
「城の崎にて」における＜共感の共同体＞-アレゴリ
ーとしての「范の犯罪」-

言語: jpn

出版者: 明治大学大学院

公開日: 2010-03-09

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 永井, 善久

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10291/7309URL



文
学
研
究
論
集
第
1
1
号
鱒
・
9

「
城
の
崎
に
て
」
に
お
け
る
〈
共
感
の
共
同
体
＞

　
　
　
　
　
ー
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
萢
の
犯
罪
」
ー

↓
冨
8
ヨ
ヨ
巨
芽
。
h
聲
日
冨
梓
ゴ
矯
鼠
9
．
．
固
ぎ
紹
軍
葺
①
．
「
、
、
国
き
ま
冨
自
巴
．
、
①
ω
き
巴
。
σ
q
o
q
I

博
士
後
期
課
程

日
本
文
学
専
攻
　
一
九
九
五
年
度
入
学

永
　
　
井
　
　
善
　
　
久

　
　
　
　
　
団
o
ω
匡
三
ω
9
2
曽
σ
q
巴

1

　
表
現
の
背
後
に
く
真
理
V
や
く
本
質
V
が
実
在
す
る
、
あ
る
い
は
、
〈
現
実
〉
が

こ
と
ぽ
を
媒
体
に
し
て
表
出
さ
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
思
考
が
近
代
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

降
の
日
本
で
も
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
こ
う
し
た
エ
ピ
ス
テ
ー

メ
ー
は
文
学
テ
ク
ス
ト
の
受
容
と
い
う
局
面
に
お
い
て
も
、
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　
例
え
ぽ
研
究
者
が
志
賀
直
哉
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
受
容
す
る
際
、
テ
ク
ス
ト
を
織
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
す
言
説
を
い
か
に
深
く
味
わ
え
る
か
、
換
言
す
る
な
ら
ぽ
、
表
現
の
背
後
に
ど
の

く
ら
い
深
甚
な
象
徴
的
な
意
味
の
領
野
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
こ
の
よ
う

な
問
題
が
あ
た
か
も
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
付
き
纏
っ
て
く
る

ら
し
い
。
次
に
引
用
す
る
、
志
賀
直
哉
研
究
史
に
燦
然
と
そ
の
名
を
輝
か
せ
る
二
人

の
大
家
の
評
言
は
、
志
賀
研
究
に
お
い
て
卓
越
し
た
読
み
と
は
い
か
な
る
も
の
か
と

い
う
範
を
示
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
母
の
死
と
新
し
い
母
」
（
『
朱
樂
』

明
4
5
・
2
）
を
鑑
賞
し
な
が
ら
、
須
藤
松
雄
は
次
の
よ
う
な
感
慨
の
声
を
洩
ら
す
。

（
略
）
主
人
公
が
生
母
へ
の
み
や
げ
に
買
っ
た
江
の
島
の
貝
細
工
の
「
櫛
、
笄
、

根
掛
け
、
管
」
の
よ
う
な
も
の
ま
で
、
実
に
必
然
的
な
感
じ
で
し
る
さ
れ
、
べ

つ
だ
ん
こ
れ
と
い
う
描
写
は
見
ら
れ
ず
、
名
詞
が
並
ん
で
い
る
だ
け
だ
が
、
そ

れ
ぞ
れ
的
確
な
存
在
感
を
持
ち
、
全
編
に
と
っ
て
、
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
部
分
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
実
に
美
し
い
。

　
須
藤
が
「
実
に
美
し
い
」
と
感
じ
入
る
の
は
、
主
人
公
が
母
親
へ
の
土
産
を
選
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
こ

件
、
「
江
の
島
の
貝
細
工
で
は
チ
ヨ
i
貝
と
い
ふ
質
が
一
番
上
等
と
な
つ
て
居
た
か
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ら
、
そ
れ
で
頭
の
物
を
揃
へ
や
う
と
思
つ
た
。
櫛
、
笄
、
根
掛
け
、
管
、
こ
れ
だ
け

を
三
日
か
Σ
つ
て
丁
寧
に
見
立
て
た
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
が
、
こ
の
文
宇
通
り
の

名
詞
の
羅
列
に
、
須
藤
は
「
セ
ザ
ソ
ヌ
の
一
枚
の
静
物
画
」
に
描
か
れ
た
オ
ブ
ジ
ェ

と
共
通
す
る
美
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　
あ
る
い
は
本
多
秋
五
も
、
「
好
人
物
の
夫
婦
」
（
『
新
潮
』
大
6
・
8
）
の
有
名
な

書
出
し
に
深
く
感
じ
入
っ
て
し
ま
う
。

　
「
深
い
秋
の
静
か
な
晩
だ
つ
た
。
沼
の
上
を
雁
が
暗
い
て
通
る
」
／
た
っ
た
ふ

た
筆
で
、
寝
静
ま
っ
た
沼
べ
り
の
村
と
、
平
和
な
家
庭
の
空
気
と
が
、
名
画
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

よ
う
に
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。

　
単
な
る
名
詞
の
羅
列
に
深
い
美
を
味
わ
い
、
最
小
限
の
表
現
か
ら
滲
み
出
て
く
る

余
韻
に
浸
る
幸
福
な
享
受
者
た
ち
。
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
一
つ
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
に
直
結

さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
可
能
な
限
り
広
範
な
概
念
を
コ
ノ
ー
ト
さ
せ
て
賞
玩
す
る
読

み
。
本
稿
で
扱
う
「
城
の
崎
に
て
」
（
『
白
樺
』
大
6
・
5
）
に
お
い
て
も
事
情
は
同

じ
で
あ
る
。
「
山
の
裾
を
廻
つ
て
ゐ
る
あ
た
り
の
小
さ
な
潭
に
な
つ
た
所
に
山
女
が

沢
山
集
つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
尚
よ
く
見
る
と
、
足
に
毛
の
生
え
た
大
き
な
川
蟹
が
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
や
う
に
凝
然
と
し
て
居
る
の
を
見
つ
け
る
事
が
あ
る
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
記

述
を
取
り
上
げ
、
宮
崎
隆
広
は
、

こ
こ
で
は
「
山
女
」
「
川
蟹
」
は
「
観
」
ら
れ
る
存
在
と
な
り
、
燵
銀
の
よ
う

な
微
妙
な
意
味
の
光
を
放
っ
て
来
る
。
死
の
経
験
に
よ
っ
て
、
共
同
幻
想
の
生

の
秩
序
か
ら
逸
出
し
た
〈
自
分
〉
の
内
面
の
表
象
と
し
て
の
異
類
の
生
の
た
た

ず
ま
い
で
あ
る
、
そ
れ
も
、
人
間
に
近
い
陸
生
動
物
な
ら
ぬ
、
冷
た
い
水
生
生

物
と
し
て
の
異
類
の
生
の
た
た
ず
ま
い
で
あ
る
。
〈
自
分
〉
は
輪
廻
転
生
の
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

て
の
も
う
一
つ
の
生
を
「
観
」
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
い
う
具
合
に
、
さ
り
げ
な
く
点
綴
さ
れ
た
「
山
女
」
「
川
蟹
」
の
背
後
に
、
過

剥
な
ま
で
の
象
徴
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
。
志
賀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
テ
ク
ス
ト
に
お
い

て
は
、
語
り
が
提
示
す
る
物
語
世
界
を
享
受
す
る
の
み
な
ら
ず
、
表
現
の
奥
の
よ
り

深
い
意
味
の
領
野
に
到
達
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
語
り
に
共
感
し
、
テ
ク
ス
ト
の
秘
奥
に
浸
る
読
み
の
悦
楽
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な

志
賀
直
哉
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
特
質
と
そ
の
受
容
を
巡
っ
て
の
問
題
点
を
、
「
萢
の
犯

罪
」
（
『
白
樺
』
大
2
・
1
0
）
、
「
城
の
崎
に
て
」
と
い
う
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
中
心
に

