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は
じ
め
に

『
に
ご
り
え
』（
一
八
九
五
年
発
表
）
と
『
罪
と
罰
』（
一
八
九
二
年
邦
訳
）

の
叙
述
に
は
イ
メ
ー
ジ
的
に
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ふ
と
嫌
気
が
さ
し
た

売
れ
っ
子
酌
婦
の
お
力
が
客
を
放
り
出
し
て
街
裏
の
闇
を
寂
し
く
彷
徨
す
る

場
面
（
五
章
）
と
、
例
の
質
屋
の
金
貸
し
老
女
殺
し
の
翌
夜
に
お
け
る
ラ
ス

コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
ネ
バ
河
畔
わ
き
道
で
の
そ
れ
（
原
著
第
二
編
の
二
）
で
あ

る
。
後
者
の
前
者
へ
の
影
響
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
取
り
込
み
つ
つ
新
た
な

文
学
世
界
を
創
る
樋
口
一
葉
（
一
八
七
二
―
九
六
）
の
凄
み
を
実
感
さ
せ
る

と
こ
ろ
だ
。
該
当
部
分
に
収
斂
す
る
形
で
分
析
を
試
み
た
い
。
な
お
こ
こ
で

い
う
『
罪
と
罰
』
は
一
葉
が
読
ん
だ
内
田
魯
庵
（
一
八
六
八
―
一
九
二
九
）
の

初
訳
本
（
巻
之
一
と
巻
之
二
の
二
分
冊
＝
原
作
の
ち
ょ
う
ど
半
分
ま
で
）
を

指
す
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

訳
者
前
書
き
と
し
て
「
英
譯
本
（
ヴ
井
ゼ
ッ
テ
リ
イ
社
印
行
）
よ
り
之
を

重
訳
す
」
と
記
し
た
こ
の
魯
庵
本
が
、
北
村
透
谷
・
島
崎
藤
村
ら
文
学
青
年

に
衝
撃
を
与
え
た
事
実
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
日
本
近
代
文
学
の
成
立
に
か

な
り
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
彼
ら
は
評
論
と
い

う
形
で
受
け
た
衝
撃
を
語
っ
た
の
だ
が
、
当
時
な
お
戯
作
調
作
品
が
幅
を
き

か
せ
る
な
か
で
、
い
ち
早
く
近
代
的
心
理
小
説
と
し
て
結
実
さ
せ
た
の
が
一

葉
の
こ
の
作
品
な
の
で
あ
る
。「
巻
之
一
」（
老
女
殺
人
が
軸
）
が
出
た

一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
一
一
月
と
い
う
の
は
、
一
葉
初
期
の
転
機
と
さ

れ
る
『
う
も
れ
木
』
が
雑
誌
に
連
載
さ
れ
て
い
る
時
（
三
回
）
で
あ
っ
た
。

激
し
い
怒
り
が
描
か
れ
た
。
寂
と
怒
は
一
葉
の
い
わ
ば
キ
ー
概
念
で
あ
る
。

一　

お
力
と
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
闇
夜
の
路
地
彷
徨

『
に
ご
り
え
』第
五
章
。
七
月
一
六
日
、つ
ま
り
十い
ざ
よ
い

六
夜
の
月
光
の
も
と
店
々

は
繁
盛
し
て
い
る
。
同
僚
た
ち
の
生
活
の
嘆
き
を
聞
か
さ
れ
た
後
、
お
力
は

仕
事
の
席
に
着
く
が
…
…
ま
と
わ
り
つ
く
客
の
お
追
従
に
ふ
と
嫌
気
が
さ

す
。「
あ
ゝ
私
は
一
寸
失
礼
を
し
ま
す
、
御
免
な
さ
い
よ
」
と
三
味
線
を
置

い
て
立
つ
と
、
店
口
か
ら
下
駄
を
履
い
て
「
筋
向
ふ
横
町
の
闇
へ
」
姿
を
消

し
て
し
ま
う
。
以
下
や
や
長
き
に
渡
る
が
直
接
引
用
し
て
お
く
。

お
力
は
一
散
に
家
を
出
て
、
行
か
れ
る
物
な
ら
此
ま
ゝ
に
唐
天
竺
の
果は

て

ま
で
も
行
つ
て
仕
舞
た
い
、
あ
ゝ
嫌
だ
嫌
だ
嫌
だ
、
何
う
し
た
な
ら
人

の
声
も
聞
え
な
い
物
の
音
も
し
な
い
、
静
か
な
、
静
か
な
、
自
分
の
心
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も
何
も
ぼ
う
つ
と
し
て
物
思
ひ
の
な
い
処
へ
行
か
れ
る
で
あ
ら
う
、
つ

ま
ら
ぬ
、
く
だ
ら
ぬ
、
面
白
く
な
い
、
情
け
な
い
悲
し
い
心
細
い
中
に
、

何
時
ま
で
私
は
止
め
ら
れ
て
居
る
の
か
し
ら
、
こ
れ
が
一
生
か
、
一
生

が
こ
れ
か
、
あ
ゝ
嫌
だ
〳
〵
と
道
端
の
立
木
へ
夢
中
に
寄よ

り

か
ゝ
つ
て

暫し
ば
ら
く時
そ
こ
に
立
ど
ま
れ
ば
、
渡
る
に
や
怕こ
わ

し
渡
ら
ね
ば
と
自
分
の
謳
ひ

し
声
を
其
ま
ゝ
何
処
と
も
な
く
響
い
て
来
る
に
、
仕
方
が
な
い
矢
張
り

私
も
丸
木
橋
を
渡
ら
ず
は
な
る
ま
い
（
父
も
祖
父
も
踏
み
外
し
た
わ
が

宿
命
を
思
え
ば
）
…
…
為す

る
丈
の
こ
と
は
し
な
け
れ
ば
死
ん
で
も
死
な

れ
ぬ
の
で
あ
ら
う
、
情
な
い
と
て
も
誰
れ
も
哀
れ
と
思
ふ
て
く
れ
る
人

は
あ
る
ま
じ
く
、
悲
し
い
と
言
へ
ば
商
売
が
ら
を
嫌
ふ
か
と
一
ト
口
に

言
は
れ
て
仕
舞
、
ゑ
ゝ
何
う
な
り
と
も
勝
手
に
な
れ
、
勝
手
に
な
れ
、

私
に
は
以
上
考
へ
た
と
て
私
の
身
の
行
き
方
は
分
ら
ぬ
な
れ
ば
、
分
ら

ぬ
な
り
に
菊
の
井
の
お
力
を
通
し
て
ゆ
か
う
、
人
情
し
ら
ず
義
理
し
ら

ず
か
其そ

様ん

な
事
も
思
ふ
ま
い
、
思
ふ
た
と
て
何
う
な
る
物
ぞ
、
此こ

様ん

な

身
で
此
様
な
業
体
で
、
此
様
な
宿
世
で
、
何
う
し
た
か
ら
と
て
人
並
み

で
は
無
い
に
相
違
な
け
れ
ば
、
人
並
の
事
を
考
へ
て
苦
労
す
る
丈
間
違

ひ
で
あ
ろ
、
あ
ゝ
陰
気
ら
し
い
何
だ
と
て
此
様
な
処
に
立
つ
て
居
る
の

か
…
…
（
岩
波
文
庫
版
三
〇
〜
三
一
頁
、
以
後
引
用
は
本
書
）

ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
闇
夜
の
彷
徨
は
魯
庵
本
の
第
九
回
（
本
来
は
二
編

二
章
）
に
出
て
く
る
。
老
婆
か
ら
奪
っ
て
中
身
も
確
か
め
て
い
な
い
小
箱
や

紙
に
包
ん
だ
品
物
八
点
を
、
彼
は
空
き
地
の
塀
わ
き
の
手
ご
ろ
な
石
の
下
に

あ
っ
た
小
穴
に
首
尾
良
く
埋
め
込
む
。
直
前
に
一
度
は
そ
れ
を
ネ
バ
河
に
捨

て
よ
う
と
し
た
が
、「
萬
一
の
事
が
あ
ら
ん
よ
り
ハ
寧
ろ
寂
し
い
森
の
中
或

ハ
草
叢
の
下
に
匿
し
た
方
が
良
策
か
も
知
れ
ぬ
。
穴
を
掘
て
地
中
に
埋
め
や

う
か
！
…
…
此
工
風
が
最
上
ら
し
く
思
ハ
れ
た
」（
復
刻
版
巻
之
一
、二
一
四

頁
）。
河
は
危
険
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
（
丸
木
橋
の
危
う
さ
に
ス
ラ
イ

ド
！
）。
Ｖ
…
…
通
り
に
来
る
と
「
高
塀
で
圍
わ
れ
た
宅
地
の
門
が
あ
ツ
て
、

奥
深
い
細こ

み
ち徑
を
入
ツ
て
右
側
は
立
派
な
四
階
作
り
の
家
の
壁
で
…
…
二
十
歩

ほ
ど
行
く
と
頓や

が

て
塵
溜
が
現
れ
て
、
又
少
し
下
り
る
と
多
分
大
工
か
製く
る
ま
づ
く
り

車
人

の
仕
事
場
ら
し
き
小こ

や舎
が
あ
ツ
て
何
れ
も
石
炭
屑
の
様
に
黒
か
ツ
た
」。
そ

こ
の
塀
わ
き
に
先
の
石
を
見
つ
け
上
記
作
業
を
終
了
し
、「
再
び
町
へ
出
て

嬉
し
さ
う
に
に
ツ
こ
り
し
た
」。
と
こ
ろ
が
、「
今
ま
で
思
附
か
な
か
ツ
た
必

要
な
疑
問
が
新
た
に
」
起
こ
る
。
そ
の
疑
問
と
い
う
の
が
次
の
引
用
で
あ
る

が
、
わ
た
し
は
こ
の
部
分
が
お
力
が
立
木
に
寄
り
か
か
り
な
が
ら
し
た
前
記

自
問
自
答
を
直
接
誘
引
し
た
の
だ
と
考
え
る
。

『
自お

れ己
の
所し

わ
ざ業

ハ
充
分
分
別
を
擬こ

ら

し
確
實
な
目
的
を
立
て
た
も
の
か
、
或

い
は
唯
阿た

は
け呆
た
根
性
か
ら
ちヽ
よヽ
いヽ
と
悪
さ
を
し
た
も
の
か
。
ま
た
巾
着

の
中
も
見
ず
何
を
取
ツ
た
の
か
、
少
し
も
知
ら
ず
に
ゐ
る
と
は
何
た
る

事
だ
。
畢
竟
薄
弱
な
性
根
か
ら
斯
う
な
ツ
た
の
か
。
何
故
ま
た
是
等
の

品
を
一
應
験あ

ら
ため
も
せ
ず
河
に
投
げ
込
ま
う
と
し
た
の
か
。
そ
れ
や
是
や

を
考
へ
て
見
て
も
更
に
解
ら
ぬ
。
つ
ま
り
自お

れ己
ハ
病
気
で
、
そ
れ
で

こヽ
ヽ

ヽ
ん
な
考か
ん
が
え慮
を
起
す
ン
だ
ら
う
が
、
衰
弱
困
乏
し
て
殆
ど
何
を
し
て
ゐ

る
の
か
自
分
で
少
し
も
知
ら
ぬ
位
だ
。
昨
日
も
一
昨
日
も
仝お

ん
なじ
だ
。
何

う
か
し
て
少
し
も
早
く
快な

ほ復
り
た
い
も
ン
だ
が
、
若
し
快な

ほ復
ら
ぬ
と
し

た
ら
ば
如ど

う何
だ
ら
う
！　

自お

れ己
も
實
に
疲
労
し
た
な
ア
』（
復
刻
版
巻

之
一
、二
一
六
頁
）

「
自
己
も
実
に
疲
労
し
た
な
ア
」
は
、一
葉
描
く
お
力
の
「
あ
ゝ
嫌
だ
〳
〵
」
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に
比
す
べ
く
も
な
い
。
硬
く
稚
拙
な
表
現
で
あ
る
。
も
と
よ
り
後
者
は
強
盗

殺
人
犯
で
は
な
く
、
嘆
き
が
自
ら
の
出
自
へ
の
こ
だ
わ
り
と
な
っ
て
表
出
さ

れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
で
あ
る
。「
疲
労
し
た
な
ア
」
で
改
行

し
こ
う
続
く
（
以
下
傍
線
引
用
者
）。

段
々
其そ

こ

こ

ゝ

處
此
處
と
彷う
ろ
つ徨
き
廻
ツ
て
心
を
紛
ら
さ
う
と
し
た
が
、
如
何
し

て
好
い
や
ら
更
に
解
ら
な
か
ツ
た
。
す
る
と
往む

か
し日
の
物
嫌
ひ
を
す
る
根

性
が
募
ツ
て
来
て
、
周ぐ

る
り圍
の
も
の
が
何
か
ら
何
ま
で
何
も
彼
も
強
情
に
、

無む
し
や
う上
に
憎
く
な
ツ
て
、
話
し
掛
け
た
者
を
悉
く
忘
れ
て
仕
舞
は
う
と
し

た
。

傍
線
部
が
わ
か
ら
な
い
。
特
に
後
の
方
は
ま
っ
た
く
意
味
不
明
だ
。
念
の

た
め
該
当
部
分
の
米
川
正
夫
訳
を
記
し
て
お
く
。

…
…
あ
あ
、
も
う
こ
ん
な
こ
と
つ
く
づ
く
い
や
に
な
っ
た
！
…
…
』
彼

は
立
ち
止
ま
ろ
う
と
も
せ
ず
歩
き
つ
づ
け
て
い
た
。
な
ん
と
か
し
て
気

を
ま
ぎ
ら
し
た
い
と
思
っ
た
が
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
ど
ん
な
こ
と

を
始
め
た
ら
い
い
か
、
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
。
た
だ
ど
う
も
こ
う
も

な
ら
な
い
一
つ
の
感
触
が
、
ほ
と
ん
ど
一
刻
ま
し
に
強
く
強
く
、
彼
の

心
を
領
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
目
に
触
れ
る
周
囲
す
べ
て
に
た
い
す
る
、

限
り
な
い
嫌
悪
の
情
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
生
理
的
な
も
の
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
で
、
執
拗
な
、
い
じ
わ
る
い
、
憎
し
み
に
み
ち
た
も

の
で
あ
る
。
彼
は
行
き
会
う
す
べ
て
の
人
が
い
ま
わ
し
か
っ
た
。
彼
ら

の
顔
、
歩
き
ぶ
り
、
挙
動
ま
で
が
い
ま
わ
し
か
っ
た
。
も
し
だ
れ
か
が

話
し
か
け
で
も
し
よ
う
も
の
な
ら
、
彼
は
い
き
な
り
そ
の
男
に
つ
ば
で

も
吐
き
か
け
る
か
、
か
み
つ
き
で
も
し
た
か
も
し
れ
な
い
…
…

「
往む
か
し日
の
物
嫌
ひ
を
す
る
根
性
」
が
米
川
訳
の
最
初
の
傍
線
部
「
周
囲
す

べ
て
に
…
…
生
理
的
な
も
の
」
に
当
た
る
に
違
い
な
い
。
全
く
理
解
不
能
な

「
話
し
掛
け
た
者
を
悉
く
忘
れ
て
仕
舞
は
う
と
し
た
」
は
、「
つ
ば
で
も
吐
き

か
け
る
か
、
か
み
つ
き
で
も
し
た
か
も
し
れ
な
い
…
…
」
で
あ
る
ら
し
い
！　

ロ
シ
ア
語
原
書
は
わ
か
ら
な
い
の
で
、
手
元
の
コ
ン
ス
タ
ン
ス
・
ガ
ー
ネ
ッ

ト
の
英
訳
本
（
一
九
一
一
年
初
訳
）
を
見
て
お
く
。

G
ood G

ood, how
 sick I am

 of it all ! “

H
e w

alked on w
ithout resting. H

e had a terrible longing for som
e 

distraction, but he did not know
 w

hat to do, w
hat to attem

pt. A
 new

 

overw
helm

ing sensation w
as gaining m

ore and m
ore m

astery over 

him
 every m

om
ent; this w

as an im
m

easurable, alm
ost physical, 

repulsion for everything surrounding him
, an obstinate, m

alignant 

feeling of hatred.  A
ll w

ho m
et him

 w
ere loathsom

e to him

―he 
lothed their faces, their gestures. If anyone had addressed, he felt 

that he m
ight have spat at him

 or bitten him
....

