
説
〉

ｃ ｂ ａ小
説
世
界
の

　
　
　時
間

ｃｄ ｂ ａ

図Ａ
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れ
は
「
死
」
を
め
ぐ
る
あ
の
強
烈
な
「
体
験
」
で
あ
る
。

＊
当
時
の
作
者
＝
主
人
公
の
心
的
な
状
態

　

既
に
多
く
の
論
者
が
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
冒
頭
の

「
気
分
は
近
年
に
な
く
静
ま
っ
て
」
の
「
近
年
」
と
は
、

父
親
と
の
不
和
が
こ
こ
数
年
続
い
て
い
た
作
者
の
実
生

活
と
関
連
さ
せ
て
み
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
箇
所
で

あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
自
分
」
が
鉄
道
事
故
に
遭
遇

し
、
期
せ
ず
し
て
、
願
っ
て
い
た
心
の
状
態
を
得
て

「
気
分
」
が
「
静
ま
っ
て
」
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
確

認
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
作
者
＝
主
人
公
の
心
が
こ
こ
ま
で

「
静
ま
っ
て
」
し
ま
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
ヒ
ン

ト
と
し
て
、
次
の
大
澤
真
幸
氏
の
考
察
が
参
考
に
な
る
。

　

大
澤
氏
は
そ
の
著
書
『
自
由
と
い
う
牢
獄
』
の
「
第

二
章  

責
任
論
」
に
お
い
て
、
一
九
九
五
年
の
阪
神
淡

路
大
震
災
で
夫
を
亡
く
し
た
女
性
（
山
中
幸
子
さ
ん

﹇
仮
名
﹈）
の
証
言
を
引
用
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。山

中
さ
ん
を
苦
し
め
て
い
る
の
は
、「
悲
し
い
」

と
か
「
夫
が
か
わ
い
そ
う
だ
」
と
か
い
っ
た
タ
イ

プ
の
感
性
で
は
な
い
。
彼
女
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、

具
体
的
な
感
性
を
抱
く
主
体
に
な
る
以
前
の
と
こ

ろ
で
、
躓
い
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
震
災

の
後
、
し
ば
ら
く
の
間
、
彼
女
の
身
体
は
ま
っ
た

く
麻
痺
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
た
麻
痺
状

態
は
、
や
が
て
克
服
さ
れ
は
す
る
が
、
離
人
症
状

は
長
く
消
え
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
分
自
身
が

こ
の
現
実
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
感
覚

を
失
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
山
中
さ
ん
自
身
の
言
葉

っ
て
い
る
が
、
決
定
稿
『
剃
刀
』
で
は
芳
三
郎
と
い
う

主
人
公
が
あ
る
空
間
に
定
着
さ
れ
た
上
で
、
彼
の
様
子

が
内
側
か
ら
描
写
さ
れ
て
い
く
。

　

こ
の
草
稿
と
決
定
稿
と
の
関
係
は
、
勿
論
、『
い
の

ち
』
と
『
城
の
崎
に
て
』
の
そ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
だ
。
つ
ま
り
、
志
賀
直
哉
と
い
う
小
説

家
は
、
あ
る
人
物
・
あ
る
対
象
に
同
化
し
て
初
め
て
そ

の
人
物
・
対
象
が
理
解
で
き
る
よ
う
な
資
質
を
持
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
や
り
方

に
よ
っ
て
し
か
小
説
が
書
け
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、『
城
の
崎
に
て
』

の
語
り
手
も
そ
の
資
質
を
分
有
し
て
い
る
と
考
え
て
も

差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
小
説
で
語
り
手
は

何
に
同
化
し
て
い
る
の
か
。
勿
論
、
城
崎
滞
在
時
の

「
自
分
」
に
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
同
化
能
力
に
よ

っ
て
語
り
手
は
軽
々
と
時
空
を
跳
躍
し
て
、
そ
の
時
の

「
自
分
」
を
も
う
一
度
生
き
直
し
て
い
る
の
だ
。

　

昔
、
ス
ピ
ル
バ
ー
グ
の
映
画
に
『
バ
ッ
ク
・
ト
ゥ
・

ザ
・
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
』
と
い
う
面
白
い
Ｓ
Ｆ
作
品
が
あ