考
察
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
中
、
「
萢
の
犯
罪
」
は
お
よ
そ
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
と

は
見
倣
せ
な
い
抽
象
的
な
舞
台
設
定
を
有
し
て
お
り
、
観
念
的
な
作
品
と
捉
え
る
見

方
が
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
検
討
す
る
に
は
適
当
な
テ

ク
ス
ト
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
抽
象
的
・
観
念
的
で
あ
る

だ
け
、
志
賀
直
哉
の
小
説
技
法
の
核
心
が
一
層
顕
在
化
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ

る
。
加
え
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
作
者
志
賀
の
意
図
と
は
関
係
な
く
、

志
賀
直
哉
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
享
受
に
関
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
、
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
か

た
ち
で
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
萢
の
犯
罪
」
と
い
う
非
リ
ア
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ズ
ム
テ
ク
ス
ト
は
、
志
賀
直
哉
の
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
と
そ
の
効
果
を
読
み
解
く
た
め

の
、
特
権
的
な
テ
ク
ス
ト
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
最
終
的
に
「
萢
の
犯

罪
」
を
解
釈
コ
ー
ド
に
し
て
、
志
賀
直
哉
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
代
表
作
「
城
の
崎
に

て
」
受
容
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
検
討
し
、
そ
の
上
で
「
城
の
崎
に
て
」
と
い
う
テ
ク
ス
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ト
の
特
質
を
分
析
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。

2

　
電
車
事
故
で
九
死
に
一
生
を
得
た
「
自
分
」
が
、
療
養
先
の
温
泉
で
目
撃
し
た

「
蜂
・
鼠
・
い
も
り
」
の
死
を
意
味
・
価
値
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
透
徹
し
た
死
生

観
を
開
陳
す
る
と
い
う
体
裁
の
「
城
の
崎
に
て
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
最

初
に
注
意
を
払
い
た
い
の
は
「
い
も
り
」
の
死
の
件
で
あ
る
。
「
自
分
」
の
投
げ
た

石
が
命
中
し
て
死
ん
だ
「
い
も
り
」
の
描
写
に
続
き
、
「
自
分
」
は
そ
の
観
察
し
た

対
象
を
次
の
よ
う
に
意
味
・
価
値
づ
け
る
。

自
分
は
飛
ん
だ
事
を
し
た
と
思
つ
た
。
虫
を
殺
す
事
を
よ
く
す
る
自
分
で
あ
る

が
そ
の
気
が
全
く
な
い
の
に
殺
し
て
了
つ
た
の
は
自
分
に
妙
な
い
や
な
気
を
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

し
た
。
素
よ
り
自
分
の
仕
た
事
で
は
な
か
つ
た
が
如
何
に
も
偶
然
だ
つ
た
。
い

も
り
に
と
つ
て
は
全
く
不
意
な
死
で
あ
つ
た
。
自
分
は
暫
く
其
所
に
し
や
が
ん

で
ゐ
た
。
い
も
り
と
自
分
だ
け
に
な
つ
た
や
う
な
心
持
が
し
て
、
い
も
り
の
身

に
自
分
が
な
つ
て
其
心
持
を
感
じ
た
。
可
愛
想
に
思
ふ
と
同
時
に
、
生
き
物
の

淋
し
さ
を
一
緒
に
感
じ
た
。
自
分
は
偶
然
に
死
な
x
か
つ
た
。
い
も
り
は
偶
然

に
死
ん
だ
。
自
分
は
淋
し
い
気
持
に
な
つ
て
漸
く
足
元
の
見
え
る
路
を
温
泉
宿

の
方
に
帰
つ
て
来
た
。

　
死
ん
だ
「
い
も
り
」
の
心
意
を
推
察
し
「
生
き
物
の
淋
し
さ
を
一
緒
に
感
じ
」
と

り
、
や
が
て
「
生
き
て
居
る
事
と
死
ん
で
了
つ
て
ゐ
る
事
と
そ
れ
は
、
両
極
で
は

な
」
く
、
「
そ
れ
程
に
差
は
な
い
や
う
」
に
感
じ
る
「
自
分
」
。
こ
の
「
自
分
」
の
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

識
に
対
し
て
は
、
従
来
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
認
識

に
到
達
し
た
「
自
分
」
の
心
境
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
の
誘
導
や
、
あ
る

い
は
志
賀
の
伝
記
的
事
実
の
参
照
か
ら
、
作
者
自
身
の
心
境
と
同
一
視
さ
れ
る
傾
向

が
強
か
っ
た
た
め
に
、
伝
統
的
に
志
賀
の
く
自
我
V
の
成
熟
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
例
え
ぽ
本
多
秋
五
は
、
「
城
の
崎
に
て
」
を
「
萢
の
犯
罪
」
と

比
較
し
て
、
作
者
の
成
長
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
『
萢
の
犯
罪
』
の
哲
学
は
、
自
我
あ
っ
て
、
自
我
を
超
え
た
も
の
を
知
ら
ぬ
、

恐
い
も
の
な
し
の
哲
学
で
あ
っ
た
。
こ
こ
（
「
城
の
崎
に
て
」
を
指
す
ー
引

用
者
註
）
に
は
自
我
を
超
え
た
も
の
の
感
得
が
あ
り
、
何
も
の
か
に
対
し
て
畏

れ
慎
し
む
謙
虚
な
気
持
が
静
か
に
醸
さ
れ
て
い
る
。
俺
が
俺
が
の
小
我
が
破
れ

て
、
客
観
の
世
界
が
一
段
と
く
っ
き
り
見
え
る
澄
明
な
眼
が
見
開
か
れ
て
い

る
。
自
我
は
、
自
我
を
超
え
た
何
も
の
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
、
『
萢
の
犯
罪
』

に
お
け
る
肥
大
が
収
縮
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
『
萢
の
犯
罪
』
に
見
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

あ
の
高
転
び
の
危
さ
が
消
え
、
揺
ぎ
な
い
落
着
き
を
え
て
い
る
。

　
本
多
が
「
自
分
」
1
1
志
賀
の
心
境
を
い
か
に
高
く
評
価
し
て
い
る
か
、
一
目
瞭
然

で
あ
ろ
う
。
「
客
観
の
世
界
が
一
段
と
く
っ
き
り
見
え
る
澄
明
な
眼
」
と
い
う
表
現

に
端
的
に
窺
え
る
よ
う
に
、
本
多
は
「
自
分
」
に
密
着
し
た
語
り
に
全
幅
の
信
頼
を

寄
せ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
信
頼
の
上
に
立
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
深
い
味
わ

い
を
堪
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
「
城
の
崎
に
て
」
を
、
作
者
志
賀
か
ら
切
り
離
し
て
論
じ
る
立
場
を
明
確
に

打
ち
出
し
た
猪
熊
理
恵
に
し
て
も
、
語
り
の
提
示
す
る
世
界
へ
の
没
入
と
い
う
点
で
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は
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
件
を
猪
熊
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
死
は
突
如
、
「
偶
然
」
に
や
っ
て
来
る
。
誰
か
、
あ
る
い
は
何
か
の
意
思
が

「
死
」
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
。
「
自
分
」
に
し
て
も
蝶
螺
を
殺
す
意
志
な
ど

毛
頭
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
。
「
生
き
物
」
は
死
に
対
し
て
何
の
抵
抗
を
す
る

こ
と
も
出
来
な
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
生
」
や
「
死
」

は
、
人
間
の
考
え
、
力
の
及
ぶ
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
「
生
き
物
」
と
は
そ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

な
「
淋
し
い
」
存
在
な
の
だ
。

　
猪
熊
の
場
合
は
、
本
多
以
上
に
語
り
が
提
示
す
る
世
界
に
引
き
込
ま
れ
、
「
生
」

と
「
死
」
、
「
生
き
物
」
の
〈
真
理
〉
に
感
じ
入
る
と
い
う
ナ
イ
ー
ブ
な
読
み
を
紡
い

で
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
る
で
「
自
分
」
の
心
境
に
共
振
す
る
か
の