念
の
た
め
ペ
ン
ギ
ン
版
の
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
マ
ク
ダ
フ
訳
（
一
九
九
一
年
）

も
ほ
ぼ
同
様
の
細
か
い
心
理
描
写
で
あ
り
、
当
該
部
分
は if anyone had 

said anything to him
 he w

ould quite sim
ply have spat at the person, or 

bitten him
 

と
し
っ
か
り
「
唾
か
け
噛
み
付
」
い
て
い
る
。
米
川
訳
は
ロ
シ
ア

語
原
典
に
即
し
て
い
る
と
判
断
し
て
い
い
。
ま
た
、
魯
庵
訳
本
は
相
当
の
短

縮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
前
引
用
の
「
自
己

2
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も
実
に
疲
労
し
た
な
ア
」
か
ら
「
段
々
其
處
此
處
と
彷
徨
き
…
…
話
し
掛
け

た
者
を
悉
く
忘
れ
て
仕
舞
は
う
と
し
た
」
が
計
百
十
一
文
字
で
あ
る
の
に
比

べ
、
米
川
訳
の
該
当
部
は
三
二
三
文
字
。
三
分
の
一
の
コ
ン
パ
ク
ト
化
で
あ

る
。
ち
な
み
に
原
著
の
第
三
部
ま
で
で
終
わ
る
魯
庵
本
の
全
文
字
数
が

二
四
万
余
で
あ
る
の
に
対
し
て
米
川
本
の
同
じ
と
こ
ろ
ま
で
は
三
四
万
余

だ
。
つ
ま
り
魯
庵
本
は
米
川
に
比
べ
三
割
方
ス
リ
ム
で
あ
る
。
魯
庵
が
し
た

の
か
、
ヴ
井
ゼ
ツ
テ
リ
イ
社
の
英
訳
本
が
す
で
に
そ
う
だ
っ
た
の
か
。

二　

魯
庵
本
の
意
味
不
明
の
功

加
藤
百
合
著
『
明
治
期
露
西
亜
文
学
翻
訳
論
攷
』（
二
〇
一
二
年
、
東
洋

書
店
）
に
よ
る
と
、
こ
の
書
は
ロ
シ
ア
生
ま
れ
の
英
国
作
家
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・

ウ
ィ
ッ
シ
ョ
ー
（F. W

hishaw
  1854-1934

）
の
訳
で
ヴ
ィ
ゼ
ッ
テ
リ
社
か

ら
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
現
在
原
本
の
探
索
は
困

難
な
も
の
と
い
う
。「
ウ
ィ
ッ
シ
ョ
ー
訳
は
極
め
て
個
性
の
強
い
も
の
で
、
そ

の
介
在
に
よ
っ
て
、
魯
庵
は
不
思
議
な
翻
訳
底
本
を
訳
す
必
要
に
迫
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
英
訳
に
は
大
小
の
脱
落
箇
所
が
あ
り
、
脱
落
の
大
き
な
も

の
は
原
典
の
語
数
に
し
て
四
百
字
を
超
え
る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、
他
に
も

解
釈
に
影
響
す
る
よ
う
な
重
要
箇
所
に
誤
訳
が
存
在
す
る
」（
一
六
四
頁
）
そ

う
だ
（
魯
庵
本
中
に
わ
た
し
が
確
認
し
た
中
抜
き
省
略
の
例
は
後
述
す
る
）。

そ
れ
に
し
て
も
先
の
意
味
不
明
を
含
む
引
用
部
分
が
米
川
訳
の
三
分
の
一

と
い
う
短
縮
ぶ
り
は
や
や
異
様
だ
。
例
示
し
た
英
文
を
み
て
も
解
釈
が
と
く

に
難
し
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
わ
た
し
は
ヴ
井
ゼ
ッ
テ
リ
ィ
社
印
行
本
が
こ

こ
で
一
定
の
サ
マ
ラ
イ
ズ
を
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
三

分
の
一
化
に
つ
い
て
は
魯
庵
自
身
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
い
。
彼
の
感
性
は

苦
悩
の
彷
徨
を
す
る
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
「
つ
ば
で
も
吐
き
、
か
み
つ
く
」

と
い
う
表
現
を
与
え
る
こ
と
に
堪
え
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
は
前

代
以
来
の
戯
作
調
の
文
芸

―
言
文
一
致
の
な
か
で
も
な
お
継
続

―
へ
の

強
い
忌
避
感
を
も
っ
て
い
た
の
は
確
か
で
、
こ
の
深
刻
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
進

行
下
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
す
る
感
覚
で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
話
し
掛
け

た
者
を
悉
く
忘
れ
て
仕
舞
は
う
と
し
た
」
と
い
う
屈
折
し
た
意
（
違
！
）
訳

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
強
烈
な
語
感
の
「
唾
棄
・
か

み
つ
き
」
を
消
去
す
る
と
な
る
と
、
前
段
で
強
調
さ
れ
る
嫌
悪
の
情
の
描
写

も
で
き
る
だ
け
回
避
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
。
つ
ま
り
、
さ
り
げ
な
い
マ
イ

ル
ド
・
コ
ン
パ
ク
ト
化
で
あ
る
。
翻
訳
行
為
と
し
て
正
道
か
ど
う
か
は
と
も

か
く
と
し
て
。
こ
の
続
き
も
見
て
お
こ
う
。
改
行
し
て
こ
う
だ
。

　

い
つ
と
な
く
ワ
シ
ー
リ
エ
フ
ス
キ
イ
、
オ
ー
ス
ト
ロ
フ
の
傍そ

ば

の
ネ
バ

の
枝
河
の
堤
へ
出
る
と
立
留
ッ
た
。

　
『
あ
ッ
爰こ

ゝ

だ

―
彼き
や
つ奴
あ
の
家
に
住
ん
で
ゐ
る
ン
！　

不
思
議
だ
！　

そ・

・の
前
日
に
か・

・の
一・

・條
（
注
＝
殺
人
）
を
果
た
し
て
後の
ち

ラ
ズ
ー
ミ
ヒ
ン

の
許と

こ

へ
行
か
う
と
言
た
ッ
け
が
、、、、、、
計
ら
ず
爰
ま
で
来
る
と
云
ふ

な
ア
、、、、、、』
と
曰
て
五
階
に
上
ツ
た
。

　

ラ
ズ
ー
ミ
ヒ
ン
は
狭
い
部
屋
に
立
籠
り
、
書
き
物
で
荐し

き
りに
忙
し
さ
う

で
あ
ッ
た
が
来
客
の
戸
を
敲た

ゝ

く
音
が
耳
に
入
る
と
起
上
ツ
て
直
ぐ
戸
を

開
け
た
。
…
…
途
端
に
顔
を
見
合
し
、『
や
ツ
！　

君
か
』
…
…
（
前

掲
巻
之
一
、二
一
七
〜
八
頁
）

滅
入
り
込
ん
だ
気
分
で
歩
い
て
、
ふ
と
気
づ
く
と
ネ
バ
河
の
支
流
に
出

会
っ
た
。
こ
の
間
、
外
界
は
彼
の
網
膜
に
届
い
て
い
た
に
違
い
な
い
が
、
脳
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に
は
達
せ
ず
意
識
と
し
て
認
識
は
し
て
い
な
か
っ
た

―
言
う
と
こ
ろ
の
夢

う
つ
つ
状
態
な
の
で
あ
る
。
ネ
バ
の
枝
河
が
現
実
へ
の
接
点
と
な
り
、
友
人

ラ
ズ
ー
ミ
ヒ
ン
の
姿
が
認
識
さ
れ
、
や
っ
と
現
実
界
へ
の
手
が
か
り
と
な
る
。

や
っ
と
、
と
い
う
の
は
ま
だ
幻
影
の
続
き
の
可
能
性
が
あ
る
の
だ
が
、
す
ぐ

続
く
『
や
ッ
！　

君
か
』、続
く
『
ど
う
し
た
…
…
病
気
か
？
』
と
い
う
ラ
ズ
ー

ミ
ヒ
ン
の
発
声
に
よ
り
、
聴
覚
に
お
い
て
も
現
実
で
あ
る
こ
と
が
担
保
さ
れ
、

最
終
的
に
現
実
が
確
定
す
る
と
い
う
意
識
の
流
れ
で
あ
る
。
さ
て
『
に
ご
り

え
』の
お
力
は
、横
町
の
闇
の
な
か
の「
道
端
の
立
木
へ
夢
中
に
寄よ

り

か
ゝ
つ
て
」

自
ら
の
出
自
と
来
し
方
行
く
末
に
思
い
ふ
け
っ
て
い
る
が
、
ふ
と
「
あ
ゝ
陰

気
ら
し
い
何
だ
と
て
此
様
な
処
に
立
つ
て
居
る
の
か
…
…
」
と
気
づ
く
。
闇

の
な
か
だ
け
に
視
覚
は
作
動
し
て
い
な
い
。
文
は
こ
う
続
く
。「
何
し
に
此

様
な
処と

こ

へ
出
て
来
た
の
か
、
馬
鹿
ら
し
い
気
違
じ
み
た
、
我
身
な
が
ら
分
ら

ぬ
、
も
う
〳
〵
皈か

え

り
ま
せ
う
と
て
闇
を
ば
出
は
な
れ
て
夜
店
の
並
ぶ
に
ぎ
や

か
な
る
小こ

う
じ路
」
へ
出
る
。
そ
の
夜
店
の
灯
り
が
、
と
も
か
く
も
保
証
す
る
視

覚
的
現
実
界
だ
。
魯
庵
本
で
は
小
ネ
バ
河
か
ら
ラ
ズ
ー
ミ
ヒ
ン
の
住
む
五
階

て
の
最
上
階
（
つ
ま
り
現
実
界
）
ま
で
百
字
弱
だ
が
、
お
力
の
現
実
界
回
帰

に
は
三
百
字
ほ
ど
で
書
か
れ
た
以
下
の
も
う
ワ
ン
ス
テ
ッ
プ
が
あ
る
。

横
町
の
闇
を
ば
出
は
な
れ
て
夜
店
の
並
ぶ
に
ぎ
や
か
な
る
小こ

う
じ路
を
気
ま

ぎ
ら
し
に
と
ぶ
ら
〳
〵
歩
る
け
ば
、
行
か
よ
ふ
人
の
顔
小
さ
く
〳
〵
擦

れ
違
ふ
人
の
顔
さ
へ
も
遥
と
ほ
く
に
見
る
や
う
に
思
は
れ
て
、
我
が
踏

む
土
の
み
一
丈
も
上
に
あ
が
り
居
る
如
く
、
が
や
〳
〵
と
い
ふ
声
は
聞

ゆ
れ
ど
井
の
底
に
物
を
落
し
た
る
如
き
響
き
聞き

き

な
さ
れ
て
、
人
の
声
は
、

人
の
声
、
我
が
考
え
は
考
え
と
別
々
に
成
り
て
、
更
に
何
事
に
も
気
の

ま
ぎ
れ
る
物
な
く
、
人
立
ち
お
び
た
ゞ
し
き
夫
婦
の
あ
ら
そ
ひ
の
軒
先

な
ど
を
過
ぐ
る
と
も
、
唯
我
れ
の
み
は
広
野
の
原
の
冬
枯
れ
を
行
く
や

う
に
、
心
に
止
ま
る
物
も
な
く
、
気
に
か
ゝ
る
景
色
に
も
覚
え
ぬ
は
、

我
れ
な
が
ら
酷
く
逆の

ぼ
せ上
て
人
心
の
な
い
の
に
と
覚
束
な
気
が
狂
ひ
は
せ

ぬ
か
と
立
ど
ま
る
途
端
、
お
力
何
処
へ
行
く
と
て
肩
を
打
つ
人
あ
り
。

（
五
章
、
三
一
頁
）

浮
遊
し
つ
つ
放
射
さ
れ
る
微
弱
な
電
流
、
そ
そ
け
だ
つ
よ
う
な
皮
膚
感
覚

―
と
で
も
言
え
そ
う
な
表
現
力
で
あ
る
。
肩
を
打
ち
声
を
か
け
た
の
は
、

新
た
な
贔
屓
客
と
な
っ
た
結
城
朝
之
助
だ
。
お
力
は
こ
こ
で
確
か
に
現
実
界

に
引
き
戻
さ
れ
る
。
じ
つ
は
わ
た
し
が
『
に
ご
り
え
』
に
『
罪
と
罰
』
を
感

じ
た
の
は
朝
之
助
の
ラ
ズ
ー
ミ
ヒ
ン
役
に
気
づ
い
た
こ
の
場
面
、
こ
の
瞬
間

で
あ
っ
た
。
一
葉
は
明
ら
か
に
視
覚
と
聴
覚
の
効
果
を
認
識
し
て
い
る
。
で

は
、
魯
庵
本
に
は
該
当
部
が
存
在
し
な
い
こ
の
描
写
を
、
一
葉
に
も
た
ら
し

た
も
の
は
何
か
。
そ
れ
こ
そ
先
の
「
悉
く
忘
れ
て
仕
舞
は
う
と
し
た
」
の
意

味
不
明
で
あ
っ
た
と
思
う
。
鋭
敏
な
神
経
に
は
い
た
た
ま
れ
な
い
不
満
が
生

じ
た
。
そ
こ
か
ら
触
発
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
意
味
不
明
表
現
を
排
除
し
、
上

記
の
描
写
に
転
生
し
た
。
み
ご
と
な
伝
統
的
感
性
を
湛
え
た
表
現
に
お
い
て
。

浮
遊
す
る
主
体
（
霊
）
の
視
線
に
は
六
条
御
息
所
の
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
わ

た
し
は
以
前
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。

多
分
、
そ
の
科
白
の
す
ぐ
後
に
現
れ
る
「
計
ら
ず
爰
ま
で
来
る
と
云
ふ
な

ア
」（ 

ガ
ー
ネ
ッ
ト
訳
＝have I com

e on purpose or have I sim
ply w

alked 

here by chance?