っ
た
が
、
デ
ロ
リ
ア
ン
と
い
う
タ
イ
ム
マ
シ
ン
に
乗
ら

な
く
て
も
、
志
賀
的
な
語
り
手
は
志
賀
的
な
肉
体
を
通

し
て
過
去
に
簡
単
に
転
送
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
作
者
＝
語
り
手
は
そ
こ
に
行
か
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
勿
論
、
そ
こ
に
は
忘
れ
よ
う

と
し
て
も
忘
れ
ら
れ
な
い
過
去
の
「
体
験
」
が
あ
っ
た

か
ら
だ
。
た
だ
強
度
だ
け
あ
っ
て
未
整
理
な
体
験
で
あ

っ
た
が
故
に
、
日
記
に
も
メ
モ
程
度
の
も
の
し
か
残
せ

ず
、
小
説
と
し
て
書
い
て
み
て
も
『
い
の
ち
』
レ
ベ
ル

の
習
作
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
「
体
験
」。
そ
う
、
そ

　

そ
れ
が
『
城
の
崎
に
て
』
で
は
突
然
そ
の
語
り
手
が

そ
の
時
空
間
に
生
き
る
主
体
と
し
て
の
意
識
を
持
っ
て

活
動
し
始
め
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
「
掟
破
り
」
の
事
態

に
諸
家
が
混
乱
す
る
の
も
無
理
は
な
い
。
ま
さ
に
、
到

達
点
と
し
て
の
「
語
る
現
在
」
が
テ
ク
ス
ト
の
時
空
間

内
で
移
動
し
始
め
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
の
あ
る
種
ト

ポ
ロ
ジ
カ
ル
な
変
容
（
図
Ａ
）
に
よ
っ
て
過
去
自
体
も

書
き
換
え
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
言
う

「
語
り
手
の
現
在
が
主
人
公
の
種
々
の
過
去
に
混
合
さ

れ
」
る
だ
け
で
は
済
ま
な
い
の
だ
。

＊
Ｓ
Ｆ
小
説
と
し
て
の
『
城
の
崎
に
て
』

　

何
が
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
来
し
た
の
か
。

　

そ
れ
を
考
え
る
際
に
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
が
、
平
岡
篤

頼
氏
の
著
書
『
文
学
の
動
機
』
に
収
め
ら
れ
た
志
賀
直

哉
の
小
説
の
分
析
で
あ
る
。

　

平
岡
氏
は
志
賀
の
小
説
『
剃
刀
』
に
は
三
種
類
の
草

稿
が
あ
る
と
紹
介
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

そ
の
一
番
最
初
の『
人
間
の
行
為﹇
Ａ
﹈』は
、辰
床

の
芳
三
郎
を
主
人
公
と
せ
ず
、
作
者
で
あ
る
《
自

分
》
が
門
番
所
の
虎
造
か
ら
事
件
の
噂
を
聞
き
、

辰
床
の
店
ま
で
様
子
を
見
に
行
っ
て
か
ら
、
翌
朝

の
新
聞
報
道
を
読
ん
で
、
芳
三
郎
の
行
為
の
意
味

を
考
え
る
と
い
う
筋
に
な
っ
て
い
る
…
（
p. 

26
）

　

平
岡
氏
の
指
摘
で
我
々
の
興
味
を
引
く
の
は
、
草
稿

『
人
間
の
行
為
﹇
Ａ
﹈』
か
ら
決
定
稿
『
剃
刀
』
に
な
っ

て
行
く
際
の
「《
自
分
》
と
い
う
一
人
称
」
か
ら
「
三

人
称
へ
の
移
行
」
で
あ
ろ
う
。
草
稿
で
は
作
者
ら
し
き

「
自
分
」
が
他
人
の
噂
話
を
聞
き
な
が
ら
事
件
の
あ
ら

ま
し
を
通
り
一
遍
に
表
面
的
に
述
べ
る
と
い
う
形
に
な
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ば
、
こ
こ
で
改
め
て
偶
然
に
よ
っ
て
生
と
死
が
左
右
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
に
主
人
公
が
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
と

は
考
え
難
い
の
だ
。
何
を
今
さ
ら
そ
の
程
度
の
こ
と
を
、

と
い
う
気
持
ち
に
な
る
。

　

そ
れ
で
は
主
人
公
が
受
け
た
衝
撃
と
は
何
な
の
か
。

＊
主
人
公
＝
語
り
手
の
発
見

　