よ
う
な
こ
れ
ら
の
評
言
か
ら
窺
え
る
こ
と
は
、
志
賀
直
哉
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
い
て

は
、
焦
点
人
物
に
密
着
し
た
語
り
と
、
テ
ク
ス
ト
の
受
容
者
と
の
間
に
均
質
的
な
共

感
の
絆
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
だ
。
成
熟
し
た
焦
点
人
物
の
心
境
に
共
鳴
す
る
こ
と

が
、
自
ら
の
読
み
の
成
熟
を
証
す
と
い
っ
た
循
環
的
な
機
制
が
働
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
受
容
法
と
、
前
章
で
触
れ
た
あ
ら
ゆ
る
表
現
の
背
後
に
象
徴
を
読

み
取
ろ
う
と
す
る
暗
号
解
読
に
も
似
た
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
の
間
に
は
、
ほ
と
ん
ど

懸
隔
が
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
表
現
の
背
後
に
透
徹
し
た
心

境
や
「
美
」
と
い
っ
た
も
の
が
実
体
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に

想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
テ
ク
ス
ト
の
語
り
と
受
容
者
と
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
る
均
質
的
な
〈
共
感
の
共
同

体
〉
。
だ
が
「
城
の
崎
に
て
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
幸
福
な
共
同
体

を
作
者
の
意
図
と
は
関
係
な
く
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
過
剰
性
を
、
実

は
含
み
込
ん
で
も
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
城
の
崎
に
て
」
に
は
、
自
ら
の

受
容
の
仕
方
を
誘
導
す
る
自
己
言
及
的
な
記
述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
蜂
の
死
骸
の

「
静
か
さ
」
に
親
し
み
を
感
じ
る
心
境
が
語
ら
れ
た
後
に
、
テ
ク
ス
ト
は
次
の
よ
う

に
綴
ら
れ
て
い
る
。

自
分
は
「
萢
の
犯
罪
」
と
い
ふ
短
篇
小
説
を
そ
の
少
し
前
に
書
い
た
。
萢
と
い

ふ
支
那
人
が
過
去
の
出
来
事
だ
つ
た
結
婚
前
の
妻
と
自
分
の
友
達
だ
つ
た
男
と

の
関
係
に
対
す
る
嫉
妬
か
ら
生
理
的
方
面
の
圧
迫
も
そ
れ
を
助
長
し
て
そ
の
妻

を
殺
す
事
を
書
い
た
。
自
分
は
そ
れ
に
萢
の
気
持
を
主
に
し
て
書
い
た
。
然
し

自
分
は
今
は
萢
の
妻
の
気
持
を
主
に
し
て
、
仕
舞
に
殺
さ
れ
て
今
は
墓
の
下
に

ゐ
る
、
そ
の
静
か
さ
を
書
き
た
い
と
思
つ
た
。
「
殺
さ
れ
た
る
萢
の
妻
」
を
書

か
う
と
思
つ
た
。
そ
れ
は
と
う
く
書
か
な
か
つ
た
が
自
分
に
は
そ
ん
な
要
求

が
起
つ
て
ゐ
た
。

　
「
萢
の
犯
罪
」
に
言
及
す
る
こ
の
件
は
、
重
友
毅
が
難
じ
る
よ
う
な
「
あ
ら
ず
も

　
　
　
　
（
9
）

が
な
の
一
節
」
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
記
述
は
、
前
に
も
触
れ

た
よ
う
に
「
自
分
」
を
作
者
志
賀
と
同
一
視
し
て
把
握
す
る
よ
う
誘
導
す
る
語
り
の

メ
タ
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
萢
の
犯
罪
」
と
は
対
照
的
な
テ
ク
ス
ト

と
し
て
「
城
の
崎
に
て
」
、
と
り
わ
け
蜂
の
死
の
一
節
を
受
容
す
る
よ
う
に
促
す
遂

行
的
な
言
辞
で
あ
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ぽ
「
城
の
崎
に
て
」
と
い
う
テ

ク
ス
ト
、
特
に
蜂
の
死
の
件
は
、
書
か
れ
な
か
っ
た
「
殺
さ
れ
た
る
萢
の
妻
」
の
代

わ
り
に
書
か
れ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
し
か
も
先
の
本
多
の
評
か
ら
も
窺
え
る
よ
う

110



に
、
多
く
の
場
合
、
受
容
者
は
「
萢
の
犯
罪
」
の
世
界
よ
り
も
「
城
の
崎
に
て
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

世
界
の
方
を
高
く
価
値
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
城
の
崎
に
て
」
の
受
容
の
方
向
付
け
に
積
極
的
に
関
与
す
る
「
萢

の
犯
罪
」
は
、
「
城
の
崎
に
て
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
と
っ
て
の
〈
代
補
〉
で
あ
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
〈
代
補
〉
と
は
中
心
を
支
え
る
周
縁
の
位
置

に
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
な
く
し
て
中
心
の
同
一
性
が
維
持
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味

で
は
、
逆
に
中
心
を
脅
か
す
存
在
で
も
あ
る
。
「
萢
の
犯
罪
」
も
ま
た
、
語
り
の
促

す
通
り
の
読
み
を
「
城
の
崎
に
て
」
に
も
た
ら
す
た
め
の
媒
体
と
い
う
に
と
ど
ま
ら

な
い
。
そ
れ
は
語
り
の
誘
導
を
裏
切
り
、
中
心
1
1
「
城
の
崎
に
て
」
を
脅
か
す
不
穏

な
過
剰
と
し
て
「
城
の
崎
に
て
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

テ
ク
ス
ト
に
亀
裂
を
走
ら
せ
、
〈
意
味
〉
が
充
溢
す
る
の
を
妨
げ
、
テ
ク
ス
ト
を
機

能
不
全
に
追
い
込
み
か
ね
な
い
脅
威
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
。
「
萢
の
犯
罪
」

は
「
城
の
崎
に
て
」
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
厄
介
な
、
危
険
極
ま
り
な
い
存
在
な
の

で
あ
る
。
次
章
で
は
「
萢
の
犯
罪
」
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
不
穏
な
過
剰

の
内
実
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

3

　
「
萢
の
犯
罪
」
は
テ
ク
ス
ト
内
の
記
述
が
圧
倒
的
に
萢
の
証
言
に
費
や
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
意
味
で
紅
野
敏
郎
の
「
作
品
の
中
心
は
、
あ
く
ま
で
も
裁
判
官
の
質
問
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

応
じ
て
語
る
萢
の
心
理
そ
の
も
の
に
お
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
は
、
ま
ず
は
穏

当
な
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
語
り
が
、
登
場
人
物
か

ら
は
明
確
に
分
離
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
三
人
称
の
語
り
で
あ
る
と
い
う
当
た
り
前
の
事

実
は
、
改
め
て
確
認
し
て
置
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
語
り
の
存
在
に
よ
っ

て
、
「
作
品
の
中
心
」
と
さ
れ
る
「
萢
の
心
理
」
だ
け
が
テ
ク
ス
ト
を
支
配
す
る
と

い
う
事
態
が
免
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
奇
術
師
の
萢
が
、
ナ
イ
フ
投
げ
の
演
芸
で
不
和
だ
っ
た
妻
の
頸
に
ナ
イ
フ
を
命
中

さ
せ
、
死
な
せ
て
し
ま
う
。
語
り
は
物
語
の
枠
を
次
の
よ
う
に
提
示
す
る
。

　
現
場
は
座
長
も
、
助
手
の
支
那
人
も
、
口
上
云
ひ
も
、
尚
三
百
人
余
り
の
観

客
も
見
て
ゐ
た
。
観
客
席
の
端
に
一
段
高
く
、
椅
子
を
か
ま
へ
て
一
人
の
巡
査

も
見
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
所
が
此
事
件
は
こ
れ
程
大
勢
の
視
線
の
中
心
に
行
は

れ
た
事
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
故
意
の
業
か
過
ち
の
出
来
事
か
y
全
く
解
か