）
も
預
か
っ
て
作
用
し
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
気
づ
き
も
し
な

い
う
ち
に
、つ
ま
り
夢
う
つ
つ
の
う
ち
に
、の
意
で
あ
る
。
殺
人
者
は
ラ
ズ
ー

ミ
ヒ
ン
の
五
階
建
て
に
行
き
当
た
り
、
夢
遊
状
態
の
一
つ
の
層
か
ら
覚
め
る
。

そ
れ
が
『
あ
ッ
爰
だ

―
彼
奴
あ
の
家
に
…
…
計
ら
ず
爰
ま
で
来
る
と
云
ふ

5
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な
ア
…
…
』
の
先
掲
の
百
字
弱
。
米
川
訳
で
は
直
接
該
当
す
る
こ
の
部
分

（
一
二
一
頁
、
略
）
だ
け
で
三
百
字
余
と
長
い
。
件
の
傍
線
部
だ
け
で
も
「
な

か
な
か
お
も
し
ろ
い
ぞ

―
お
れ
は
わ
ざ
わ
ざ
自
分
で
や
っ
て
来
た
の
か
、

そ
れ
と
も
た
だ
歩
い
て
い
る
う
ち
に
こ
こ
へ
出
て
き
た
の
か
？　

ま
あ
、
ど

う
で
も
い
い
や
」
だ
。
簡
略
に
書
い
て
し
ま
え
ば
確
か
に
魯
庵
の
そ
れ
と
な

る
。魯

庵
本
の
中
抜
き
省
略
の
明
確
な
例
を
示
し
て
お
く
。
第
一
三
回
（
原
作

第
二
編
六
章
）、
犯
行
後
何
日
間
か
熱
病
症
状
だ
っ
た
床
で
意
識
を
取
り
戻

し
た
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
、
看
病
す
る
友
人
ら
を
出
し
抜
い
て
夕
刻
の
街

に
さ
ま
よ
い
出
る
場
面
だ
。
セ
ン
ナ
ヤ
広
場
を
抜
け
た
、
女
た
ち
が
客
引
き

す
る
猥
雑
な
横
町
。「
或
い
は
四
十
斗
り
或
は
や
ッ
と
十
七
位
で
悉
く
不
器

量
な
容
貌
と
黒
づ
ン
だ
眼
付
の
者
ば
か
り
だ
。『
酒さ

か
て手
を
お
恵
み
下
さ
い
』
と

一
人
の
女
は
云
ツ
た
。
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
忽
ち
五
コ
ペ
ッ
ク
貨
を
攫
出

し
て
此
女
に
投
付
け
」（
復
刻
二
之
巻
、
五
四
頁
）
て
通
り
過
ぎ
る
。
こ
こ

は
真
ん
中
が
ざ
く
り
と
抜
き
取
ら
れ
て
い
る
。
話
題
の
亀
山
郁
夫
の
新
訳（
平

凡
社
『
罪
と
罰
1
』、
／
は
改
行
）
で
見
て
み
る
。

　

四
十
す
ぎ
の
女
も
い
れ
ば
、
十
七
、八
の
娘
も
居
て
、
ほ
と
ん
ど
が

目
も
と
に
あ
ざ
（
注
＝
黒
づ
ン
だ
、
の
意
が
こ
れ
で
わ
か
る
）
を
作
っ

て
い
た
。
／
地
階
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
歌
声
、
床
を
鳴
ら
す
音
、
騒
々

し
い
声
に
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
な
ぜ
か
し
ら
惹
か
れ
る
も
の
を
感

じ
た
…
…
（
略
）
／
「
そ
こ
の
お
に
い
さ
ん
、
寄
っ
て
か
な
い
？
」
女

の
ひ
と
り
が
、
か
な
り
甲
高
い
、
ま
だ
さ
ほ
ど
は
嗄
れ
て
い
な
い
声
で

た
ず
ね
た
。
ま
だ
若
く
、
と
く
に
い
や
ら
し
い
感
じ
も
な
か
っ
た

―

た
む
ろ
し
て
い
る
女
た
ち
の
な
か
で
、
ひ
と
り
き
わ
だ
っ
て
見
え
た
。

／
「
へ
え
、
な
か
な
か
の
美
人
さ
ん
じ
ゃ
な
い
！
」
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ

フ
は
軽
く
顔
を
あ
げ
、
女
の
顔
を
ち
ら
り
と
見
て
答
え
た
。
／
女
は
に

こ
り
と
笑
み
を
浮
か
べ
た
。
そ
の
お
世
辞
が
、
ひ
ど
く
気
に
い
っ
た
ら

し
い
。
／「
あ
ん
た
だ
っ
て
、か
な
り
男
前
じ
ゃ
な
い
」と
女
は
言
っ
た
。

／
「
ま
あ
、
な
ん
て
痩
せ
っ
ぽ
ち
な
ん
だ
ろ
！
」
別
の
女
が
低
い
声
で

言
っ
た
。「
病
院
か
ら
出
て
き
た
ば
っ
か
り
じ
ゃ
な
い
の
」
／
（
略
）
／

「
ち
ょ
い
と
、
お
に
い
さ
ん
！
」
さ
っ
き
の
女
が
う
し
ろ
か
ら
叫
ん
だ
。

／
「
な
に
？
」
／
女
は
口
ご
も
っ
た
。
／
「
お
に
い
さ
ん
っ
た
ら
、
あ

た
し
ね
、
あ
ん
た
な
ら
い
つ
で
も
お
相
手
す
る
わ
、
で
も
、
い
ま
は
ね
、

な
ん
だ
か
変
に
気
が
引
け
ち
ゃ
っ
て
さ
。
ね
え
、
あ
ん
た
、
い
い
人
な

ん
で
し
ょ
う
。
お
酒
の
み
た
い
ん
だ
け
ど
、
六
コ
ペ
イ
カ
め
ぐ
ん
で
く

ん
な
い
！
」
／
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
適
当
に
金
を
つ
か
み
だ
し
た
。

五
コ
ペ
イ
カ
銅
貨
が
三
枚
だ
っ
た
。（
三
七
二
〜
五
頁
）

わ
た
し
は
こ
の
亀
山
訳
を
読
ん
で
い
て
、『
に
ご
り
え
』
の
一
章
に
お
け

る
お
力
と
そ
の
朋
輩
・
お
高
の
描
写
を
感
じ
た
。
む
ろ
ん
「
な
か
な
か
の
美

人
さ
ん
」
で
あ
る
ド
ゥ
ク
リ
ー
ダ
が
お
力
、「
別
の
女
」
が
お
高
。
一
葉
作

で
は
こ
う
描
か
れ
る
。「
中
肉
の
脊せ

い
か
つ
か
う

恰
好
す
ら
り
つ
と
し
て
、
洗
い
髪
の
大

嶋
田
に
新
わ
ら
の
さ
わ
や
か
さ
、
頸え

り

も
と
計ば
か
りの
白
粉
も
栄
え
な
く
見
ゆ
る
天

然
の
色
白
を
、
こ
れ
み
よ
が
し
に
乳
の
あ
た
り
ま
で
胸
く
つ
ろ
げ
て
…
」
＝

お
力
。「
二
十
の
上
を
七
つ
か
十
か
、
引
眉
毛
に
作
り
生は

へ
ぎ
は際
、
白
粉
べ
つ
た

り
と
つ
け
て
…
」
＝
お
高
。
ふ
と
こ
の
描
写
を
思
い
出
し
て
、
魯
庵
の
該
当

部
分
を
見
て
中
抜
き
に
気
づ
い
た
と
い
う
順
だ
。
魯
庵
に
よ
る
削
除
か
、
ヴ

井
ゼ
ッ
テ
リ
イ
社
印
行
本
が
す
で
に
そ
う
だ
っ
た
の
か
。
こ
こ
は
加
藤
著
が

指
摘
す
る
後
者
の
可
能
性
が
強
い
と
思
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
一
葉
は
ラ
ス
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コ
ー
リ
ニ
コ
フ
と
こ
の
女
た
ち
と
の
や
り
と
り
を
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

典
拠
を
要
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
に
し
て
も
、
同
一
状
況
の
設
定
が
生

じ
て
い
る
の
が
面
白
い
。

な
お
加
え
て
お
く
と
、
二
章
（
一
五
頁
）
で
お
力
は
布
団
の
上
に
置
か
れ

た
朝
之
助
の
財
布
を
と
り
あ
げ
、「
み
な
の
者
に
祝
儀
で
も
遣つ

か

は
し
ま
せ
う
」

と
ず
ん
ず
ん
引
き
出
し
朋
輩
ら
に
配
り
出
す
。
男
は
寛
大
に
見
て
い
る
。
あ

き
れ
た
お
高
が
、「
力
ち
や
ん
大
底
に
お
し
よ
」
と
た
し
な
め
る
。
先
の
引

用
に
続
き
、
お
金
を
ね
だ
る
ド
ゥ
ク
リ
ー
ダ
に
対
し
て
女
た
ち
の
ひ
と
り
が

「
ほ
ん
と
に
あ
き
れ
た
よ
、
よ
く
ま
あ
、
そ
ん
な
お
ね
だ
り
が
で
き
た
も
ん

だ
ね
！　

あ
た
し
だ
っ
た
ら
、
恥
ず
か
し
く
っ
て
死
ん
じ
ゃ
い
た
い
く
ら
い

な
の
に
…
…
」。
三
〇
前
後
、
あ
ば
た
面
、
顔
じ
ゅ
う
に
あ
ざ
が
あ
る

―

話
し
ぶ
り
も
な
じ
る
口
調
も
、
お
だ
や
か
な
が
ら
真
剣
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

む
ろ
ん
魯
庵
本
に
不
在
。
そ
の
女
は
ソ
ー
ニ
ャ
に
通
ず
る
存
在
に
違
い
な
い
。

お
力
の
「
朋
輩
」
で
、
こ
ん
な
仕
事
を
し
て
い
る
自
分
は
息
子
に
合
わ
せ
る

顔
が
な
い
と
嘆
く
女
が
、
幼
い
息
子
を
連
れ
て
夫
・
源
七
の
も
と
を
去
っ
た

十
数
年
後
の
お
初
の
姿
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、わ
た
し
は
前
拙
稿
（
第

一
章
末
尾
）
で
指
摘
し
た
。
優
れ
た
作
品
の
共
振
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
。

そ
し
て
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
入
り
込
ん
だ
こ
の
猥
雑
な
横
町
は
、
一
葉

が
選
ん
だ
最
期
の
住
居
と
な
る
紅
灯
の
町
・
丸
山
福
山
町
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ

な
が
っ
て
い
く
。

三　

心
理
状
態
に
よ
り
別
人
格
を
設
定

お
力
に
つ
き
ま
と
い
運
命
を
制
す
る
こ
と
に
な
る
男
・
源
七
は
こ
う
表
現

さ
れ
て
い
る
。「
見
る
か
げ
も
な
く
貧
乏
し
て
八
百
屋
の
裏
の
小
さ
な
家
に

ま
い
〳
〵
つ
ぶ
ろ
の
様
に
な
つ
て
…
…
色
の
黒
い
背
の
高
い
不
動
様
の
名

代
」

―
こ
ん
な
男
が
陰
鬱
な
顔
で
裏
道
の
闇
夜
を
彷
徨
す
る
。
犯
行
後
の

ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
で
は
な
い
か
。
魯
庵
本
の
冒
頭
部
、「
彼
は
人
の
注
意

を
曳
く
に
足
る
男
で
、
背
は
普ひ

と
な
み通
よ
り
高
く
す﹅

﹅

﹅
ら
り
と
し
て
釣
合
の
好
い

繊き
ゃ
し
ゃ弱
な
質た
ち

で
、
濃
い
鳶
色
の
髪
と
美
く
し
い
黒
色
の
眼
は
中
々
に
際
立
ッ
て

見
江
る
」。
ま
だ
事
件
前
に
し
ろ
、
美
丈
夫
で
あ
る
。
お
力
に
は
も
う
一
人

の
男
が
で
き
た
。
そ
れ
が
結
城
朝
之
助
だ
。「
肩
巾
の
あ
り
て
背
の
い
か
に

も
高
き
処
よ
り
、
落
つ
い
て
物
を
い
ふ
重
や
か
な
口
ぶ
り
、
目
つ
き
の
凄
く

て
人
を
射
る
や
う
な
る
も
威
厳
の
備
は
れ
る
か
と
嬉
し
く
…
…
頸え

り
あ
し足
の
く
つ

き
り
と
せ
し
」。
わ
た
し
は
、
二
人
は
黒
と
白
で
色
分
け
さ
れ
た
同
一
人
物

と
思
っ
て
い
る
。
源
七
は「
町
内
で
少
し
は
巾
も
あ
つ
た
蒲
団
や
」で
あ
っ
た
。

妻
・
お
初
と
幼
児
・
太
吉
が
い
る
が
、
お
力
に
入
れ
込
ん
で
零
落
し
た
。
巾

も
あ
っ
た
蒲
団
屋
時
代
が
結
城
朝
之
助
な
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
健
気