こ
の
箇
所
の
記
述
を
子
細
に
検
討
す
る
と
、
自
分
が

生
き
て
い
る
こ
と
と
対
比
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
偶
然

の
死
」
と
は
全
く
関
わ
り
な
く
死
ん
だ
蜂
や
鼠
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
だ
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
は
自
分
が
「
生
き
て
い
る
状
態
」
に
対
し
て
の

蜂
や
鼠
が
「
死
ん
だ
状
態
」
と
い
う
も
の
な
の
だ
。
こ

こ
で
は
「
生
き
て
い
る
と
い
う
」
状
態
と
「
死
ん
で
し

ま
っ
て
い
る
」
状
態
が
「
両
極
で
は
な
か
っ
た
」
と
い

う
発
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
偶

然
と
い
う
要
素
が
入
る
余
地
は
な
い
。

　

要
す
る
に
、
こ
こ
で
は
、
自
分
は
偶
然
助
か
っ
て

「
こ
う
し
て
今
歩
い
て
い
る
」
が
、
そ
の
自
分
が
「
生

き
て
い
る
こ
と
」
と
蜂
や
鼠
が
「
死
ん
で
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
」
に
「
そ
れ
ほ
ど
に
差
は
な
い
よ
う
な
気
が
し

た
」
よ
う
な
発
見
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　

そ
う
、
こ
こ
で
主
人
公
＝
語
り
手
は
、
つ
い
つ
い
、

い
つ
も
の
や
り
方
で
い
も
り
の
死
骸
に
同
化
し
て
し
ま

い
「
い
も
り
の
身
に
自
分
が
な
っ
て
」、
そ
の
際
に
図
ら

ず
も
「
死
ん
で
い
る
」
状
態
そ
の
も
の
を
感
知
し
て
し

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。「
死
の
感
触
」
と
い
う
も

の
を
味
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
そ
し

て
次
に
生
と
死
と
の
間
に
そ
れ
ほ
ど
の
差
が
な
い
と
い

う
こ
と
を
感
じ
取
っ
た
と
い
う
発
見
が
こ
こ
で
述
べ
ら

世
界
を
暗
示
し
」、「
桑
の
葉
」
つ
ま
り
「
死
が
彼
に
合

図
を
送
っ
て
い
る
」（
p. 

26
）
と
す
る
空
間
だ
。

　

さ
て
、
こ
の
空
間
に
入
っ
た
後
、
わ
き
の
流
れ
か
ら

突
き
出
し
た
「
半
畳
敷
き
の
石
」
の
上
に
、
主
人
公
は

い
も
り
を
見
出
す
。
次
に
、
先
程
も
引
用
し
た
主
人
公

の
い
も
り
に
対
す
る
好
悪
の
感
情
の
記
述
が
続
い
て
、

主
人
公
が
思
い
付
き
で
石
を
投
げ
、
い
も
り
が
意
図
せ

ず
し
て
死
ん
で
し
ま
う
場
面
と
な
る
。
い
も
り
の
死
を

目
撃
し
た
後
、
帰
途
に
つ
く
主
人
公
は
「
遠
く
町
は
ず

れ
の
灯
」
を
見
な
が
ら
「
死
ん
だ
蜂
」
や
「
鼠
」
に
思
い

を
馳
せ
つ
つ
、
死
な
ず
に
済
ん
で
今
歩
い
て
い
る
自
分

の
こ
と
を
考
え
る
の
だ
が
、「
感
謝
し
な
け
れ
ば
す
ま
ぬ

よ
う
な
気
」
が
し
つ
つ
も
「
実
際
喜
び
の
感
じ
は
湧
き

上
が
っ
て
は
こ
な
」
い
自
分
の
状
態
を
不
思
議
に
思
う
。

そ
し
て
「
生
き
て
い
る
こ
と
と
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
と
、
そ
れ
は
両
極
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に

差
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。」
と
感
じ
て
し
ま
う
。

　

我
々
の
知
る
限
り
、
こ
の
生
死
の
「
差
」
の
な
さ
と

は
、
こ
れ
ま
で
「
生
死
の
境
界
は
偶
然
に
左
右
さ
れ
る

不
確
実
で
曖
昧
な
も
の
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
ず

っ
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

　