ら
な
く
な
つ
て
了
っ
た
。

　
事
件
を
目
撃
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
全
く
意
味
・
価
値
づ
け
え
な
い
無
力
な
観
察
者

た
ち
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
座
長
や
助
手
を
尋
問
す
る
裁
判
官
に
も
事
件
の
意
味
・

価
値
づ
け
は
行
い
え
な
い
。
事
件
の
意
味
や
価
値
を
支
配
す
る
こ
と
の
で
き
る
主
観

は
、
容
疑
者
の
萢
し
か
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
萢
自
身
に
も
自
分
の
行
為
が
「
故
意

の
業
か
過
ち
の
出
来
事
か
」
不
分
明
な
の
だ
。
だ
が
萢
は
、
判
ら
な
い
が
故
に
「
自

白
」
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
自
分
を
有
罪
と
す
る
証
拠
は
存
在
せ

ず
、
そ
れ
を
「
愉
快
で
く
な
ら
な
」
い
こ
と
と
し
て
把
握
す
る
。
萢
は
妻
の
死
を

快
い
も
の
と
意
味
・
価
値
づ
け
、
自
分
を
「
無
罪
」
と
し
て
提
示
す
る
。
妻
の
死
が

「
故
意
」
か
「
過
ち
」
か
断
定
で
き
な
い
以
上
、
自
分
を
有
罪
と
意
味
づ
け
う
る
者

は
誰
も
い
な
い
と
言
わ
ん
ぽ
か
り
の
自
信
を
持
っ
て
。
強
力
な
唯
一
の
主
観
に
よ
っ

て
意
味
・
価
値
づ
け
ら
れ
支
配
さ
れ
た
世
界
を
裁
判
官
は
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
ず
、

萢
の
「
無
罪
」
を
承
認
す
る
。
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け
れ
ど
も
事
件
の
意
味
・
価
値
づ
け
に
強
大
な
支
配
権
を
持
つ
萢
と
、
上
位
の
審

級
に
あ
る
語
り
と
で
は
、
一
体
ど
ち
ら
が
事
件
の
真
相
（
事
件
前
後
の
萢
の
心
理
）

に
関
す
る
情
報
を
よ
り
多
く
保
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
語
り
に
よ
っ

て
裁
判
官
の
心
中
は
は
っ
き
り
と
再
現
さ
れ
て
い
る
（
「
（
謀
殺
と
す
れ
ぽ
こ
れ
程
巧

み
な
謀
殺
は
な
い
と
裁
判
官
は
考
へ
た
）
」
）
の
に
対
し
、
萢
の
場
合
に
は
、
供
述
の

中
で
萢
自
ら
が
語
っ
た
部
分
で
し
か
そ
の
心
理
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
萢
に
関
し
て
は
、
語
り
は
そ
の
内
部
に
立
ち
入
っ
て
説
明
す
る
こ
と
を
放
棄

し
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
萢
の
心
理
に
関
す
る
情
報
は
、
供
述
の

語
り
手
で
あ
る
萢
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
る
と
判
断
し
う
る
の
で
あ
る
。
だ
が
語

り
は
、
萢
の
供
述
の
真
実
性
を
宙
吊
り
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
記
述
を
テ
ク
ス
ト
内

で
実
は
行
っ
て
い
る
。
萢
と
裁
判
官
の
対
面
の
件
で
は
、
「
一
眼
で
烈
し
い
神
経
衰

弱
に
か
x
つ
て
ゐ
る
事
が
裁
判
官
に
解
つ
た
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
萢
の
「
神
経
衰
弱
」
は
語
り
の
提
示
す
る
テ
ク
ス
ト
内
に
お
け
る
「
事
実
」
で

あ
る
と
同
時
に
、
裁
判
官
も
そ
の
「
事
実
」
を
認
識
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
さ

ら
に
こ
の
記
述
は
、
こ
の
後
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
萢
の
供
述
の
信
愚
性
に
対

し
て
、
読
者
に
留
保
す
る
よ
う
促
す
語
り
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
る
は
ず
だ
）
。
そ

う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
官
は
結
局
そ
の
「
事
実
」
を
抑
圧
し
、
萢
の
意

味
・
価
値
づ
け
に
説
得
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
し
か
も
裁
判
官
は
、
萢
の
飛
躍
し
た

論
理
に
ほ
と
ん
ど
説
明
ら
し
い
説
明
も
受
け
ず
に
共
感
す
る
。

「
お
前
は
何
故
、
（
殺
す
く
ら
い
な
ら
1
引
用
者
補
）
妻
か
ら
逃
げ
て
了
は
う

と
は
思
は
な
か
つ
た
ら
う
？
」
／
「
貴
方
は
私
の
望
む
結
果
か
ら
い
へ
ぽ
、
そ
れ

で
同
じ
事
だ
ら
う
と
仰
有
る
の
で
す
か
？
」
／
「
左
う
だ
」
／
「
私
に
と
つ
て
は
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

変
な
相
違
で
す
」
／
萢
は
か
う
い
ふ
と
、
裁
判
官
の
顔
を
見
て
黙
つ
て
了
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

裁
判
官
は
和
ら
い
だ
顔
つ
き
を
し
て
只
首
肯
い
て
見
せ
た
。

　
た
し
か
に
「
首
肯
い
て
見
せ
た
」
と
い
う
表
現
は
、
山
口
直
孝
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
萢
か
ら
さ
ら
な
る
供
述
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
裁
判
官
の
ポ
ー
ズ
と
も
受
け
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

れ
少
々
微
妙
で
は
あ
る
が
、
こ
の
後
に
裁
判
官
は
な
ぜ
「
大
変
な
相
違
」
な
の
か
そ

の
理
由
を
萢
に
全
く
問
い
質
し
て
は
い
な
い
の
で
、
説
明
抜
き
の
萢
の
言
葉
に
あ
る

程
度
納
得
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
言
葉
を
介
在
さ
せ
な
く
て

も
、
理
解
し
あ
え
る
語
り
手
と
聞
き
手
の
姿
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
裁
判
官
は
、
尋
問
と
い
う
形
式
を
逸
脱
し
次
第
に
熱
を
帯
び
て
き
た
、

ほ
と
ん
ど
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
化
し
た
萢
の
供
述
に
魅
入
っ
て
し
ま
う
。

「
（
略
）
次
に
右
側
へ
打
た
う
と
す
る
と
、
妻
が
急
に
不
思
議
な
表
情
を
し
ま
し

た
。
発
作
的
の
烈
し
い
恐
怖
を
感
じ
た
ら
し
い
の
で
す
。
妻
は
そ
の
ナ
イ
フ
が

其
儘
に
飛
む
で
来
て
自
分
の
頸
へ
さ
Σ
る
事
を
予
感
し
た
の
で
せ
う
か
？
　
そ

れ
は
ど
う
か
私
は
知
り
ま
せ
ん
、
私
は
只
そ
の
恐
怖
の
烈
し
い
表
情
の
自
分
の

心
に
も
同
じ
強
さ
で
反
射
し
た
の
を
感
じ
た
ゴ
け
で
し
た
。
私
は
眼
ま
い
が
し

た
や
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
が
、
其
ま
」
力
ま
か
せ
に
、
殆
ど
暗
闇
を
眼
が
け

る
や
う
に
的
も
な
く
手
の
ナ
イ
フ
を
打
ち
込
む
で
了
つ
た
の
で
す
…
…
」
／

「
…
…
…
！
」
裁
判
官
は
黙
つ
て
ゐ
た
。

　
事
件
の
決
定
的
瞬
間
を
供
述
す
る
萢
の
語
り
に
、
衝
撃
の
余
り
言
葉
を
失
っ
て
引

き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
裁
判
官
。
「
！
」
と
い
う
感
嘆
符
は
、
裁
判
官
が
萢
の
語
り

ll2



に
い
か
に
深
く
没
入
し
て
い
る
か
を
自
ず
と
物
語
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
裁
判
官
は
萢
の
供
述
を
聞
き
終
わ
る
と
、
「
大
体
に
於
て
ウ
ソ
は
な
さ
x