な
お
初
と
店
の
売
れ
な
い
女
で
あ
る
「
朋
輩
」
も
同
一
人
物
と
し
て
重
ね
ら

れ
て
い
た
。
一
葉
は
一
組
の
男
と
女
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
別
状
態
、
異
な
る
心

境
に
な
っ
た
別
人
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
で
運
命
の
転
変
が
鋭
く
提

示
さ
れ
る
。
ま
さ
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
と
ス
ヴ
ィ

ド
リ
ガ
イ
ロ
フ
に
お
い
て
し
た
こ
と
で
あ
る
。

年
輩
な
が
ら
美
形
で
紳
士
然
と
し
た
こ
の
男
、
ス
ヴ
ィ
ド
リ
ガ
イ
ロ
フ
が

「
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
分
身
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
荒
正
人

（
一
九
一
三
―
七
九
）
の
指
摘
に
わ
た
し
は
胸
を
突
か
れ
た
。「
ス
ヴ
ィ
ド
リ

ガ
イ
ロ
フ
は
、
た
だ
の
卑
劣
な
淫
猥
漢
で
は
な
い
。
心
の
底
に
や
は
り
、
不

思
議
な
良
心
の
燈
を
燃
や
し
て
い
た
。
自
分
が
殺
し
た
妻
や
下
男
の
亡
霊
と
、

会
話
ま
で
か
わ
し
て
い
る
。
だ
が
、
作
者
は
、
こ
の
人
物
の
二
面
性
を
掘
り

下
げ
る
よ
り
は
、
万
人
に
共
通
す
る
悪
の
根
源
を
指
摘
し
よ
う
と
し
た
」。

6
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魯
庵
本
は
悪
夢
の
な
か
で
目
覚
め
る
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
ベ
ッ
ド
わ
き

に
、
見
知
ら
ぬ
男
が
立
っ
て
い
る
所
で
終
わ
る
（
第
三
編
の
末
尾
）。
夢
う

つ
つ
の
な
か
で
「
此
男
年
既
に
若
か
ら
ず
、
濃
い
奇
麗
な
髭
を
生
や
し
て
」

い
る
の
を
認
識
す
る
。
一
〇
分
も
経
過
し
て
も
物
言
わ
ぬ
相
手
に
堪
え
ら
れ

ず
、「
何
故
何
ン
に
も
云
は
ぬ
？　

何
ン
の
用
だ
？
」。
ス
ヴ
ィ
ト
ロ
ガ
イ
ロ

フ
は
即
「
狸た

ぬ

睡き
ね

を
し
て
ェ
る
た
ァ
と
う
に
気
が
付
ィ
て
た
」
と
応
ず
る
。『
罪

と
罰
』
後
半
の
背
骨
と
な
る
人
物
で
あ
り
、一
葉
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ

た
存
在
だ
。
し
か
し
、
重
な
り
あ
う
よ
う
な
心
理
小
説
を
書
い
て
い
た
。
な

お
結
城
朝
之
助
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
日
記
に
慕
情
が
繁
く
書
か
れ
た
朝
日
新

聞
小
説
記
者
・
半
井
桃
水
の
名
が
早
く
か
ら
あ
る
が
、
表
面
的
に
は
そ
れ
で

い
っ
こ
う
に
差
し
支
え
な
い
も
の
の
、
も
と
よ
り
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
。

本
質
的
と
い
う
な
ら
朝
之
助
が
ま
さ
に
ス
ヴ
ィ
ド
リ
ガ
イ
ロ
フ
な
の
で
あ

る
。
一
葉
は
そ
の
男
を
朝
之
助
と
し
て
造
形
し
て
い
た

―
彫
琢
不
足
で
毒

気
は
乏
し
い
に
し
ろ
。

魯
庵
は
初
訳
か
ら
二
一
年
後
の
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
に
改
訳
版
を
丸

善
か
ら
出
し
た
。
そ
の
「
は
し
が
き
」
の
な
か
で
「
悪
譯
を
あ
の
儘
に
は
し

て
置
け
な
い
や
う
な
気
が
し
た
か
ら
、
舊
譯
を
焚
く
つ
も
り
で
新
た
に
改
譯

を
思
立
つ
た
の
で
、
今
度
の
翻
譯
は
拙
は
矢
張
拙
で
あ
つ
て
も
、
二
十
年
前

の
不
完
全
な
舊
譯
に
加
筆
し
た
の
で
は
な
い
。
…
…
新
た
に
稿
を
起
し
た
の

で
毫
も
舊
譯
を
襲
踏
し
た
の
で
は
な
い
」
と
書
く
。
こ
の
改
訳
版
は
『
内
田

魯
庵
全
集
』（
ゆ
ま
に
書
房
）
に
も
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
現
在
読
む
の
が
困

難
で
わ
た
し
も
通
読
は
し
て
い
な
い
。
初
訳
版
を
収
録
し
た
同
全
集
第
十
二

巻
（
一
九
八
四
年
）
に
上
述
の
「
は
し
が
き
」
だ
け
が
収
録
さ
れ
た
。
同
巻

の
編
者
「
解
題
」
の
な
か
で
旧
・
新
の
異
動
二
百
七
個
所
が
提
示
さ
れ
て
い

る
が
、
旧
・
新
版
を
つ
き
合
わ
さ
な
い
と
具
体
的
な
変
更
全
部
は
わ
か
ら
な

い
。
は
し
が
き
で
は
こ
う
も
書
く
。「
前
出
版
當
時
二
三
の
評
家
が
原
本
又

は
獨
譯
と
照
ら
し
て
誤
譯
と
指
摘
し
た
數
個
處
の
如
き
は
堅
く
信
ず
る
處
が

あ
つ
て
誤
譯
と
思
は
ぬ
か
ら
依
然
英
譯
に
随
つ
て
少
し
も
更
め
な
か
つ
た
」。

我
が
道
を
行
く
の
宣
言
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
可
能
な
何
カ
所
か
を
確
認
し
た

が
、
明
ら
か
に
よ
く
な
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
小
説
の
冒
頭
、「
七

月
上
旬
…
…
一
少
年
が
突
進
し
て
」、こ
れ
が
「
…
…
飛
出
し
た
青
年
が
」
と
。

young m
an

は
む
ろ
ん
新
訳
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
の
「
話
し
掛
け
た

者
を
悉
く
忘
れ
て
仕
舞
は
う
と
し
た
」
は
、「
自
分
に
口
を
利
く
者
を
誰
で

も
関か

ま

は
ず
無
覗
し
て
了
は
ふ
と
し
た
」
で
、
確
か
に
分
か
る
よ
う
に
は
な
っ

て
い
る
。
煩
を
い
と
わ
ず
こ
の
部
分
の
旧
・
新
を
併
記
し
て
み
る
。

﹇
旧
﹈
す
る
と
往む

か

日し

の
物
嫌
ひ
を
す
る
根
性
が
募
ツ
て
来
て
、
周
囲
の

も
の
が
何
か
ら
何
ま
で
何
も
彼
も
強
情
に
、
無
上
に
憎
く
な
ツ
て
、
話

し
掛
け
た
者
を
悉
く
忘
れ
て
仕
舞
は
う
と
し
た
。

﹇
新
﹈
往む

か

日し

か
ら
の
嫌
悪
心

―
人
と
云
ふ
人
、
物
と
云
ふ
物
、
周ぐ
る
り囲

の
も
の
一
切
に
対
す
る
頑
強
な
苛
酷
な
憎
悪
心
が
一
層
強
く
な
つ
て
、

自
分
に
口
を
利
く
者
を
誰
で
も
関か

ま

は
ず
無
視
し
て
了
は
ふ
と
し
た
。

意
味
不
明
は
自
覚
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
が
、
あ
く
ま
で
「
つ
ば
を

吐
い
て
、
か
み
つ
く
」
に
は
妥
協
し
て
い
な
い
。
ヴ
井
ゼ
ッ
テ
リ
ィ
社
本
が

ロ
シ
ア
語
原
著
に
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
逡
巡
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
魯
庵

の
律
義
な
性
格
は
自
ず
と
滲
ん
で
く
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
「
英

譯
に
随
つ
て
」
と
書
く
の
も
虚
言
や
修
辞
と
思
え
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ

の
書
き
直
し
の
確
信
犯
的
行
為
が
逆
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
皮
肉
に
も
、

7
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そ
の
意
味
不
明
が
一
葉
の
言
語
感
覚
の
不
満
を
喚
起
し
た
。
そ
れ
が
名
作
の

誕
生
と
な
る

―
糾あ
ざ
なえ
る
縄
の
ご
と
き
連
鎖
で
あ
る
。

改
訳
版
が
初
訳
よ
り
よ
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で
き
る
が
、
初

訳
が
文
学
青
年
ら
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
に
は
も
は
や
及
ば
な
か
っ
た
。
こ

の
改
訳
版
は
二
冊
本
の
初
訳
版
を
一
冊
本
に
し
て
お
り
巻
末
の
奥
付
に
は

『
罪
と
罰　

前
編
』
と
あ
る
。
後
編
へ
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
が
、
そ
れ
は
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
野
村
喬
は
、
英
語
か
ら
の
重
訳
で
は
な

い
翻
訳
作
業
が
若
い
中
村
白
葉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
情
報
が
入
っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
（
翌
年
か
ら
刊
行
）、
そ
し
て
作
業
に
協
力
し
た
得

難
い
友
人
、
ロ
シ
ア
文
学
者
で
も
あ
る
二
葉
亭
四
迷
（
一
八
六
四
―

一
九
〇
九
）
を
死
で
失
っ
た
こ
と
を
挙
げ
る
。

四　
『
罪
と
罰
』
を
い
つ
読
ん
だ
か

一
葉
自
身
は
『
罪
と
罰
』
を
ど
う
語
っ
て
い
る
か
。
樋
口
宅
訪
問
者
の
ひ

と
り
戸
川
残
花
（
一
八
五
五
―
一
九
二
四
）
が
明
治
二
九
年
一
二
月
、
つ
ま

り
死
去
翌
月
の「
女
学
雑
誌
」に
書
い
た
こ
う
い
う
証
言
が
あ
る
。
自
分
が「
不

知
庵
（
魯
庵
の
別
号
）
の
罪
と
罰
を
か
し
ま
ひ
ら
し
ゝ
時
に
は
い
と
〳
〵
悦

ば
れ
後
の
日
に
来
ら
れ
て
繰
り
返
し
〳
〵
數
度
よ
ま
れ
し
と
云
は
れ
ぬ
」。
大

変
な
感
動
で
あ
る
。
貸
し
た
の
が
い
つ
で
、
返
し
て
貰
っ
た
の
が
い
つ
か
、

残
花
は
書
い
て
い
な
い
。
彼
が
一
葉
の
記
述
に
登
場
す
る
の
は
明
治
二
八
年

一
月
二
〇
日
で
、
毎
日
新
聞
（
自
由
民
権
運
動
と
く
に
改
進
党
系
の
伝
統
を

も
つ
政
論
紙
、
現
在
の
同
名
紙
と
は
無
関
係
）
へ
の
寄
稿
依
頼
だ
っ
た
（
四

月
に
三
回
連
載
の
『
軒
も
る
月
』
と
な
る
）。
こ
の
と
き
は
舞
姫
な
ど
を
収

め
た
森
鷗
外
の
『
水
沫
集
』
を
「
こ
れ
見
よ
」
と
、
つ
ま
り
『
罪
と
罰
』
で

は
な
か
っ
た
。
次
は
二
九
年
五
月
二
八
日
の
日
記
に
登
場
。「
わ
れ
に
嫁
入

り
の
取
も
ち
す
と
て
来
る
。
先
き
は
何
が
し
の
博
士
な
り
と
い
ひ
く
る
」
な

ど
で
『
罪
と
罰
』
へ
の
言
及
は
な
い
。
が
、
も
っ
て
き
た
と
し
た
ら
こ
の
と

き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『
に
ご
り
え
』
発
表
は
八
か
月
前
の
二
八
年
九
月
だ

か
ら
寄
与
は
し
て
な
い
こ
と
に
な
る
。
次
に
六
月
一
七
日
、「
残
花
よ
り
の

た
の
み
に
て
明
治
女
学
校
建
築
慈
善
市
に
出
す
べ
き
扇
面
た
にマ

マ

ざ
く
等
か
き

や
る
」。
来
訪
し
た
わ
け
で
な
く
、
便
送
だ
ろ
う
。
そ
し
て
三
回
目
の
登
場

が
七
月
一
七
日
、「
戸
川
残
花
ぬ
し
が
も
と
に
不
沙
汰
見
舞
な
が
ら
さ
ま
〴
〵

も
の
な
ど
も
ら
ひ
つ
る
禮
に
ゆ
く
」

―
こ
れ
が
先
の
残
花
の
「
後
の
日
に

来
て
繰
り
返
し
読
ん
だ
と
い
っ
た
」と
き
の
気
配
が
あ
る
。
借
り
た『
罪
と
罰
』

を
返
し
に
行
っ
た
と
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
借
り
た
の
は
五
月
二
八
日
し
か
な

い
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。『
罪
と
罰
』
は
既
読
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
と
き
の
感
動
を
、
初
め
て
読
ん
だ
よ
う
に
目
い
っ
ぱ
い
に
感
謝
の
言
葉

で
伝
え
る
。
マ
ナ
ー
で
あ
り
、
心
の
真
実
に
は
違
い
な
い
。「
數
度
」
読
ん

だ
と
い
う
な
か
に
前
体
験
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
初
読
み
は
い
つ

だ
っ
た
の
か
。

一
葉
日
記
に
内
田
魯
庵
の
こ
と
が
見
え
る
の
は
二
五
年
八
月
一
七
日
で
、

友
人
と
の
お
し
ゃ
べ
り
の
な
か
で
何
人
か
の
小
説
家
の
噂
話
中
に
そ
の
一
人

の
名
と
し
て
「
内
田
不
知
庵
君
」
と
だ
け
出
て
く
る
（『
巻
之
一
』
の
刊
行

は
三
か
月
後
の
一
一
月
）。
熱
心
な
一
葉
宅
訪
問
者
だ
っ
た
戸
川
秋
骨

（
一
八
七
〇
―
一
九
三
九
）
に
重
要
な
情
報
が
あ
る
。
彼
は
二
七
年
一
月
三
〇

日
刊
の
「
文
学
界
」
第
一
三
号
に
寄
せ
た
「
変
調
論
」
で
魯
庵
『
罪
と
罰
』

に
つ
い
て
熱
っ
ぽ
く
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。「
余
は
…
…
反
狂
半
病
に
し
て