し
か
し
、
本
当
に
そ
う
な
の
か
。
主
人
公
が
最
終
的

に
至
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
あ
り
き
た
り
の
一
般
的
な

認
識
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

我
々
は
既
に
小
説
の
最
初
の
方
で
主
人
公
が
『
ロ
ー

ド
・
ク
ラ
イ
ブ
』
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
偶
然

に
自
分
が
助
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
感
謝
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
に
そ
う
な
ら
な
い
自
分
の
心
を
不
思
議
に

感
じ
る
と
い
う
一
節
を
読
ん
で
い
る
。
そ
れ
か
ら
す
れ

を
使
え
ば
「
自
分
は
こ
の
世
に
い
な
く
て
、
四
次

元
世
界
に
い
る
よ
う
な
感
覚
が
あ
っ
て
、
ず
っ
と

自
分
が
そ
こ
に
い
る
と
い
う
感
じ
が
し
な
い
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。（
p. 

94
）

　

震
災
後
、
よ
く
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
Ｐ
Ｔ
Ｓ

Ｄ
（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
傷
害
）
の
事
例
と
も
い
え

る
証
言
を
も
と
に
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
大

澤
氏
の
指
摘
か
ら
『
城
の
崎
に
て
』
の
主
人
公
の
心
的

状
態
を
考
え
て
み
る
と
、
彼
は
鉄
道
事
故
の
衝
撃
に
よ

っ
て
自
分
が
確
か
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
止
め

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
と
言
え
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
山
中
さ
ん
（
仮
名
）
と
同

じ
よ
う
に
自
分
が
こ
の
世
界
に
生
き
て
い
る
の
か
ど
う

か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
。
肉
体
か
ら

魂
が
抜
け
出
て
し
ま
っ
た
、「
離
人
症
状
」
の
よ
う
な

心
的
状
態
に
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
は
す
ま
い
か
。

　

こ
の
小
説
の
淡
々
と
し
た
物
事
の
描
写
の
感
触
、
主

人
公
の
物
事
に
対
し
て
の
執
着
の
な
い
感
じ
は
、
自
分

の
「
気
分
」
が
「
静
ま
っ
て
」
し
ま
っ
た
こ
と
と
主
人

公
＝
語
り
手
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
事
の
本
質
は
、

彼
の
魂
が
こ
の
世
界
に
生
き
て
い
な
い
が
故
の
も
の
で

あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

＊
い
も
り
の
死
に
関
す
る
従
来
の
解
釈

　

そ
れ
で
は
い
よ
い
よ
い
も
り
の
死
の
空
間
に
我
々
も

入
っ
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
こ
は
「
物
が
す
べ
て

青
白
く
、
空
気
の
肌
ざ
わ
り
も
冷
え
冷
え
と
し
て
、
も

の
静
か
さ
が
か
え
っ
て
な
ん
と
な
く
自
分
を
そ
わ
そ
わ

と
さ
せ
」
る
場
所
で
あ
る
。
高
橋
英
夫
氏
が
『
志
賀
直

哉  

近
代
と
神
話
』
に
お
い
て
、「
向
こ
う
側
の
死
の
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先
に
大
澤
真
幸
氏
が
そ
の
証
言
を
取
り
上
げ
て
い
た

山
中
さ
ん
（
仮
名
）
は
、
震
災
後
に
な
ぜ
夫
が
死
に
自

分
が
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
か
そ
の
意
味
が
分
か
ら
な

い
こ
と
に
苦
し
ん
で
い
た
。
同
じ
よ
う
に
、
主
人
公
も

自
分
自
身
が
生
き
て
い
る
か
死
ん
で
い
る
か
分
か
ら
な

い
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、

自
分
と
同
じ
よ
う
な
状
況
で
今
度
は
死
ん
で
し
ま
う
い

も
り
を
主
人
公
は
目
撃
す
る
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
い

も
り
は
事
故
に
お
い
て
死
ぬ
は
ず
だ
っ
た
自
分
の
分
身

で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
自
分
は
確
か
に
生
き
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
が
対
比
的
に
理
解
さ
れ
た
の
だ
。
今

ま
で
生
と
死
が
曖
昧
な
心
的
状
態
の
中
で
い
た
の
に
、

こ
こ
で
生
と
死
が
分
離
し
、
何
は
と
も
あ
れ
自
分
は
こ

こ
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
対
象
化
さ
れ
実
感
さ

れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
の
主
人
公
の
「
心
持
ち
」
と
は
「
生
き
物
の