う
だ
」
と
あ
っ
さ
り
と
萢
の
語
り
を
「
事
実
」
と
認
定
し
て
、
あ
た
か
も
供
述
の
中

で
語
ら
れ
た
「
ヂ
ツ
と
し
て
ゐ
ら
れ
な
い
程
興
奮
」
し
た
萢
の
姿
に
呼
応
す
る
か
の

よ
う
に
「
何
か
し
れ
ぬ
興
奮
の
自
身
に
湧
上
る
の
を
感
じ
」
、
「
直
ぐ
ペ
ソ
を
取
上
げ
」

「
其
場
で
「
無
罪
」
と
い
ふ
判
決
書
を
作
」
る
の
で
あ
る
。
供
述
と
い
う
語
り
の
場

を
通
じ
て
、
語
り
手
と
聞
き
手
と
の
間
に
強
い
シ
ン
パ
シ
ー
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が

理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
絆
に
よ
っ
て
「
神
経
衰
弱
」
と
い
う
情
報
は
、
単
な
る
ノ
イ

ズ
と
し
て
後
景
に
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
興
奮
か
ら
少
し
赤
い
顔

を
し
て
、
而
し
て
何
か
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
、
矢
張
り
シ
ツ
カ
リ
し
た
足
ど
り
で
此
室

を
出
て
行
」
く
と
い
う
結
末
に
描
か
れ
た
裁
判
官
は
、
自
分
の
物
語
を
語
り
終
え
た

満
足
感
か
ら
「
シ
ツ
カ
リ
し
た
足
ど
り
で
此
室
を
出
て
行
」
く
萢
に
、
身
体
的
に
も

共
振
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

　
語
り
手
に
共
感
し
、
語
り
の
世
界
に
浸
り
込
む
聞
き
手
。
先
述
し
た
通
り
、
萢
と

裁
判
官
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
る
こ
の
よ
う
な
〈
共
感
の
共
同
体
〉
は
、
萢
が
「
神
経
衰

弱
」
で
あ
る
と
い
う
「
事
実
」
を
抑
圧
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
抑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

圧
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
す
で
に
、
吉
岡
公
美
子
、
水
野

（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

岳
、
千
種
・
キ
ム
ラ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
な
ど
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
萢
の
妻
が

萢
と
の
結
婚
前
に
従
兄
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
妻
が
生
ま
れ
た
赤
児
の

息
を
故
意
に
止
め
た
と
い
う
確
定
的
な
証
拠
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

な
の
に
聞
き
手
で
あ
る
裁
判
官
は
、
語
り
手
で
あ
る
萢
の
供
述
に
全
面
的
に
共
感
し

て
し
ま
う
の
だ
。
し
か
も
キ
ム
ラ
が
糾
弾
す
る
よ
う
に
、
多
く
の
（
男
性
）
研
究
者

た
ち
も
ま
た
萢
の
語
り
に
浸
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
官
と
同
様
の
役
回
り
を
演

　
　
　
（
1
6
）

じ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
一
登
場
人
物
で
あ
る
萢
の
背
後
に
作

者
志
賀
を
想
定
す
る
と
い
う
バ
イ
ア
ス
が
顕
著
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ぽ
「
萢
の

犯
罪
」
を
、
「
萢
と
い
う
人
間
の
内
側
に
、
志
賀
直
哉
自
身
の
血
を
注
入
す
る
、
そ

の
こ
と
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
作
品
」
と
規
定
し
、
「
萢
の
言
葉
の
な
か
に
、
志

賀
直
哉
自
身
の
、
主
体
と
肉
体
に
裏
づ
け
ら
れ
た
、
「
中
ぶ
ら
り
ん
」
の
破
壊
を
め
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

す
覚
悟
の
ほ
ど
が
見
て
と
れ
る
」
と
、
萢
“
志
賀
に
共
振
す
る
紅
野
敏
郎
の
評
は
、

ま
さ
し
く
そ
の
典
型
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
こ
の
章
の
冒
頭
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
萢
よ
り
も

上
位
の
審
級
に
あ
る
三
人
称
の
語
り
が
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
読
者
が

な
す
べ
き
は
、
登
場
人
物
で
あ
る
萢
と
の
同
一
化
を
試
み
る
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス

ト
の
語
り
の
位
相
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
事
実
」
の
抑
圧
や
他
者
の
抹
消
を
通

じ
て
の
語
り
手
と
聞
き
手
と
の
共
同
性
の
成
立
と
い
う
物
語
内
容
を
顕
在
化
さ
せ
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
萢
と
裁
判
官
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
た
こ
の
〈
共
感
の
共
同

体
〉
は
、
前
章
で
触
れ
た
、
「
城
の
崎
に
て
」
の
語
り
と
そ
の
受
容
者
た
ち
が
伝
統

的
に
取
り
結
ん
で
き
た
関
係
に
、
正
確
に
符
合
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
に

「
城
の
崎
に
て
」
に
織
り
込
ま
れ
た
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
「
萢
の
犯
罪
」
の
物
語
内

容
を
、
リ
ア
リ
ズ
ム
テ
ク
ス
ト
「
城
の
崎
に
て
」
の
受
容
を
巡
っ
て
の
ア
レ
ゴ
リ
ー

と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
自
分
」
の
心
境
に
感
じ
入
り
、
語
り
の
世
界
に

浸
り
込
む
宏
い
う
「
城
の
崎
に
て
」
受
容
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
殊
更
に
前
景
化
さ

れ
、
パ
ロ
デ
ィ
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
異
化
作
用
の
結
果
、

「
萢
の
犯
罪
」
の
三
人
称
の
語
り
が
供
述
の
語
り
手
で
あ
る
萢
を
相
対
化
し
て
提
示

し
て
い
る
よ
う
に
、
「
城
の
崎
に
て
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
我
々
読
者
は
、

焦
点
人
物
「
自
分
」
に
寄
り
添
っ
た
語
り
に
共
振
す
る
の
で
は
な
く
、
語
り
を
相
対
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化
す
る
視
点
を
獲
得
す
る
よ
う
促
さ
れ
る
の
だ
。
換
言
す
れ
ば
、
語
り
の
行
為
遂
行

性
を
閲
明
に
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
心
1
1
「
城
の
崎
に
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

を
脱
構
築
す
る
よ
う
促
す
、
不
穏
な
く
代
補
V
口
「
萢
の
犯
罪
」
。

　
そ
れ
で
は
、
「
城
の
崎
に
て
」
の
語
り
を
相
対
化
す
る
〈
代
補
〉
と
し
て
「
萢
の

犯
罪
」
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
読
み
が
「
城
の
崎
に
て
」
に
も
た
ら

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
初
に
特
徴
的
な
事
例
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

「
自
分
」
が
「
い
も
り
」
と
遭
遇
す
る
直
前
に
、
テ
ク
ス
ト
の
謎
、
あ
る
い
は
不
備

と
も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
次
の
よ
う
な
有
名
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ

物
が
総
て
青
白
く
、
空
気
の
肌
ざ
わ
り
も
冷
々
と
し
て
、
物
静
か
さ
へ
が
反
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ

て
何
ん
と
な
く
自
分
を
ソ
ワ
く
と
さ
せ
る
大
き
な
桑
の
木
が
路
ぽ
た
に
あ

る
。
向
ふ
の
桑
の
路
へ
差
出
し
た
枝
で
、
或
る
一
つ
の
葉
だ
け
が
ヒ
ラ
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ

ヒ
ラ
く
同
じ
リ
ズ
ム
で
動
い
て
ゐ
る
。
風
も
な
く
流
れ
て
他
は
総
て
静
寂
の

中
に
そ
の
葉
だ
け
が
一
つ
い
つ
ま
で
も
ヒ
ラ
く
ヒ
ラ
く
と
忙
し
く
動
く
の

が
見
え
た
。
自
分
は
不
思
議
に
思
つ
た
。
多
少
コ
ワ
イ
気
も
し
た
。
然
し
好
奇

心
も
あ
つ
た
。
自
分
は
下
へ
い
つ
て
そ
れ
を
暫
く
見
上
げ
て
ゐ
た
。
す
る
と
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
吹
い
て
来
た
。
左
う
し
た
ら
そ
の
動
く
葉
は
動
か
な
く
な
つ
た
。
源
因
は
知

　
　
　
　

れ
た
。
何
か
で
か
う
い
ふ
場
合
を
知
つ
て
ゐ
た
と
思
つ
た
。

　
「
知
れ
た
」
と
語
る
だ
け
で
決
し
て
明
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
不
可
解
な
「
源
因
」
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
件
に
は
作
者
志
賀
に
よ
る
自
注
が
存
在
す
る
。

「
続
々
創
作
余
談
」
（
『
世
界
』
昭
3
0
・
6
）
の
中
で
、
志
賀
は
木
の
葉
と
風
の
関
係

を
物
理
的
に
解
説
し
、
テ
ク
ス
ト
に
書
か
れ
な
か
っ
た
「
源
因
」
の
種
明
か
し
を
行

　
　
　
（
1
9
）

っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
作
者
の
自
注
に
頼
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
〈
空
白
〉
を
説
明
し
て
し
ま
う

「
怠
慢
」
な
読
み
を
批
判
し
た
篠
原
拓
雄
は
、
「
原
因
そ
の
も
の
に
は
」
「
触
れ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
が
こ
の
部
分
の
急
所
で
あ
る
と
い
う
読
み
方
が
要
求
さ
れ
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

は
な
い
か
」
と
、
「
作
品
外
」
の
情
報
に
頼
ら
な
い
読
み
の
必
要
性
を
主
張
し
た
。

そ
の
上
で
篠
原
が
推
奨
す
る
の
は
、
「
「
原
因
は
知
れ
た
。
何
か
で
こ
う
い
う
場
合
を

自
分
は
も
っ
と
知
っ
て
い
た
と
思
っ
た
。
」
と
い
う
自
分
の
手
応
え
だ
け
を
書
い
た
L

　
　
　
（
2
1
）

（
亀
井
雅
司
）
、
あ
る
い
は
「
青
白
い
薄
暮
、
一
枚
の
桑
の
葉
だ
け
が
ヒ
ラ
ヒ
ラ
動
い

て
い
る
の
を
、
作
者
が
実
に
大
切
な
も
の
と
し
て
描
い
て
い
て
、
蝶
鯨
の
死
の
直
前

の
景
と
し
て
、
的
確
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と
い
う
文
学
的
事
態
は
、
よ
く
わ
か
る
」

　
　
　
（
2
2
）

（
須
藤
松
雄
）
と
い
う
よ
う
な
、
語
り
や
物
語
世
界
を
全
面
的
に
承
認
す
る
よ
う
な

享
受
の
仕
方
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
今
日
の
我
々
は
、
篠
原
の
拠
っ
て
立
つ
〈
作

品
論
〉
の
自
閉
性
を
充
分
に
認
識
し
う
る
立
場
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
作
品
」

の
内
部
に
と
ど
ま
り
語
り
の
提
示
す
る
世
界
を
引
き
受
け
る
以
上
の
こ
と
を
行
う
こ

と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
行
っ
て
み
よ
う
。
は
た
し
て
「
源
因
は
知
れ

た
」
と
語
っ
て
肝
腎
の
「
源
因
」
を
〈
空
白
〉
の
ま
ま
に
放
置
す
る
こ
の
件
は
、
ど

　
　
　
　
　
　
　
　

の
よ
う
な
効
果
を
読
者
に
対
し
て
発
揮
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
作
品
外
」
の
情
報
に
依
拠
し
な
い
限
り
「
源
因
」
の
内
実
に
到
達
す
る
こ
と
は

不
可
能
な
の
だ
か
ら
、
〈
空
白
〉
は
埋
ま
る
べ
く
も
な
い
。
そ
こ
で
読
者
は
く
空
白
V

の
追
求
を
、
物
語
内
容
（
桑
の
葉
が
動
い
た
「
源
因
」
）
の
レ
ベ
ル
か
ら
物
語
表
現

の
レ
ベ
ル
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ

て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
象
徴
が
表
現
の
背
後
に
込
め
ら
れ
て
い
る
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の
か
を
探
求
す
る
、
前
述
の
暗
号
解
読
に
も
似
た
読
み
の
モ
ー
ド
が
作
動
す
る
の
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、
御
多
分
に
洩
れ
ず
様
々
な
象
微
的
意
味
が
こ
の
件
に
関
し
て
見

い
出
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ぽ
桑
の
葉
に
対
し
て
、
小
泉
浩
一
郎
は
、
「
複
雑
な
理
法

の
く
み
あ
わ
せ
の
下
に
偶
然
に
生
か
し
め
ら
れ
て
い
る
人
間
の
そ
し
て
生
命
そ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

の
の
は
か
な
い
姿
の
象
徴
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
源
因
は
知
れ
た
」
と

い
う
だ
け
で
、
テ
ク
ス
ト
で
は
そ
の
当
の
内
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
「
自

分
」
の
認
識
に
対
し
て
、
川
崎
寿
彦
は
、
「
風
と
木
の
葉
と
の
力
学
的
関
係
よ
り
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

も
っ
と
広
い
、
深
い
、
人
生
全
体
に
か
か
わ
る
認
識
」
を
見
て
取
っ
て
し
ま
う
。
さ

ら
に
こ
の
件
全
体
に
つ
い
て
、
本
多
秋
五
は
、
「
生
命
の
焔
が
衰
え
て
消
え
消
え
に

な
り
、
死
と
ス
レ
ス
レ
に
な
っ
た
と
き
、
蜂
・
鼠
・
蝶
蠣
、
そ
し
て
人
間
を
ふ
く
め

た
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
一
切
の
、
は
か
な
い
生
命
の
姿
が
ア
リ
ア
リ
と
見
え

て
く
る
。
そ
れ
を
あ
の
場
の
光
景
は
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
」
と
い
う
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

合
に
、
尽
き
せ
ぬ
象
徴
を
感
じ
取
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。
ほ
か
に
も
「
黄
泉

の
風
景
」
（
今
村
太
養
や
「
死
の
世
界
」
（
猪
熊
理
亜
の
象
徴
を
見
る
も
の
な
ど
・

こ
の
一
節
に
付
与
さ
れ
る
象
徴
的
な
意
味
の
広
が
り
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
に
桑
の
葉
の
件
は
、
〈
空
白
〉
を
殊
更
に
顕
在
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

欠
如
に
対
す
る
読
者
の
欲
望
を
喚
起
し
て
多
様
な
解
釈
を
引
き
出
し
、
テ
ク
ス
ト
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

深
さ
、
広
さ
、
豊
か
さ
と
い
う
資
源
を
効
果
的
に
獲
得
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
は
、
「
城
の
崎
に
て
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
全
体
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る

特
徴
で
も
あ
る
。
誰
で
も
気
付
く
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
淋
し
さ
や
静
か
さ

に
関
す
る
表
現
が
頻
出
す
る
が
、
そ
の
も
っ
と
も
有
名
な
箇
所
は
、
蜂
の
死
骸
に
関

す
る
以
下
の
記
述
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
見
て
ゐ
て
如
何
に
も
静
か
な
感
じ
を
与
へ
た
。
淋
し
か
つ
た
。
他
の
蜂