世
の
所
謂
罪
人
な
る
ラ
ス
コ
リ
ニ
コ
ー
フ
に
思
を
寄
す
る
事
深
し
…
…
世
は

彼
を
以
て
罪
人
と
せ
り
、
然
れ
ど
も
世
の
所
謂
罪
人
と
す
る
は
唯
其
の
行
為

8
9

10

11

12
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に
於
て
の
み
な
り
、
彼
の
心
は
青
天
白
日
の
如
く
良
心
の
苦
し
む
る
な
く
只

他
の
た
め
に
己
を
捧
げ
し
事
あ
る
の
み
、
彼
を
以
て
罪
人
と
せ
ば
天
下
の
大

人
は
皆
罪
人
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
…
…
彼
が
心
裡
の
生
命
は
活
動
し
て
此
の

変
調
を
起
こ
さ
し
め
…
」。
ま
た
同
じ
年
九
月
一
日
付
け
島
崎
藤
村
の
星
野

天
知
あ
て
書
簡
に
は
「
先
日
は
又
、
禿
（
木
）、
秋
（
骨
）
と
共
に
一
葉
女

史
の
許
へ
参
り
、
非
常
に
面
白
き
會
合
に
有
之
…
…
一
葉
女
史
尤
も
「
変
調

論
」
を
愛
讀
す
る
や
に
て
、
實
め
づ
ら
し
き
す
ね
も
の
と
存
候
」（『
藤
村
全

集　

第
十
七
巻
』
三
五
頁
）
と
あ
り
、一
葉
の
関
心
ぶ
り
を
書
き
留
め
た
（
一

葉
の
日
記
に
藤
村
は
登
場
し
な
い
が
訪
問
は
確
実
）。
藤
村
は
そ
の
二
週
前

の
八
月
一
四
日
付
け
平
田
禿
木
宛
で
も
「
馬
場
（
胡
蝶
）
君
の
許
よ
り
『
罪

與
罰
』
二
冊
拝
借
…
…
讀
め
ば
よ
む
ほ
ど
悲
惨
の
思
致
し
候
」（
同
三
三
頁
）

と
。
男
た
ち
は
い
ず
れ
も
「
文
学
界
」
＝
一
葉
自
身
が
す
で
に
主
要
な
そ
の

書
き
手
＝
同
人
で
、
強
力
な
一
葉
サ
ロ
ン
・
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
一
葉
は
『
罪

と
罰
』
の
濃
密
な
空
気
の
な
か
に
い
た
。

さ
て
一
葉
の
初
読
み
だ
が
、
巻
之
一
が
刊
行
さ
れ
た
二
五
（
一
八
九
二
）

年
一
一
月
一
〇
日
の
す
ぐ
後
の
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
当
時
、
雑
誌
「
都
の
花
」

に
『
う
も
れ
木
』
を
三
回
に
わ
た
り
連
載
中
で
あ
っ
た
。
一
一
月
二
〇
日
刊

の
同
誌
第
九
五
号
、
一
二
月
四
日
刊
の
第
九
六
号
、
同
一
八
日
の
第
九
七
号

で
あ
り
、
第
一
回
目
の
一
〇
日
前
に
巻
之
一
が
出
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
話

は

―
。
若
き
陶
器
画
工
・
入
江
籟
三
は
妹
・
お
蝶
と
助
け
合
い
赤
貧
の
な

か
に
暮
ら
す
。
鬱
々
の
な
か
で
万
国
博
に
出
品
す
る
金
襴
陶
器
に
没
頭
し
て

い
る
。
あ
る
日
、
か
つ
て
今
は
亡
き
師
の
金
を
持
っ
て
逃
げ
た
許
せ
ぬ
弟
弟

子
・
篠
原
辰
雄
に
出
会
い
、
激
し
く
な
じ
る
。
辰
雄
は
姿
・
言
動
は
紳
士
然

と
し
て
い
た
。
今
は
成
功
し
て
慈
善
事
業
に
努
め
て
い
る
と
い
い
、
前
非
を

わ
び
制
作
援
助
ま
で
申
し
出
る
。
感
動
か
ら
和
解
し
、
お
蝶
は
男
に
惹
か
れ

て
い
く
。
じ
つ
は
籟
三
作
を
見
込
ん
だ
詐
取
と
お
蝶
を
有
力
者
の
妾
に
す
る

の
が
狙
い
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。「
今
年
一
八
年
く
も
り
な
き
美
玉
」
の
お

蝶
は
「
寒
風
ふ
き
し
き
る
夜
半
の
月
に
、
追
へ
ど
も
見
え
ず
呼
べ
ど
も
答
へ

ず
」
姿
を
消
す
。
一
輪
の
月
明
の
も
と
、
籟
三
は
「
天あ

っ
ぱ
れ晴
斯し
ど
う道
の
妙
の
妙
」

の
自
作
を
抱
え
上
げ
、「
投
げ
出
す
一
対
庭
石
の
上
、
戛か

つ
ぜ
ん然
の
ひ
ゞ
き
大
笑

の
ひ
ゞ
き
」。
砕
け
散
る
音
と
片
々
の
金
光
、
そ
こ
に
虚
無
的
な
大
笑
が
重

な
っ
て
い
く

―
。
一
二
月
一
八
日
、
最
終
回
の
締
め
で
あ
る
。

『
罪
と
罰
』
巻
之
一
で
例
の
瞬
間
は
こ
う
描
か
れ
る
。「
…
…
鉈
を
取
直
し

て
真
向
微
塵
尓に

二
度
ま
で
打
下
す
と
鮮
血
泉
の
如
く
迸
ほ
と
ば
し

ッ
て
死
躰
は
ど
た

里り

と
轉こ
ろ

が
た
たマ
マ

。
眼め
だ
ま球
は
飛
出
さ
ん
と
し
顔
ハ
ゆ
が
み
…
」。
ラ
ス
コ
ー
リ

ニ
コ
フ
は
死
体
か
ら
鍵
を
と
り
箪
笥
を
物
色
し
よ
う
す
る
が
、
急
に
体
が
震

え
あ
が
り
、や
め
て
逃
げ
よ
う
と
す
る
。
が
、「
今
更
帰
ら
れ
も
し
な
か
ッ
た
。

斯か

う
考
へ
て
獨
り
ニ﹅

﹅

﹅
タ
リ
と
笑
ッ
た
」。

わ
た
し
が
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
感
じ
る
の
は
凄
惨
な
殺
人
描
写
よ
り
、
こ
の

ニ
タ
リ
の
方
だ
。
翌
夜
、
奪
っ
て
中
身
も
確
認
し
て
い
な
い
品
物
を
、
先
述

の
小
ネ
バ
河
わ
き
の
路
地
奥
の
石
の
下
に
埋
め
込
む
と
、
一
切
の
証
拠
は
な

く
な
っ
た
と
「
再
び
に﹅

ッ﹅

こ﹅

﹅り
」。「
此
町
を
歩
く
中う
ち

ハ
始
終
長
た
ら
し
く

に﹅

﹅た
〳
〵
と
神
經
的
に
笑わ
ら
ひ
つ續ゞ
け
て
ゐ
た
」。
破
局
後
の
、
破
局
を
意
識
し
な

が
ら
の
空
虚
な
笑
い
。「
戛
然
の
ひ
ゞ
き
大
笑
の
ひ
ゞ
き
」
は
こ
こ
か
ら
の

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
い
か
。
一
葉
が
い
ち
早
く
『
罪
と
罰
』
を
読

ん
で
い
た
傍
証
で
あ
る
。

ど
こ
で
読
ん
だ
か
。
上
野
図
書
館
に
違
い
な
い
。
日
記
に
よ
く
出
て
く
る

勉
強
場
所
で
あ
る
。
こ
の
時
期
で
は
一
〇
月
二
一
日
に
「
図
書
館
に
行
く

…
…
う
も
れ
木
原
稿
料
十
一
円
七
十
五
銭
」
云
々
の
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ

は
巻
之
一
の
刊
行
以
前
。
肝
心
の
一
一
月
一
一
日
か
ら
一
二
月
七
日
ま
で
の
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間
は
空
白
だ
。
ま
さ
に
『
う
も
れ
木
』
に
か
か
っ
て
い
た
期
間
な
の
で
あ
る
。

同
時
に
巻
之
一
を
読
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
日
記
に
は
手
が
回
ら
な

か
っ
た
（『
日
記
』
に
は
引
き
ち
ぎ
ら
れ
た
形
跡
を
残
す
余
白
個
所
＝
お
そ

ら
く
一
葉
自
身
に
よ
っ
て
＝
も
あ
る
が
こ
こ
が
そ
う
で
な
い
の
は
明
か
）。
も

し
日
記
を
つ
け
て
い
た
と
し
て
も
そ
の
こ
と
を
書
く
は
ず
な
い
。
作
品
に
し

て
書
く
。
作
家
な
の
で
あ
る
。
空
白
こ
そ
が
雄
弁
に
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
。

と
は
い
え
、『
う
も
れ
木
』
が
『
罪
と
罰
』
に
拠
っ
て
書
か
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。
幸
田
露
伴
（
一
八
六
七
―
一
九
四
七
）
の
『
風
流
仏
』
を
踏
ま
え

て
い
る
。
三
年
前
、
露
伴
二
二
歳
の
事
実
上
の
デ
ビ
ュ
ー
作
だ
。
京
の
若
い

彫
刻
家
・
珠
運
が
旅
路
の
木
曽
谷
で
無
頼
の
義
父
に
い
じ
め
ら
れ
な
が
ら
花は

な

漬づ
け

売
り
を
す
る
美
し
く
心
優
し
い
お
辰
と
会
う
。
結
婚
式
直
前
、
東
京
か
ら

華
族
の
使
者
が
来
て
何
百
円
か
を
お
い
て
お
辰
を
連
れ
去
る
。
実
父
は
戊
辰

戦
争
の
と
き
京
で
娘
と
、
い
ま
は
亡
き
そ
の
母
の
芸
妓
（
義
父
の
姉
）
と
生

き
別
れ
、
戦
争
の
功
で
子
爵
と
な
っ
た
旧
志
士
で
あ
る
、
と
。
珠
運
は
せ
め

て
そ
の
面
影
を
留
め
よ
う
と
今
は
人
住
ま
ぬ
お
辰
の
陋
屋
に
こ
も
り
、「
厚

き
檜
の
大
き
な
古
板
」
に
向
か
う
。
花
綴
り
麗
し
く
纏
っ
た
観
音
の
化
身
像

が
で
き
る
。
が
、
夢
に
現
れ
る
お
辰
に
比
べ
る
と
「
身
を
掩
ふ
数
〃
の
花
う

る
さ
」
い
。
飾
り
を
切
り
落
と
し
、
裸
形
に
す
る
。
月
明
の
夕
刻
、
薄
墨
色

に
暮
れ
の
残
っ
た
な
か
に
「
お
辰
の
白
き
肌
浮
き
出
る
如
く
活
〃
と
し
た
姿
、

朧
月
夜
に
真
の
人
を
見
る
様
」、
我
が
作
な
が
ら
「
ゾ
ッ
と
総
身
の
毛
も
」
立

つ
思
い
。
思
わ
ず
右
手
に
鉈
を
振
り
上
げ
…
…
「
何
の
操
な
き
お
の
れ
に
未

練
残
す
べ
き
」。

―
が
、
思
い
乱
れ
て
ド
ウ
と
臥
し
た
途
端
、
ガ
タ
リ
と

何
か
が
倒
れ
か
か
る
。
温
か
い
腕
が
首
に
か
ら
ま
り
、
芳
し
い
鬢
の
毛
が
頬

を
な
で
る
、「
彫
像
が
動
い
た
の
や
ら
、
女
が
来
た
の
や
ら
…
…
」。
夢
と
も

現
と
も
知
れ
ず
話
は
終
わ
る
。『
う
も
れ
木
』
の
籟
三
が
執
念
を
込
め
た
自

作
を
自
ら
破
壊
し
た
の
に
対
し
て
、
珠
運
の
方
は
甘
い
余
情
で
終
わ
る
。

籟
三
の
虚
無
的
な
笑
い
に
は
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
ニ
タ
ニ
タ
笑
い
が
鋭

く
影
を
落
と
し
て
い
る
。
こ
の
作
以
前
の
初
期
三
作
、『
闇
桜
』『
た
ま
襷
』『
五

月
雨
』
は
お
嬢
様
・
お
ぼ
っ
ち
ゃ
ま
の
恋
心
に
死
の
気
分
を
ま
ぶ
せ
た
セ
ン

チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
臭
が
と
く
に
濃
厚
だ
（
半
井
桃
水
の
指
導
下
に
あ
り
彼
主

宰
の
「
武
蔵
野
」
発
表
さ
れ
た
）。
何
者
か
わ
か
ら
な
い
美
形
の
男
＝
結
城

朝
之
助
ま
で
生
き
延
び
る
＝
た
ち
に
対
し
て
、『
う
も
れ
木
』
で
は
生
硬
な

が
ら
執
念
の
男
が
生
ま
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
源
七
に
通
ず
る
存
在
で
あ
り
、

一
葉
小
説
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
執
念
＝
怒
り
が
提
示
さ
れ
た
の

だ
。掲

載
誌
「
都
の
花
」
に
は
先
輩
作
家
で
歌
塾
の
友
人
・
田
辺
花
圃
（
こ
の

こ
ろ
三
宅
雪
嶺
と
結
婚
）
が
と
り
も
っ
て
く
れ
た
。
露
伴
作
が
下
敷
で
あ
る

こ
と
は
一
葉
死
去
の
翌
年
、
森
鷗
外
主
宰
の
雑
誌
「
め
ざ
ま
し
草
」（
明
治

三
〇
年
三
月
二
八
日
号
）
の
鷗
外
・
露
伴
・
斎
藤
緑
雨
に
よ
る
連
載
合
評
「
雲

中
語
」
で
、「
露
伴
子
の
初
作
を
手
本
と
せ
る
か
と
思
は
る
ゝ
と
こ
ろ
多
し
」

と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
合
評
は
発
言
者
が
特
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が