寂
し
さ
」、
つ
ま
り
「
自
分
は
偶
然
に
死
な
な
か
っ
た
。

い
も
り
は
偶
然
に
死
ん
だ
。」
と
い
う
、
偶
然
に
よ
っ

て
生
死
が
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
哀
れ
な
存
在
と
し
て
の

生
き
物
の
「
寂
し
い
気
持
ち
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自

分
の
生
と
死
を
客
観
的
に
捉
え
た
こ
と
ば
で
あ
り
、
こ

こ
で
主
人
公
は
現
実
の
生
の
世
界
へ
帰
還
す
る
端
緒
を

摑
ん
だ
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
般
に
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
生
死
の

「
偶
然
」
の
認
識
は
『
城
の
崎
に
て
』
の
中
心
的
な
テ

ー
マ
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
主
人
公
が
現
実
の
生
の
世

界
に
帰
還
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。

　

一
方
で
、
主
人
公
は
、
自
分
が
偶
然
生
き
残
っ
た
こ

い
う
」
状
態
と
「
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
」
状
態
に
差

が
な
い
と
い
う
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
常
識
的
な
認
識
の

枠
組
み
を
揺
る
が
す
よ
う
な
感
触
を
得
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。

＊
『
城
の
崎
に
て
』
の
主
題

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
主
人
公
は
鉄
道
事
故
で
心
に

衝
撃
を
受
け
、
魂
が
肉
体
か
ら
離
れ
る
よ
う
な
離
人
症

的
状
態
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
実
質
的
に
主
人
公
は
こ

の
現
実
世
界
で
生
き
て
い
る
実
感
が
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
死
に
対
し
て
「
親
し
み
」
を
感
じ
た
の
は
、
そ
う

感
じ
る
自
分
自
身
が
こ
の
世
界
で
「
生
き
て
」
い
な
か

っ
た
か
ら
な
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
主
人
公
が
死
の
諸
相

に
関
わ
り
な
が
ら
自
分
自
身
の
存
在
の
意
味
を
探
究
し
、

何
と
か
自
分
の
人
生
を
取
り
戻
す
、
と
い
う
の
が
、

『
城
の
崎
に
て
』
と
い
う
小
説
の
主
題
の
一
つ
で
あ
っ

た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
主
人
公
は
い
も
り
の
死
を
き
っ
か
け

に
生
の
世
界
に
帰
還
で
き
た
の
か
。

　

そ
れ
は
い
も
り
が
自
分
の
代
わ
り
に
し
っ
か
り
と
死

ん
で
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
が
余
り
に
衝
撃
的
な
発
見

で
あ
っ
た
の
で
、
主
人
公
は
混
乱
し
、「
い
も
り
空
間
」

か
ら
離
れ
て
い
く
際
の
最
後
に
語
ら
れ
る
「
足
の
踏
む

感
覚
も
視
覚
を
離
れ
て
、
い
か
に
も
不
確
か
だ
っ
た
。」

と
い
う
浮
遊
感
の
中
に
旅
館
に
帰
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

＊
『
城
の
崎
に
て
』
に
お
け
る
死
の
諸
相

　

小
説
『
城
の
崎
に
て
』
に
お
い
て
は
、
主
人
公
が
体

験
す
る
死
の
諸
相
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。（
図
Ｂ
）

　

ま
ず
は
死
ん
だ
蜂
に
よ
っ
て
死
後
の
様
子
が
語
ら
れ
、

そ
の
「
静
け
さ
」
に
引
き
付
け
ら
れ
つ
つ
、
も
し
か
し

た
ら
死
ん
で
い
た
か
も
知
れ
な
い
自
分
の
死
骸
の
映
像

が
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
心
の
平
静
を
求
め
て
い

た
主
人
公
の
願
う
「
静
け
さ
」
で
あ
り
、
観
念
的
で
ロ

マ
ン
チ
ッ
ク
な
も
の
だ
と
言
え
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
の

同
化
は
表
面
を
な
ぞ
る
よ
う
な
表
層
的
な
も
の
に
留
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。（
①
）

　

次
に
川
に
投
げ
込
ま
れ
て
死
ぬ
こ
と
を
運
命
づ
け
ら

れ
た
鼠
の
必
死
の
形
相
に
、
事
故
後
の
自
分
の
生
に
執

着
す
る
映
像
が
重
ね
ら
れ
、
死
に
至
る
ま
で
の
様
子
が

語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
分
の
経
験
に
通
ず
る
も
の

故
に
深
い
同
化
が
感
じ
ら
れ
る
。（
②
）

　