が
皆
巣
に
入
つ
て
仕
舞
つ
た
日
暮
れ
冷
め
た
い
瓦
の
上
に
一
つ
残
つ
た
屍
骸
を

見
る
事
は
淋
し
か
つ
た
。
然
し
そ
れ
は
如
何
に
も
静
か
だ
つ
た
。

　
こ
の
場
合
で
も
、
「
淋
し
か
つ
た
」
「
静
か
だ
つ
た
」
と
分
節
化
さ
れ
て
い
な
い
包

括
的
な
表
現
が
提
示
さ
れ
る
だ
け
で
、
ど
の
よ
う
に
「
淋
し
」
く
、
ど
う
「
静
か
」

な
の
か
、
そ
の
内
実
が
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
淋
し
さ
と

静
か
さ
は
、
い
わ
ぽ
そ
の
内
実
が
く
空
白
V
の
ま
ま
テ
ク
ス
ト
に
投
げ
出
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
も
、
こ
の
〈
空
白
〉
に
向
け
て
読
者
の
読
み
（
欲
望
）
は
体
制
化
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
自
分
」
に
密
着
し
た
語
り
に
共
振
し
、
「
自
分
」
の
心
境

（
淋
し
さ
、
静
か
さ
）
に
過
剰
に
同
調
し
よ
う
と
す
る
〈
共
感
の
共
同
体
〉
が
成
立

す
る
所
以
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
「
城
の
崎
に
て
」
に
限
定
し
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
が
、

お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
〈
空
白
〉
の
存
在
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
象
徴
的
な
富
を
増

大
さ
せ
る
と
い
う
逆
説
的
な
性
格
は
、
志
賀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
テ
ク
ス
ト
全
般
に
該
当

　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
語
り
の
世
界
に
同
調
し
て
く
共
感
の
共
同
体
V
に
浸
り
込
む

と
い
う
陥
穽
に
填
ま
る
こ
と
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
読
者
に
対
す
る
働
き
か
け
を
前
景

　
　
　
　
（
2
9
）

化
す
る
こ
と
。
表
現
の
背
後
に
深
い
象
徴
的
意
味
を
感
じ
取
る
読
者
の
成
熟
と
い
う

ナ
ル
シ
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
隆
路
に
陥
ら
な
い
た
め
に
も
、
そ
の
よ
う
な
作
業
を
徹
底

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
語
り
と
読
者
に
よ
っ
て

結
ぼ
れ
る
〈
共
感
の
共
同
体
〉
が
、
そ
れ
に
同
調
し
な
い
第
三
者
に
と
っ
て
抑
圧
的

な
場
と
化
す
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
萢
と
裁
判
官
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の
関
係
が
、
萢
の
妻
に
対
し
て
暴
力
的
に
機
能
し
た
よ
う
に
つ
誤
解
を
招
く
こ
と
を

恐
れ
ず
に
言
う
な
ら
ぽ
、
〈
文
学
〉
を
再
生
さ
せ
る
た
め
に
は
、
〈
文
学
〉
を
象
徴
財

に
祭
り
上
げ
な
い
テ
ク
ス
ト
受
容
の
在
り
方
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註
（
1
）
　
日
本
の
近
代
文
学
の
方
向
性
を
決
定
付
け
た
と
さ
れ
る
自
然
主
義
に
お
い
て
、
そ
の

　
　
リ
ア
リ
ズ
ム
理
論
が
、
こ
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
思
考
法
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た

　
　
周
知
の
事
情
を
想
起
さ
れ
た
い
。

（
2
）
　
『
志
賀
直
哉
の
文
学
』
（
南
雲
堂
桜
楓
社
、
昭
3
8
・
3
）
。

（
3
）
　
『
志
賀
直
哉
（
下
）
』
（
岩
波
書
店
、
平
2
・
2
）
。

（
4
）
　
た
だ
し
、
こ
の
件
は
初
出
に
は
な
い
。

（
5
）
　
「
「
城
の
崎
に
て
」
論
⊥
自
分
V
の
事
語
り
ー
」
（
『
活
水
日
文
』
第
2
6
号
、
平

　
　
5
・
3
）
。

（
6
）
　
荒
井
均
「
い
も
り
の
死
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
た
自
分
の
生
と
に
共
通
す
る

　
　
偶
然
性
を
謙
虚
に
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
表
わ
れ
」
（
「
志
賀
直
哉
作
品
研
究

　
　
－
士
心
賀
直
哉
に
お
け
る
不
合
理
の
認
識
1
ー
」
、
『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』
第
9
4
集
、

　
　
昭
5
5
・
3
）
、
紅
野
敏
郎
「
深
い
、
深
い
体
験
に
根
ざ
し
た
、
び
く
と
も
動
か
ぬ
認
識
」

　
　
（
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
　
第
7
巻
　
志
賀
直
哉
』
、
角
川
書
店
、
昭
5
6
．
5
）
、
小
泉
浩

　
　
一
郎
「
主
人
公
の
、
そ
し
て
作
者
の
、
い
や
で
も
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、

　
　
偶
然
に
支
配
さ
れ
る
生
命
の
は
か
な
さ
と
い
う
、
こ
の
究
極
の
認
識
」
（
「
『
城
の
崎
に

　
　
て
』
1
一
つ
の
終
焉
i
」
、
『
解
釈
と
鑑
賞
』
、
昭
6
2
・
1
）
な
ど
の
評
を
参
照
。

（
7
）
　
「
志
賀
直
哉
に
お
け
る
自
覚
の
問
題
」
（
『
文
学
』
、
昭
4
5
．
2
）
。

（
8
）
　
「
『
い
の
ち
』
か
ら
『
城
の
崎
に
て
』
ヘ
ー
『
城
の
崎
に
て
』
試
論
1
」
（
『
文
研

　
　
論
集
』
第
2
3
号
、
平
6
・
3
）
。

（
9
）
　
「
直
哉
の
『
城
の
崎
に
て
』
」
（
『
文
学
研
究
』
第
4
4
号
、
昭
5
1
．
1
2
）
。

（
1
0
）
　
し
た
が
っ
て
、
〈
「
城
の
崎
に
て
」
（
大
正
六
年
執
筆
）
／
「
萢
の
犯
罪
」
（
大
正
二
年
執

　
　
筆
）
〉
と
い
う
二
項
対
立
的
な
テ
ク
ス
ト
把
握
を
受
容
者
に
要
請
す
る
こ
の
件
は
、
大

　
　
正
三
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
の
、
三
年
の
沈
黙
期
間
を
挟
ん
で
の
作
者
の
〈
自
我
〉
の

　
　
成
長
と
い
う
お
馴
染
み
の
志
賀
直
哉
ス
ト
ー
リ
ー
を
確
立
す
る
の
に
、
有
効
に
機
能
し

　
　
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
n
）
注
（
6
）
前
掲
書
。

（
1
2
）
　
「
志
賀
直
哉
『
萢
の
犯
罪
』
論
1
「
萢
」
の
形
象
と
舞
台
設
定
と
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

　
　
（
『
日
本
近
代
文
学
』
第
5
1
集
、
平
6
・
1
0
）
参
照
。
山
口
は
「
萢
の
犯
罪
」
の
舞
台
設

　
　
定
を
抽
象
的
・
観
念
的
と
捉
え
る
従
来
の
諸
論
に
異
を
唱
え
、
「
予
審
」
を
舞
台
に
し

　
　
た
「
「
萢
」
が
強
度
の
狂
人
に
転
落
し
て
い
く
」
「
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
テ
ク
ス
ト
」
と
い

　
　
う
斬
新
な
読
み
を
提
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
裁
判
官
が
、
責
任
能
力
の
な
い
狂
人
と
し

　
　
て
萢
を
見
抜
い
た
た
め
に
萢
を
「
無
罪
」
と
し
た
と
い
う
山
口
の
解
釈
は
、
「
萢
の
犯

　
　
罪
」
を
非
観
念
的
で
現
実
的
な
テ
ク
ス
ト
と
す
る
山
ロ
の
前
提
と
は
齪
隔
を
来
す
の
で

　
　
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
医
師
の
診
断
も
な
く
裁
判
官
が
独
断
で
萢
を
狂
人
と

　
　
認
定
す
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
現
実
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
末
尾
で
裁