（
該
当
分
は
多
分
緑
雨
）、
総
じ
て
詐
欺
男
・
篠
原
辰
雄
の
描
写
が
不
自
然
で

あ
り
「
未
だ
発
達
せ
ざ
る
一
葉
の
作
」
と
い
う
手
厳
し
い
評
だ
っ
た
。
た
だ

先
行
作
が
あ
る
こ
と
へ
の
批
判
が
ま
し
い
発
言
は
全
く
な
い
。
文
化
と
は
蓄

積
で
あ
り
独
自
性
を
ど
う
出
す
か
に
あ
る
。

『
う
も
れ
木
』
発
表
か
ら
三
カ
月
、
明
治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
三
月
二
一

日
の
日
記
に
一
高
生
の
平
田
禿と

く
ぼ
く木
（
一
八
七
三
―
一
九
四
三
）
の
来
訪
が
書

か
れ
て
い
る
。
学
校
か
ら
坂
を
下
っ
た
菊
坂
の
家
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
一
月

に
北
村
透
谷
・
島
崎
藤
村
ら
と
文
芸
誌
「
文
学
界
」
を
創
刊
し
て
い
た
。『
風

流
仏
』
へ
の
感
動
を
吐
露
し
、
あ
な
た
も
露
伴
が
好
き
な
ん
で
し
ょ
う
と
語
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り
、
ズ
バ
リ
遠
慮
の
な
い
若
者
の
問
い
を
発
す
る
。「
君
が
『
埋
木
』
を
こ

ぞ
見
参
ら
せ
し
よ
り
、
大
方
は
を
し
計
り
て
な
ん
」
と
。
ね
た
元
は
わ
か
っ

て
ま
す
よ
、
で
あ
る
。
一
葉
は
笑
顔
で
、
男
の
方
々
の
目
か
ら
は
自
分
の
書

い
た
も
の
な
ど
さ
ぞ
片
腹
痛
く
見
え
る
で
し
ょ
う
が
と
、
こ
う
続
け
る
。「
誠

に
露
伴
子
が
本
心
は
し
ら
ず
、
み
る
目
は
我
が
心
な
れ
ば
、
其
か
た
は
し
を

見
と
め
て
、
お
の
が
心
に
引
当
て
つ
ゝ
め
で
ま
ど
ふ
や
何
や
し
ら
ず
」。
つ

ま
り
、
露
伴
さ
ん
の
奥
深
い
意
図
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
わ
た
し
自
身
の

世
界
を
創
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
少
し
で
も
認
め
て
も
ら
っ
て
、
褒

め
る
か
不
快
に
思
わ
れ
る
か
は
読
む
方
次
第
で
す

―
だ
ろ
う
。
そ
の
言
や

よ
し
で
あ
る
。
や
り
と
り
を
「
今
の
世
の
作
家
の
う
ち
、
幸
田
ぬ
し
こ
そ
い

と
嬉
し
き
ひ
と
な
れ
」
で
切
り
上
げ
る
。

一
葉
文
学
の
成
立
に
露
伴
作
の
役
割
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
の

露
伴
作
の
ベ
ー
ス
に
王
朝
物
語
が
あ
る
。
執
念
を
込
め
た
裸
形
の
菩
薩
像
に

鉈
を
振
り
お
ろ
そ
う
と
す
る
珠
運
は
、
焼
か
れ
る
わ
が
娘
を
観
察
し
な
が
ら

地
獄
図
を
描
い
た
『
古
今
著
聞
集
』
巻
一
一
の
絵
師
な
の
で
あ
り
、
後
に
芥

川
も
『
地
獄
変
』
を
書
く
こ
と
に
な
る
。
創
造
と
破
壊
は
接
し
て
お
り
「
狂
」

が
生
ず
る
と
こ
ろ
。
優
れ
た
作
家
た
ち
が
重
な
る
よ
う
に
そ
こ
を
描
い
た
。

『
罪
と
罰
』
は
『
う
も
れ
木
』
を
ち
ら
り
と
か
す
め
る
程
度
だ
っ
た
が
、
二

年
半
後
の
『
に
ご
り
え
』
で
は
深
々
と
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
破
局
の
ニ
ヒ
ル
な
大
笑
を
前
面
に
出
し
た
小
品
も
生
ま
れ
る
。

二
八
年
四
月
の
『
軒
も
る
月
』
だ
。
高
位
の
殿と

の

の
愛
人
だ
っ
た
と
お
ぼ
し
き

女
が
今
は
職
工
の
妻
と
な
っ
て
、
冷
え
込
む
夜
の
更
け
る
ま
で
働
く
夫
を
わ

び
し
く
待
つ
。
で
も
、
殿
の
こ
と
を
ふ
と
思
い
出
す
我
は
不
貞
の
身
。
寝
か

し
つ
け
た
赤
子
を
わ
き
に
、
つ
と
葛つ

ゞ
ら籠
の
底
に
秘
し
た
激
し
い
求
め
の
手
紙

一
〇
幾
通
を
取
り
出
し
読
み
ふ
け
る

―
。「
四あ
た
り隣
に
物
お
と
絶
え
た
る
に

霜
夜
の
犬
の
長と
ほ吠ゞ
え
す
ご
く
、
寸す
き
ま隙
も
る
風
お
と
も
な
く
身
に
迫
り
く
る
寒

さ
も
す
さ
ま
じ
…
…
女お

な
ご子
は
あ
た
り
を
見
廻
し
て
高
く
笑
い
」、
手
紙
を
残

り
な
く
寸
断
し
炭
火
の
中
に
投
げ
込
む
。『
う
も
れ
木
』
で
は
ま
だ
サ
ラ
リ

で
あ
っ
た
も
の
が
蘊
蓄
を
傾
け
た
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
場
面
を
書
き

込
む
た
め
に
前
段
ま
で
の
話
を
作
っ
た
感
さ
え
あ
る
。『
に
ご
り
え
』
発
表

の
五
カ
月
前
。
主
旋
律
の
高
ま
る
緊
迫
感
が
そ
の
習
作
を
思
わ
せ
る
。

禿
木
の
訪
問
を
機
に
馬
場
胡
蝶
・
川
上
眉
山
・
戸
川
秋
骨
ら
文
学
青
年
が

次
々
来
訪
し
サ
ロ
ン
状
況
が
生
じ
た
。
一
葉
最
後
の
半
年
間
に
存
在
感
を
印

し
た
の
が
毒
舌
家
の
一
匹
狼
・
斎
藤
緑
雨
（
一
八
六
七
―
一
九
〇
四
）
だ
。

面
と
向
か
っ
て
「
泣
き
て
の
後
の
冷
笑
」
と
一
葉
評
を
し
て
の
け
た
。
住
ま

い
は
吉
原
遊
廓
わ
き
の
下
谷
龍
泉
寺
町
（
二
六
年
七
月
）
を
経
て
、
も
と
の

菊
坂
に
近
い
新
開
の
紅
灯
の
街
・
丸
山
福
山
町
（
二
七
年
五
月
）
に
移
っ
て

い
た
。
店
裏
の
離
れ
の
建
物
。
そ
こ
で
『
た
け
く
ら
べ
』『
に
ご
り
え
』『
十
三

夜
』
な
ど
の
代
表
作
が
余
命
一
年
半
の
間
に
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
サ
ロ

ン
外
の
迷
惑
な
闖
入
フ
ァ
ン
も
あ
っ
た
。
母
と
妹
と
の
三
人
所
帯
の
戸
主
、

生
活
が
双
肩
に
か
か
っ
て
い
た
。
名
声
が
上
が
っ
て
も
質
屋
通
い
は
日
常
の

こ
と
。
贅
沢
に
は
遠
い
に
し
ろ
交
際
も
旺
盛
だ
っ
た
。

五　

魯
庵
の
『
に
ご
り
え
』
評
価

『
に
ご
り
え
』
は
源
七
と
お
初
の
突
然
の
死
で
、
断
ち
切
ら
れ
た
よ
う
に

終
わ
る
。
あ
る
夕
方
、
お
寺
の
山
で
の
こ
と
。
合
意
の
心
中
と
も
無
理
心
中

と
も
作
者
は
断
定
し
て
い
な
い
。
人
の
噂
話
で
、「
切
ら
れ
た
は
後
袈
裟
、
頬

先
の
か
す
り
疵
、
頸
筋
の
突
疵
な
ど
色
々
あ
れ
ど
も
、
た
し
か
に
逃
げ
る
処
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を
遣
ら
れ
た
相
違
な
い
、
引
き
か
へ
て
男
は
見
事
な
切
腹
、
蒲
団
や
の
時
代

か
ら
左
の
み
の
男
と
思
は
れ
な
ん
だ
が
あ
れ
こ
そ
は
死
花
、
ゑ
ら
さ
う
に
見

え
た
」
と
語
ら
れ
、
さ
ら
に
「
な
に
し
ろ
菊
の
井
は
大
損
で
あ
ら
う
、
彼
の

子
に
は
結
構
な
旦
那
が
つ
い
た
筈
、
取
に
が
し
て
は
残
念
で
あ
ら
う
」
と
い

う
冗
談
話
も
さ
さ
や
か
れ
る
。
残
光
冷
え
冷
え
で
あ
る
。『
罪
と
罰
』
は
凄

惨
な
老
女
二
人
殺
人
事
件
で
始
ま
り
、『
に
ご
り
え
』
は
凄
惨
な
心
中
？
騒

動
で
終
え
た
。
ス
ト
ー
リ
ー
構
成
が
反
転
し
て
い
る
。
留
意
し
た
い
の
は
、

一
葉
は
前
半
の
話
、
孤
独
地
獄
に
あ
る
殺
人
者
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
し
か
知

ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
。

じ
つ
は
『
罪
と
罰
』
の
後
半
は
基
調
が
ま
っ
た
く
異
な
る
。
ロ
マ
ン
ス
な

の
で
あ
る
。
後
半
の
始
め
（
原
書
第
四
編
四
章
）
で
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ

は
罪
を
娼
婦
の
ソ
ー
ニ
ャ
に
告
白
し
、
彼
女
は
殺
人
者
を
受
け
止
め
る

―

「
足
に
キ
ス
を
し
て
言
っ
て
た
わ
…
…
言
っ
て
た
じ
ゃ
な
い
（
そ
う
あ
の
人

は
は
っ
き
り
言
っ
た
）、
君
な
し
で
は
生
き
て
い
け
な
い
っ
て
…
…
あ
あ
、
神

様
！
」（
亀
山
訳
）。
た
し
か
に
不
気
味
な
ス
ヴ
ィ
ド
リ
ガ
イ
ロ
フ（
ラ
ス
コ
ー

リ
ニ
コ
フ
の
分
身
）
の
言
動
を
軸
に
、
危
う
い
綱
渡
り
の
心
理
を
味
わ
せ
ら

れ
る
後
半
だ
が
、
読
み
手
の
胸
奥
に
は
す
で
に
火
が
灯
さ
れ
て
い
る
。「
エ

ピ
ロ
ー
グ
」
は
ソ
ー
ニ
ャ
も
追
っ
て
来
た
シ
ベ
リ
ア
の
監
獄
の
地
を
描
く
。

病
後
、
彼
は
川
岸
の
作
業
場
に
出
る
。
ソ
ー
ニ
ャ
も
病
気
だ
と
聞
い
て
い
た

―
。「
ふ
と
気
づ
く
と
、
か
た
わ
ら
に
ソ
ー
ニ
ャ
が
立
っ
て
い
た
。
彼
女

は
そ
っ
と
近
づ
い
て
、
彼
の
と
な
り
に
腰
を
お
ろ
し
た
。
ま
だ
か
な
り
早
い

時
刻
で
、朝
の
寒
さ
が
の
こ
っ
て
い
た
。
彼
女
は
み
す
ぼ
ら
し
い
古
び
た
コ
ー

ト
を
は
お
り
、
緑
色
の
シ
ョ
ー
ル
を
か
ぶ
っ
て
い
た
。
顔
は
ま
だ
病
気
の
な

ご
り
を
と
ど
め
、
や
せ
て
青
白
く
、
や
つ
れ
た
感
じ
が
あ
っ
た
。
彼
女
は
親

し
み
を
こ
め
、
う
れ
し
そ
う
に
ほ
ほ
笑
み
か
け
た
が
、
そ
れ
で
も
さ
し
の
べ

た
そ
の
手
は
、
い
つ
も
の
く
せ
で
お
ど
お
ど
し
て
い
た
」（
同
）。
ハ
ッ
ピ
ー

エ
ン
ド
な
の
で
あ
る
。
一
葉
の
方
は
ア
ン
ハ
ッ
ピ
ー
の
傾
向
が
『
う
も
れ
木
』

以
後
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、
行
き
着
く
先
に
『
に
ご
り
え
』

が
あ
っ
た
。

興
味
深
い
の
は

―
あ
る
い
は
当
然
な
が
ら

―
内
田
魯
庵
が
『
に
ご
り

え
』
を
高
く
評
価
し
た
こ
と
だ
。
二
八
年
一
〇
月
号
の
「
国
民
之
友
」、
つ

ま
り
発
表
翌
月
と
い
う
素
早
い
時
点
で
同
誌
に「
一
葉
女
子マ

マ

の『
に
ご
り
え
』」

を
寄
せ
、
こ
う
書
き
出
す
。「
余
が
近
日
得
た
る
佳
什
の
中
随
一
に
位
す
べ

き
は
一
葉
女
史
の
『
に
ご
り
え
』
と
す
」。
中
心
論
点
を
現
代
文
に
す
る
と

―
。
作
者
の
意
図
は
婦
徳
の
意
味
を
十
分
わ
き
ま
え
て
い
る
婦
人
が
、
残

酷
な
運
命
の
荒
波
に
弄
ば
れ
て
卑
猥
な
業
に
落
ち
込
み
、
心
中
の
悶
え
苦
し

み
を
自
虐
的
な
お
ど
け
笑
い
と
だ
ら
し
な
さ
の
演
技
で
表
面
的
に
紛
ら
し
、

一
度
し
か
な
い
人
生
を
ニ
セ
道
徳
家
に
嘲
ら
れ
な
が
ら
、
不
幸
な
最
期
を
遂

げ
る
惨
劇
を
描
こ
う
と
し
た
も
の

―
。
そ
し
て
「
其
立
案
の
大
膽
不
敵
な

る
や
、
恐
ら
く
は
狭
小
な
る
自
己
の
範
圍
内
の
み
に
材
料
を
擇
ぶ
を
知
る
今

の
小
説
家
が
夢
寐
に
も
浮
ば
ざ
り
し
も
の
な
る
べ
し
」。
社
会
的
な
視
角
の

指
摘
で
あ
る
。
以
下
は
後
半
の
ロ
マ
ン
ス
を
知
る
彼
が
ソ
ー
ニ
ャ
を
意
識
し

て
の
言
と
思
う
。「（
お
力
に
対
し
て
女
性
と
し
て
嫌
悪
感
を
も
つ
こ
と
こ
そ

当
然
な
の
に
）
却
つ
て
多
涙
な
る
同
情
を
灑
ぎ
し
は
（
例
え
全
編
に
多
く
の

缺
点
が
あ
っ
た
と
し
て
も
）
猶
ほ
十
分
な
る
称
賛
を
拂
ふ
の
價
値
あ
る
べ
し

と
信
ず
。
斯
く
の
如
き
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
イ
に
富
め
る
作
家
は
今
の
男
性
作
家