こ
こ
ま
で
来
て
一
つ
だ
け
足
り
な
い
映
像
が
あ
る
。

そ
れ
は
死
ぬ
瞬
間
の
そ
れ
で
あ
る
。（
③
）
そ
こ
で
、
主

人
公
は
い
も
り
を
使
っ
て
試
し
て
み
る
（
勿
論
こ
れ
は

無
意
識
に
）。
そ
の
死
は
や
は
り
自
分
の
事
故
を
再
現

し
た
も
の
で
あ
り
、「
偶
然
」
に
起
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
死
ん
だ
い
も
り
と
深
く
同
化
す
る
こ
と
で
自

分
の
生
と
死
の
意
味
を
知
ろ
う
と
す
る
主
人
公
＝
語
り

手
で
あ
っ
た
が
、
思
い
が
け
な
く
も
「
生
き
て
い
る
と

死
ぬ
ま
で

死
ん
で
か
ら

鼠

① ②

③

蜂

い
も
り

死
ぬ
瞬
間

図Ｂ
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の
「
書
く
現
在
」「
語
る
現
在
」
に
お
い
て
現
実
世
界

に
復
帰
し
た
の
で
あ
る
。

　

同
時
に
、
そ
こ
で
「
死
の
感
触
」
を
は
っ
き
り
と
味

わ
う
中
で
、
後
に
「
帰
る
べ
き
場
所
と
し
て
の
死
＝
自

然
」
と
い
う
認
識
に
結
実
す
る
自
分
の
考
え
る
べ
き
テ

ー
マ
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

意
図
せ
ず
し
て
「
黄
泉
の
国
」
に
入
っ
て
し
ま
っ
て

い
た
主
人
公
が
、
こ
こ
で
や
っ
と
の
こ
と
で
「
自
分
は

脊
椎
カ
リ
エ
ス
に
な
る
だ
け
は
助
か
っ
た
。」
と
現
実

世
界
の
生
の
世
界
で
書
き
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
。

　

こ
れ
こ
そ
が
文
章
体
験
と
い
う
も
の
の
本
質
で
あ
り
、

書
き
始
め
た
時
の
自
分
が
語
り
終
わ
っ
た
時
に
は
違
う

人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
新
し
い
自
分
に

な
っ
た
主
人
公
＝
語
り
手
＝
作
者
は
、
最
後
に
心
身
と

も
に
安
定
し
た
場
所
か
ら
現
在
の
状
況
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
た
の
だ
。
言
語
化
す
る
と
は
ま
さ
に
「
治
療
」

と
も
な
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
八
月
に
電
車
に
は
ね
ら
れ

負
傷
し
て
か
ら
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
五
月
に
『
城

の
崎
に
て
』
を
発
表
す
る
ま
で
ほ
ぼ
沈
黙
状
態
で
あ
っ

た
志
賀
直
哉
が
、
こ
れ
以
降
、
旺
盛
な
作
家
活
動
を
再

開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
一
つ
に
は
こ
の
文
章
体

験
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
城
の
崎
に
て
』
と
は
、
作
家
が
敢
え
て
黄
泉
の
空

間
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
再
現
し
、
そ
こ
で
生
き
直
し

な
が
ら
実
地
検
分
し
て
、
今0

こ
こ
で
自
分
の
生
を
取
り

戻
す
実
践
を
行
う
と
い
う
ラ
イ
ヴ
感
溢
れ
た
恐
る
べ
き

小
説
だ
っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

か
っ
た
。
主
人
公
時
任
謙
作
が
伯
耆
大
山
へ
の
登
山
で

身
体
的
危
機
に
陥
っ
た
際
に
、
大
自
然
と
の
融
合
を
味

わ
う
場
面
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

勿
論
、
そ
の
「
死
の
感
触
」
は
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
残
っ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
を
他
人
に
理
解
可
能

な
も
の
と
し
て
表
現
で
き
る
ま
で
は
、
や
は
り
そ
れ
だ

け
の
年
月
と
、
作
家
と
し
て
あ
る
い
は
人
間
と
し
て
の

成
熟
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
帰
る
べ
き
場
所
と
し
て
の
死
＝
自
然
。

　