　
　
判
官
が
感
じ
る
「
何
か
し
れ
ぬ
興
奮
」
は
、
「
「
裁
判
官
」
の
冷
笑
的
な
興
趣
を
表
し
て

　
　
い
る
」
と
い
う
そ
れ
自
体
魅
力
的
な
解
釈
よ
り
も
、
山
口
自
身
が
「
蓋
然
性
が
高
い
」

　
　
と
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
「
「
萢
」
の
主
張
へ
の
賛
同
に
由
来
す
る
」
と
い
う
把
握
の
方

　
　
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
3
）
　
「
「
萢
の
犯
罪
」
試
論
ー
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
点
か
ら
ー
」
（
『
文
学
理
論
研
究

　
　
8
9
』
、
平
2
・
3
）
。

（
1
4
）
　
「
初
期
志
賀
直
哉
と
く
客
観
的
証
拠
V
」
（
『
語
文
』
第
8
6
輯
、
平
5
・
6
）
。

（
1
5
）
　
「
『
萢
の
犯
罪
』
（
志
賀
直
哉
）
と
性
の
政
治
」
（
『
男
性
作
家
を
読
む
ー
フ
ェ
ミ
ニ

　
　
ズ
ム
批
評
の
成
熟
ヘ
ー
』
新
曜
社
、
平
6
・
9
、
所
収
）
。

（
1
6
）
注
（
1
5
）
前
掲
書
。

（
1
7
）
注
（
6
）
前
掲
書
。

（
1
8
）
　
も
ち
ろ
ん
、
「
萢
の
犯
罪
」
に
対
す
る
本
稿
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
字
義
以
上
の

　
　
意
味
を
テ
ク
ス
ト
に
読
み
取
る
と
い
う
点
で
批
判
す
る
当
の
受
容
法
と
発
想
を
共
有
し

　
　
て
い
る
と
し
て
、
自
ら
が
脱
構
築
さ
れ
て
し
ま
う
懸
念
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が

　
　
断
る
ま
で
も
な
い
が
、
本
稿
は
「
萢
の
犯
罪
」
の
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
解
釈
を
、
テ
ク
ス

　
　
ト
の
背
後
に
実
在
す
る
本
質
的
な
意
味
と
し
て
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
リ
ア

　
　
リ
ズ
ム
テ
ク
ス
ト
「
城
の
崎
に
て
」
の
語
り
を
相
対
化
し
、
「
城
の
崎
に
て
」
の
読
み

　
　
の
地
平
を
拡
大
す
る
た
め
に
、
い
わ
ば
戦
略
的
に
そ
の
よ
う
な
読
み
取
り
を
行
っ
て
い

　
　
る
の
で
あ
っ
て
、
読
み
の
狙
い
が
変
わ
れ
ば
当
然
析
出
す
る
解
釈
も
異
な
る
の
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
「
実
は
風
は
微
か
に
吹
い
て
ゐ
た
の
だ
が
、
人
体
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
程
度
の
風
で
、
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葉
は
そ
れ
で
動
い
て
ゐ
た
の
だ
。
そ
し
て
何
故
そ
の
葉
だ
け
が
一
枚
動
く
か
と
い
ふ

　
と
、
葉
柄
が
真
直
ぐ
に
風
の
来
る
方
に
向
つ
て
ゐ
て
、
最
初
何
か
で
、
葉
が
一
寸
動
く

　
と
あ
と
は
振
子
の
や
う
に
微
か
な
風
に
吹
か
れ
つ
つ
運
動
が
止
ま
ら
な
く
な
つ
た
の
で

　
あ
る
。
そ
れ
が
人
体
に
も
感
じ
ら
れ
る
風
が
吹
い
て
来
て
、
却
つ
て
運
動
が
止
つ
た
と

　
　
い
ふ
場
合
で
、
か
う
い
ふ
事
は
、
私
は
何
回
か
経
験
し
て
ゐ
る
の
で
、
大
概
分
る
だ
ら

　
　
う
と
思
つ
て
書
い
た
が
、
そ
の
為
め
、
よ
く
質
問
を
受
け
る
。
」

（
2
0
）
　
「
「
城
の
崎
に
て
」
を
読
む
－
作
品
享
受
の
前
提
ー
」
（
『
金
城
学
院
大
学
論
集
』

　
　
（
国
文
学
編
）
第
2
5
号
、
昭
5
8
・
3
）
。

（
2
1
）
　
「
志
賀
直
哉
の
短
篇
1
そ
の
構
造
l
l
」
（
『
国
語
国
文
』
、
昭
4
6
．
4
）
。

（
2
2
）
　
『
志
賀
直
哉
研
究
』
（
明
治
書
院
、
昭
5
2
・
5
）
。

（
2
3
）
注
（
6
）
前
掲
書
。

（
2
4
）
　
『
分
析
批
評
入
門
』
（
至
文
堂
、
昭
4
2
・
6
）
。

（
2
5
）
　
『
志
賀
直
哉
（
上
）
』
（
岩
波
書
店
、
平
2
．
1
）
。

（
2
6
）
　
『
志
賀
直
哉
と
の
対
話
』
（
筑
摩
書
房
、
昭
4
5
・
1
0
）
、
『
志
賀
直
哉
論
』
（
筑
摩
書
房
、

　
　
昭
4
8
・
9
）
。

（
2
7
）
注
（
8
）
前
掲
書
。

（
2
8
）
　
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
効
果
が
生
じ
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
の
表
現
レ
ベ
ル
に
お
け
る

　
　
特
微
だ
け
で
は
な
く
、
〈
志
賀
直
哉
〉
と
い
う
作
家
表
象
に
付
帯
す
る
ア
ウ
ラ
が
、
読

　
　
書
の
過
程
で
相
乗
的
に
作
用
す
る
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
志
賀
直
哉
〉
の
作

　
　
家
表
象
に
関
し
て
は
、
対
象
と
し
て
い
る
時
期
は
大
幅
に
異
な
る
が
、
大
野
亮
司
「
神

　
　
話
の
生
成
ー
1
士
心
賀
直
哉
・
大
正
五
年
前
後
1
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
第
5
2
集
、
平

　
　
7
・
5
）
、
同
「
”
我
等
の
時
代
の
作
家
”
－
「
和
解
」
前
後
の
志
賀
直
哉
イ
メ
ー
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
　
ー
」
（
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
7
8
集
、
平
9
・
7
）
、
永
井
善
久
「
〈
志
賀
直
哉
〉

　
　
の
完
成
－
芸
術
家
小
説
と
し
て
の
「
暗
夜
行
路
十
1
1
」
（
一
九
九
八
年
度
日
本
近
代

　
　
文
学
会
春
季
大
会
発
表
）
な
ど
を
参
照
。

（
2
9
）
　
「
作
品
」
を
有
機
的
な
構
造
体
と
捉
え
、
一
つ
一
つ
の
表
現
を
「
作
品
」
の
〈
表
現

　
　
空
間
〉
を
よ
り
効
果
的
に
す
る
た
め
の
〈
設
定
〉
と
し
て
把
握
す
る
、
三
谷
憲
正
が
提

　
　
唱
す
る
〈
表
現
読
み
〉
と
い
う
名
称
に
倣
う
な
ら
ぽ
、
表
現
が
読
者
に
及
ぼ
す
効
果
を

　
　
分
析
す
る
本
稿
の
読
み
は
、
と
り
あ
え
ず
〈
効
果
読
み
〉
と
で
も
名
付
け
ら
れ
よ
う
。

　
　
三
谷
の
論
に
関
し
て
は
、
「
「
城
の
崎
に
て
」
試
論
⊥
事
実
〉
と
〈
表
現
〉
の
果
て

　
　
に
ー
」
（
『
稿
本
近
代
文
学
』
第
1
5
集
、
平
2
・
1
1
）
を
参
照
。

※
志
賀
直
哉
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
初
出
に
拠
る
。
引
用
に
際
し
、
漢

字
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
。
な
お
引
用
文
中
の
傍
点
は
す
ぺ
て
引
用
老
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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