中
に
も
多
く
求
む
る
を
得
ざ
る
な
り
」。hum

anity

と
い
う
語
が
使
わ
れ
た

早
い
例
だ
ろ
う
。

魯
庵
は
厳
し
い
指
摘
も
し
て
い
る
。
蒲
団
や
源
七
と
の
関
係
の
描
写
も
余

り
に
淡
泊
で
お
力
が
な
ぜ
こ
の
惨
劇
に
あ
っ
た
か
曖
昧
で
あ
り
、
構
成
上
か
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ら
み
れ
ば
「
源
七
と
の
関
係
を
正
寫
し
て
結
城
朝
之
助
に
於
け
る
を
影
の
物

語
と
な
す
こ
そ
普
通
な
る
べ
き
に
之
を
顛て

ん

倒と
う

せ
し
は
其
権き
ん
こ
う衡
を
失
」
っ
て
い

る
。
こ
の
作
品
に
対
す
る
核
心
的
な
指
摘
と
わ
た
し
は
思
う
。
ラ
ス
コ
ー
リ

ニ
コ
フ
で
な
く
ス
ヴ
ィ
ド
リ
ガ
イ
ロ
フ
が
主
人
公
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

で
は
な
い
か
、
と
も
読
め
る
（
知
る
者
の
優
位
さ
が
あ
る
に
し
ろ
）。
一
応

主
役
と
思
わ
れ
る
朝
之
助
は
何
者
と
も
知
れ
ず
、
同
じ
く
何
者
か
分
か
ら
な

い
な
が
ら
、
源
七
の
残
像
は
強
烈
で
あ
る
。
二
人
と
も
極
め
て
抽
象
的
、
一

葉
の
異
性
体
験
の
希
薄
さ
で
も
あ
ろ
う
。「
暗
弱
庸
愚
な
る
白し

れ
も
の者
が
殺
人
の

大
罪
を
犯
す
弾
機
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
は
頗
る
薄
弱
」
と
い
う
魯
庵
の
指

摘
は
読
み
手
の
率
直
な
読
後
感
に
違
い
な
い
。
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
懊
悩

の
〝
哲
学
〞
＝
一
つ
の
命
と
引
き
換
え
に
何
千
も
の
命
が
救
え
る
理
想
的
殺

人
＝
な
ど
全
く
な
い
か
ら
だ
（
そ
れ
が
究
極
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
る
に
し

ろ
）。
た
だ
、「
無
数
の
瑕
瑾
を
発
見
す
る
を
難
し
と
せ
ざ
る
も
未
来
に
大
作

出
づ
る
萌
芽
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
」
と
い
う
結
び
は
、
大
作
『
罪
と
罰
』

の
位
置
か
ら
の
期
待
の
言
で
あ
る
よ
う
に
映
る
。
魯
庵
は『
に
ご
り
え
』に『
罪

と
罰
』
を
感
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
訳
者
と
し
て
の
密
か
な
る
誇
ら
し
さ

が
高
評
価
に
な
っ
た
と
も
思
え
る
。

高
評
価
は
魯
庵
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
ど
っ
と
賛
美
が
集
中
し
、

一
葉
が
ま
さ
に
ビ
ッ
グ
な
存
在
と
な
っ
た
と
き
で
あ
る
。
本
人
は
発
表
翌
月

の
一
〇
月
、
つ
ま
り
魯
庵
評
が
出
た
同
月
の
日
記
に
こ
う
ク
ー
ル
に
書
く
。

「
や
う
〳
〵
世
に
名
を
し
ら
れ
初
て
め
づ
ら
し
気
に
か
し
ま
し
う
も
て
は
や

さ
れ
る
　ゝ

う
れ
し
な
ど
い
は
ん
ハ
い
か
に
ぞ
や　

こ
れ
も
唯
め
（
目
）
の

前
の
け
ぶ
り
な
る
べ
く　

き
の
ふ
の
我
れ
と
何
事
の
ち
か
ひ
か
あ
ら
ん
…
…

今
の
我
ミ
（
身
）
の
か
ゝ
る
名
得
つ
る
が
如
く　

や
が
て
秋
か
ぜ
た
ゝ
ん
ほ

ど
ハ
た
ち
ま
ち
野
末
に
ミ
か
へ
る
も
の
な
か
る
べ
き
運
命　

あ
や
し
う
も
心

ぼ
そ
う
も
あ
る
事
か
な
」（
日
付
は
な
い
が
一
〇
月
初
め
）。
謙
虚
に
は
違
い

な
い
こ
の
冷
静
さ
が
、
可
愛
げ
が
な
い
と
い
う
印
象
や
、
読
み
手
を
意
識
し

て
い
る
と
の
評
を
生
み
か
ね
な
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
魯
庵
の
高
評
は
部
分

引
用
（
魯
庵
の
名
は
出
さ
ず
）
し
て
書
き
留
め
て
い
る
。
別
評
者
の
「
紫
清

さ
り
て
こ
と
し
幾
百
年
、
と
つ
て
か
は
る
べ
き
ハ
君
ぞ
な
ど
と
い
ふ
も
あ
り
」

（
同
月
一
五
〜
三
一
日
ま
と
め
書
き
）
も
さ
り
げ
な
く
記
す
。
魯
庵
に
つ
い

て
直
接
語
る
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
。
先
述
の
『
罪
と
罰
』
へ
の
感
動
を

戸
川
残
花
が
書
き
留
め
た
も
の
が
あ
る
だ
け
だ
。
そ
こ
か
ら
「
こ
れ
ほ
ど
反

覆
し
て
讀
ん
だ
と
い
ふ
一
葉
の
方
に
、
本
書
に
關
す
る
一
言
の
記
録
が
な
い

の
は
不
思
議
で
あ
る
」（
塩
田
）
と
い
う
、
影
響
が
な
か
っ
た
と
い
う
文
脈

で
語
ら
れ
る
認
識
も
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

日
記
に
書
か
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
日
記
と
は
、
子
ど
も
の
そ
れ
は
と
も
か
く
、
心
の
一
番
奥
の
一
つ
か
二

つ
手
前
を
書
く
も
の
で
は
な
い
か
（
も
し
書
い
て
し
ま
っ
た
ら
廃
棄
す
る
か

も
知
れ
な
い
）。
つ
ま
り
、
な
い
と
い
う
こ
と
は
逆
に
そ
れ
ほ
ど
甚
大
な
事

柄
で
あ
っ
た
こ
と
の
反
証
で
も
あ
り
得
る
。
一
葉
の
日
記
は
読
み
手
を
意
識

し
て
い
る
。
ま
ず
家
族
だ
が
、
晩
年
に
行
く
ほ
ど
一
般
読
者
向
け
気
配
を
感

じ
さ
せ
る
。
嘘
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
フ
リ
（
そ
れ
自
体
は
事
実
）

を
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
の
面
白
さ
も
生
ず
る
（
荷
風
の
『
断
腸
亭
日
乗
』

の
よ
う
な
始
め
か
ら
作
品
と
し
て
意
図
さ
れ
た
日
記
も
あ
る
）。
病
身
の
自

ら
の
命
運
を
自
覚
し
て
い
た
に
違
い
な
く
、
後
に
残
せ
る
わ
ず
か
な
現
実
的

な
遺
産
な
の
で
あ
る
。

哲
学
者
・
九
鬼
周
造
（
一
八
八
八
―
一
九
四
一
）
の
「
書
斎
漫
筆
」
に
こ

ん
な
言
葉
が
あ
る
。「
善
を
も
悪
を
も
ひ
と
し
く
客
観
的
に
捉
え
て
赤
裸
々

な
自
己
を
深
刻
に
投
げ
出
す
と
い
う
こ
と
は
随
筆
の
形
に
お
い
て
よ
り
も
、

13
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小
説
の
形
に
お
い
て
な
さ
れ
る
方
が
む
し
ろ
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
」。「
随

筆
」
を
「
日
記
」
に
換
え
て
読
め
ば
い
い
。
九
鬼
は
一
般
論
と
し
て
い
っ
て

い
る
の
だ
が
、
一
葉
に
お
け
る
小
説
と
日
記
の
関
わ
り
の
核
心
を
突
く
言
葉

と
な
っ
て
い
る
。
心
の
深
奥
は
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
に
適
さ
な
い
。
日
記
に
あ
ま

り
に
書
き
過
ぎ
た
桃
水
は
、
だ
か
ら
文
学
的
昇
華
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。

彼
に
と
っ
て
の
迷
惑
も
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

『
に
ご
り
え
』
は
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
、
そ
の
年
一
月
号
か
ら
雑

誌
「
文
学
界
」
で
連
載
を
始
め
た
も
う
ひ
と
つ
の
代
表
作
『
た
け
く
ら
べ
』

を
三
月
号
で
中
断
し
、
博
文
館
の
「
文
芸
倶
楽
部
」
九
月
号
に
一
括
発
表
さ

れ
た
（『
た
け
く
ら
べ
』
は
八
月
、
一
一
月
、
一
二
月
、
翌
新
年
号
で
完
結
）。

「
文
学
界
」
が
後
に
名
を
な
す
人
た
ち
が
書
い
て
い
る
と
は
い
え
ま
だ
同
人

誌
的
色
彩
が
あ
っ
た
の
に
比
べ
、
後
者
は
大
手
の
文
芸
誌
だ
っ
た
。『
に
ご

り
え
』
に
満
を
持
し
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
ま
さ
に
作

家
と
し
て
の
絶
頂
期
で
あ
っ
た
（
日
記
に
空
白
の
多
い
期
間
で
も
あ
る
）。

彼
女
の
作
品
は
総
じ
て
心
に
負
い
目
（
か
な
わ
ぬ
恋
・
不
倫
）
を
も
つ
主

人
公
が
、
そ
れ
で
も
誠
実
に
生
き
よ
う
と
し
な
が
ら
、
背
信
に
あ
い
悲
劇
的

な
、
あ
る
い
は
悲
運
を
暗
示
す
る
流
れ
の
な
か
で

―
虚
無
的
と
い
う
表
現

を
わ
た
し
は
し
た

―
終
わ
る
と
い
う
共
通
の
ス
ト
ー
リ
ー
性
が
指
摘
で
き

る
。
し
ば
し
ば
若
い
死
と
い
う
結
末
と
な
る
。
そ
の
展
開
は
ワ
ン
パ
タ
ー
ン

で
あ
り
生
硬
に
し
て
稚
拙
と
さ
え
い
え
る
。
思
春
期
の
淡
く
不
器
用
な
恋
心

を
繊
細
に
描
い
た
『
た
け
く
ら
べ
』
は
と
も
か
く
、
他
の
作
品
が
ほ
ぼ
忘
れ

去
ら
れ
た
の
も
故
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
（
擬
古
文
の
読
み
難
さ
だ
け
で

は
説
明
つ
か
な
い
だ
ろ
う
）。『
に
ご
り
え
』
は
小
説
と
し
て
む
し
ろ
破
調
を

来
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
ん
な
レ
ベ
ル
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
（
あ
る
い
は
越

え
た
が
故
に
）
読
み
手
を
と
ら
え
続
け
た
。
作
ら
れ
方
に
違
い
が
あ
る
の
だ
。

わ
た
し
は
前
拙
稿
で「
お
力
と
は
一
葉
の
深
層
に
存
在
す
る
女
・
夏
子（
本
名
）

で
あ
る
」
と
い
う
視
角
か
ら
論
じ
た
。
こ
れ
は
確
立
し
た
自
我
に
お
い
て
な

せ
る
業
な
の
で
あ
る
。
当
時
と
し
て
は
危
険
な
こ
と
で
あ
り
、
も
と
よ
り
覚

悟
な
く
し
て
は
書
け
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
わ
た
し
自
身
い
ぜ
ん
釈
然
と

し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
な
か
で
出
会
っ
た
の
が
、
遠
い
日
以
来
の
『
罪
と
罰
』

で
あ
っ
た
。

代
表
作
二
作
を
ゼ
ミ
の
学
生
と
読
ん
で
き
た
の
だ
が
彼
女
た
ち
の
印
象
は

端
的
に
「
寂
し
さ
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
そ
の
作
品
は
、
一
葉
の
境
遇
に

即
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
う
。
ま
ず
常
時
経
済
的
窮
状
に

あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
と
桃
水
へ
の
か
な
わ
ぬ
恋
で
あ
る
（
こ
れ
ら
は
日
記
で

否
定
し
よ
う
が
な
い
）。
し
か
し
、
読
む
側
が
余
り
に
も
そ
う
い
う
現
実
に
、

と
く
に
生
計
の
窮
乏
に
お
い
て
後
の
世
の
感
覚
に
付
き
す
ぎ
て
い
な
か
っ
た

か
。
つ
ま
り
、
こ
ち
ら
側
の
感
覚
を
当
時
に
繰
り
込
む
と
い
う
非
歴
史
的
な

読
み
（
そ
う
い
う
楽
し
み
方
が
あ
る
に
し
て
も
）
で
あ
る
。
平
田
禿
木
に
こ

ん
な
回
想
が
あ
る
。「
女
史
の
貧
を
強
調
す
る
者
も
あ
る
が
、
女
史
は
決
し

て
そ
の
中
に
埋
れ
て
、
気
を
腐
ら
し
て
仕
舞
つ
た
人
で
は
な
い
。
…
…
（
下

谷
龍
泉
寺
町
の
駄
菓
子
・
雑
貨
店
で
も
）
女
史
も
妹
の
邦
子
さ
ん
も
、
と
て

も
陽
気
に
は
し
や
い
で
、
ま
め
ま
め
し
く
子
供
や
客
を
あ
し
ら
ひ
、
廓
通
ひ

の
客
も
車
を
停
め
て
立
ち
寄
り
、
袴
を
抜
ぎ
捨
て
、
懐
中
物
な
ど
も
預
け
て

い
く
行
く
と
い
ふ
心
や
す
さ
…
」（
復
刻
『
禿
木
遺
響　

文
学
界
前
後
』

一
二
九
頁
）。「
福
山
町
の
あ
の
居
に
於
て
は
、
應
酬
更
に
流
る
ゝ
や
う
に
、

警
句
は
口
を
つ
い
で
出
て
、
起立

ち
ゐ居
に
五
分
の
隙
も
な
く
、
眞
に
水
の
滴
れ
る

14
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や
う
な
客
間
の
取
り
捌
き
を
見
せ
て
ゐ
た
。
生
の
酒
杯
を
餘
滴
な
き
ま
で
汲