簡
単
に
言
え
ば
、
こ
の
認
識
に
繫
が
る
発
見
を
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
主
人
公
＝
作
者
は
こ
の
現
実
世
界
に

や
っ
と
帰
還
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
こ
こ
で
主
人

公
＝
作
者
志
賀
直
哉
に
と
っ
て
城
崎
で
の
事
件
は
こ
の

よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
が
本
多
氏
の

言
う
よ
う
に
『
暗
夜
行
路
』
と
い
う
傑
作
長
編
の
完
成

へ
と
繫
が
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

＊
最
後
に

　

そ
れ
で
は
、『
城
の
崎
に
て
』
で
主
人
公
＝
作
者
は

い
つ
の
時
点
で
、
現
実
世
界
に
帰
還
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

勿
論
、「
今
」
で
あ
る
。
そ
の
「
今
」
と
は
、
本
論
冒

頭
で
述
べ
た
「
語
り
手
が
語
る
現
在
」
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
城
崎
温
泉
に
逗
留
し
て
か
ら
三
年
経
っ
て
、

作
者
志
賀
直
哉
が
書
斎
で
「
城
の
崎
に
て
」
の
原
稿
を

書
き
（
語
り
）
始
め
、
城
崎
温
泉
に
逗
留
し
て
い
た
当

時
の
自
分
に
同
化
し
な
が
ら
、
自
分
の
体
験
し
た
こ
と

を
も
う
一
度
や
り
直
し
、
生
死
の
偶
然
性
と
い
う
認
識

を
改
め
て
確
認
し
つ
つ
、
自
分
が
生
の
側
に
弾
き
飛
ば

さ
れ
た
と
い
う
当
時
の
漠
然
と
し
た
感
じ
を
は
っ
き
り

と
対
象
化
し
て
「
体
験
化
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

と
に
つ
い
て
は
「
感
謝
し
な
け
れ
ば
済
ま
ぬ
よ
う
な

気
」
が
し
つ
つ
も
、「
実
際
喜
び
の
感
じ
は
湧
き
上
が

っ
て
は
来
な
か
っ
た
」
と
思
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は

「
死
の
感
触
」
を
味
わ
う
と
い
う
強
烈
な
体
験
を
し
て

し
ま
っ
た
か
ら
な
の
だ
。
リ
ア
ル
な
死
の
実
感
と
言
っ

た
も
の
が
、
作
品
初
め
に
語
ら
れ
る
死
へ
の
「
親
し

み
」
を
、
そ
れ
が
所
詮
は
観
念
的
で
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な

も
の
で
し
か
な
い
も
の
と
し
て
否
定
し
て
し
ま
っ
た
の

だ
。
こ
の
「
発
見
」
が
『
城
の
崎
に
て
』
の
も
う
一
つ

の
主
題
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

＊
志
賀
に
と
っ
て
の
『
城
の
崎
に
て
』
の
意
味

　

例
え
ば
本
多
秋
五
氏
は
岩
波
新
書
の
『
志
賀
直
哉  

上
』
で
、「
私
は
『
暗
夜
行
路
』
の
結
末
は
『
城
の
崎

に
て
』
の
拡
大
深
化
版
だ
と
い
う
説
を
、
そ
の
後
一
度

も
疑
っ
た
こ
と
が
な
い
。」（
p. 

249
）
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
定
説
と
な
っ
た
考
え
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、

実
は
、
二
つ
の
作
品
の
繫
が
り
は
現
在
の
と
こ
ろ
余
り

は
っ
き
り
し
た
も
の
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
本
多
氏
は

「
自
我
の
殻
の
溶
解
」
と
い
う
こ
と
ば
で
二
つ
の
作
品

の
共
通
性
を
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
外
面
的
相
同

性
で
あ
る
に
過
ぎ
ま
い
。
し
か
し
、
今
回
の
我
々
の
考

察
に
よ
っ
て
二
つ
の
作
品
は
実
質
的
に
繫
が
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
『
城
の
崎
に
て
』
の
主
人
公
が
味
わ
っ
て
し
ま
っ
た

「
死
の
感
触
」
の
内
実
は
読
者
に
も
伝
わ
ら
な
い
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
知
っ
た
主
人
公
の
衝
撃
だ
け
が
表
現

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
内
実
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
は
二
十
年
後
の
昭
和
十
二
年
（
一
九
三

七
）
の
『
暗
夜
行
路
』
後
編
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
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