み
盡
し
た
の
が
こ
の
人
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
生
に
於
け
る
一
大
成
功
で
な

く
て
何
で
あ
ら
う
（
一
六
九
頁
）。
サ
ロ
ン
と
な
っ
た
客
間
で
は
贅
沢
な
も

の
で
は
な
い
に
し
ろ
ふ
つ
う
に
食
事
が
供
さ
れ
た
。

一
方
で
確
か
に
質
屋
通
い
と
際
ど
い
金
策
と

―
。
こ
れ
は
近
代
法
的
観

念
成
立
以
前
の
民
衆
世
界
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。「
近
世
社
会
に
お
い
て

は
、
民
衆
の
世
界
を
取
り
倒
し
、
本
業
（
家
業
）
を
奪
う
よ
う
な
「
私
欲
」

優
先
の
行
為
は
、
領
主
の
公
的
収
奪
で
あ
れ
、
地
主
・
高
利
貸
し
の
私
的
収

奪
で
あ
り
、「
不
徳
」
と
し
て
糾
弾
さ
れ
た
」
と
い
う
牧
原
憲
夫
の
指
摘
が

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
で
あ
り
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の

哲
学
と
通
底
す
る
。
踏
み
倒
し
も
正
統
た
り
得
る
世
界
で
あ
り
、
一
葉
は
昂

然
と
そ
れ
を
な
し
て
い
た
気
配
が
あ
る（『
大
つ
ご
も
り
』に
直
接
反
映
）。『
罪

と
罰
』
と
は
打
て
ば
響
く
共
感
関
係
に
あ
っ
た
。

一
葉
の
両
親
は
甲
斐
の
農
民
で
、
彼
女
自
身
は
訪
ね
て
い
な
い
が
郷
里
と

の
交
流
は
生
涯
続
い
た
。
一
葉
の
み
な
ら
ず
、
庶
民
は
な
お
〝
江
戸
〞
に
生

き
る
日
常
だ
っ
た
（
小
津
安
二
郎
の
『
東
京
物
語
』
な
ど
に
は
戦
後
に
お
い

て
も
隣
り
近
所
で
米
・
味
噌
・
酒
の
貸
し
借
り
を
す
る
風
景
が
描
か
れ
て
い

る
）。
鋭
角
的
な
近
代
性
が
、温
も
り
も
あ
っ
た
共
同
体
性
を
破
壊
す
る
前（
貧

窮
下
の
心
豊
か
さ
）
で
あ
る
。
迫
り
来
る
近
代
を
鋭
敏
に
感
知
す
る
文
学
的

資
質
が
、『
罪
と
罰
』
と
の
遭
遇
接
触
を
起
こ
し
、『
う
も
れ
木
』
へ
の
刻
印

を
経
て
以
後
の
作
品
を
基
本
的
に
規
定
し
て
い
く
。
到
達
点
に
『
に
ご
り
え
』

が
あ
っ
た
。
そ
の
寂
し
さ
と
は
近
代
が
も
つ
病
根
＝
疎
外
へ
の
鋭
い
洞
察
で

あ
る
。『
罪
と
罰
』
前
半
を
抱
き
し
め
た
一
途
な
作
家
で
あ
っ
た
。

一
葉
は
「
旧
派
」
の
評
が
定
着
し
て
い
る
。
後
に
続
く
女
性
た
ち
か
ら
そ

の
指
摘
は
強
く
出
さ
れ
て
い
る
。
禿
木
は
こ
う
要
約
し
て
い
る
。「
女
史
は

決
し
て
（
文
学
界
）
同
人
中
の
中
心
に
は
な
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
が
…
…
源
氏
、

西
鶴
な
ど
國
文
學
の
素
養
よ
り
一
歩
も
出
ざ
る
女
史
に
し
て
、
西
歐
の
詩
歌

文
藝
に
思
ひ
さ
ま
浸
つ
て
ゐ
た
我
々
と
、
斯
く
互
ひ
に
解
し
あ
ひ
、
同
じ
歩

み
を
辿
つ
て
行
か
れ
た
の
は
、
眞
に
偉
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
前
掲

七
四
頁
）。
こ
こ
に
は〝
近
代
の
高
み
〞か
ら
見
下
す
視
線
が
あ
る
。
一
葉「
旧

派
」
の
言
葉
が
浮
上
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
寂
し
さ
」
に
お
い
て
再
び
伝

統
領
域
に
回
収
さ
れ
て
い
く
危
い
地
点
に
は
あ
っ
た
。

彼
ら
は
『
罪
と
罰
』
を
論
じ
た
が
、
一
葉
は
作
品
化
し
た
。
言
文
一
致
と

い
う
問
題
も
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
古
文
の
一
葉
は
文
句
な
し
の
旧
派

で
あ
る
。
し
か
し
、
言
文
一
致
で
書
か
れ
た
旧
態
依
然
作
を
あ
げ
る
の
は
さ

ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
坪
内
逍
遥
の
『
当
世
書
生
気
質
』（
明
治
一
八

〜
一
九
年
）
も
自
ら
理
屈
づ
け
た
近
代
小
説
と
い
う
に
は
躊
躇
す
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。
外
形
的
な
言
語
表
現
形
態
と
、
表
現
さ
れ
た
内
容
の
新
旧
度
は
単

純
で
は
な
い
。

魯
庵
本
に
衝
撃
を
受
け
た
青
年
た
ち
が
ロ
シ
ア
の
歴
史
・
社
会
的
状
況
を

把
握
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら

ず
鋭
く
反
応
さ
せ
た
の
は
、
各
国
・
各
地
域
ご
と
に
具
体
的
条
件
は
異
な
っ

て
い
て
も
、
若
い
精
神
を
共
振
さ
せ
る
、
ま
さ
に
普
遍
的
な
も
の
が
描
か
れ

て
い
た
か
ら
だ
と
思
う
。
あ
え
て
共
通
点
を
探
れ
ば
、古
い
（
封
建
的
と
い
っ

て
も
い
い
）
体
制
の
な
か
か
ら
の
新
た
な
動
き

―
か
つ
て
上
流
階
級
の
み

に
限
ら
れ
た
高
等
教
育
の
な
か
に
、
中
間
あ
る
い
は
下
層
を
含
む
階
層
が
入

り
出
し
た
、
そ
う
い
う
状
況
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
地
点
で
明
治
の
日
本
は
ロ

シ
ア
と
繋
が
っ
て
い
た
し
、
よ
り
先
を
行
っ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
も
連
動

し
て
い
た
。
一
葉
は
発
火
す
る
よ
う
に
反
応
し
、
お
力
に
託
し
て
自
ら
の
心

理
を
切
り
刻
み
、『
に
ご
り
え
』
を
書
い
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
イ
で
あ
る
。
男

16
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の
描
写
に
は
届
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
に
し
て
も
。
読
む
側
も
、
あ
ま
り

に
魅
力
的
な
『
日
記
』
の
捕
縛
か
ら
身
を
引
き
離
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か

―
普
遍
的
な
文
学
の
展
開
と
し
て
考
え
る
た
め
に
。

注
1　

魯
庵
は
二
四
歳
の
明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年
一
一
月
に
「
巻
之
一
」

を
、翌
年
二
月
に「
巻
之
二
」を
い
ず
れ
も
内
田
老
鶴
圃
か
ら
刊
行
し
た
。

た
だ
し
、
巻
之
二
に
し
て
も
原
作
の
六
編
構
成
の
う
ち
の
第
三
編
ま
で

だ
。
つ
ま
り
奇
怪
な
人
物
ス
ヴ
ィ
ド
リ
ガ
イ
ロ
フ
が
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ

フ
の
枕
頭
に
立
つ
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
原
著
の
ち
ょ
う
ど
半
分

ま
で
。
魯
庵
の
こ
の
訳
本
は
原
作
の
編
・
章
立
て
構
成
の
「
編
」
部
分

を
取
り
去
り
、
章
（
回
で
表
記
）
だ
け
で
通
し
て
い
る
。
従
っ
て
原
著

の
構
成
は
第
一
編
七
章
、
第
二
編
七
章
、
第
三
編
六
章
で
あ
る
か
ら
、

最
後
の
ス
ヴ
ィ
ド
リ
ガ
イ
ロ
フ
登
場
場
面
は
第
二
〇
回
で
あ
り
（
原
作

で
は
第
三
編
六
章
）、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
ネ
バ
河
畔
彷
徨
部
分
は

第
九
回
（
同
第
二
編
二
章
）
と
な
る
。
魯
庵
自
身
に
よ
る
の
か
、
ヴ
井

ゼ
ツ
テ
リ
ィ
社
印
行
本
が
す
で
に
そ
う
だ
っ
た
の
か
は
不
明
。
魯
庵
は

大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
に
改
訳
版
を
一
冊
本
で
出
し
て
い
る
が
、
通

し
の
「
回
」
表
記
を
改
め
て
原
作
通
り
の
編
・
章
表
記
と
し
た
。
い
ず

れ
に
し
ろ
一
葉
が
物
語
後
半
を
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
お
二
冊
本

の
初
訳
版
が
近
年
、
国
文
学
研
究
資
料
館
か
ら
復
刻
刊
行
さ
れ
た
（
平

凡
社
発
売
）。

2　

米
川
訳
『
世
界
文
学
全
集
18　

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ　

罪
と
罰
』

一
二
〇
頁
、
一
九
六
九
年
、
河
出
書
房
新
社
四
六
刷
。

3　

Fyodor D
ostoyevsky “C

rim
e and Punishm

ent ” Translated by 

C
onstance G

arnett, First published in Evrym
an ’s Library 1911, Last 

reprinted 1963 London , pp.102.

4　

Fyodor D
ostoyevsky “C

rim
e and Punishm

ent ” by D
avid M

cD
uff, 

Published in Penguin C
lassics 1991, pp.152.

5　
「『
に
ご
り
え
』
を
読
む

―
「
泣
き
て
の
後
の
冷
笑
」
を
視
界
に
」

の
五
章
：「
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
研
究
紀
要
文
学
部
篇N

o2

」
所
収

一
三
頁
、
二
〇
一
三
年
三
月
＝
以
下
「
前
拙
稿
」
と
略
す 

。

6　

前
掲
世
界
文
学
全
集
巻
末
の
荒
正
人
「
解
説
」、
六
四
七
頁
。

7　

半
井
桃
水
（
一
八
六
〇
―
一
九
二
六
）。
対
馬
藩
の
医
師
の
子
。
少

年
時
、
釜
山
の
倭
館
勤
務
に
な
っ
た
父
の
も
と
で
給
仕
し
朝
鮮
語
を
覚

え
る
。
一
五
歳
で
東
京
の
英
語
学
校
・
共
立
学
舎
に
入
る
。
一
八
歳
こ

ろ
か
ら
京
都
・
大
阪
で
新
聞
記
者
。
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年
、
釜

山
に
渡
り
朝
日
新
聞
の
釜
山
通
信
員
と
な
る
。
二
一
年
、
東
京
本
社
の

小
説
記
者
に
。
代
表
作
『
胡
沙
吹
く
風
』
を
二
四
年
一
〇
月
か
ら
翌
年

四
月
ま
で
一
五
〇
回
連
載
し
た
（
一
葉
は
開
始
半
年
前
の
四
月
に
桃
水

を
訪
ね
〝
入
門
〞、
連
載
中
が
師
事
し
た
期
間
と
な
る
）。
薩
摩
藩
士
・

林
正
九
郎
が
釜
山
の
和
館
（
対
馬
藩
所
管
）
に
滞
在
中
、
悪
県
令
の
た

め
に
滅
ぼ
さ
れ
た
郡
太
守
の
娘
・
元
子
燕
の
危
機
を
救
う
。
倭
館
の
自

室
に
か
く
ま
っ
て
子
・
中
元
が
生
ま
れ
る
。
日
韓
の
血
を
受
け
た
林
中

元
が
両
国
の
友
好
を
か
け
て
活
躍
す
る
物
語
（
近
松
の
『
国
姓
爺
合
戦
』

を
踏
ま
え
て
い
る
）。
二
六
年
始
め
こ
れ
が
上
下
二
巻
本
に
な
っ
て
刊

行
さ
れ
る
と
桃
水
は
一
葉
宅
を
自
ら
訪
ね
贈
呈
す
る
。
日
記
に
こ
う

ク
ー
ル
な
評
が
書
か
れ
た
。「
桃
水
う
し
も
と
よ
り
文
章
粗
に
し
て
…
…

み
ず
か
ら
も
文
に
勉
む
る
所
な
く
、
ひ
た
す
ら
趣
向
意
匠
を
の
み
尊
び

給
ふ
と
見
え
た
り
」（
二
月
二
三
日
）。
他
の
個
所
で
は
持
ち
上
げ
評
も
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し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
記
述
が
一
葉
の
権
威
の
高
ま
り
と
と
も
に
桃

水
評
価
と
し
て
定
着
す
る
。
た
だ
の
通
俗
作
家
と
な
る
。
別
の
評
価
が

歴
史
学
の
方
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
上
垣
外
憲
一
『
あ
る
明
治
人
の
朝

鮮
観

―
半
井
桃
水
と
日
朝
関
係
』（
一
九
九
六
年
、
筑
摩
書
房
）、
全

円
子
「
半
井
桃
水
の
人
と
文
学

―
『
胡
沙
吹
く
風
』
を
政
治
小
説
と

し
て
読
む
」（
二
〇
〇
四
年
二
月
、「
岡
山
商
大
論
叢
」）
な
ど
。
徳
川

政
権
の
友
好
政
策
で
あ
る
通
信
使
、
と
く
に
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）

に
日
本
側
で
対
応
し
た
対
馬
藩
の
儒
学
者
・
雨
森
芳
洲
（
一
六
六
八
―

一
七
五
五
）
の
思
想
史
的
系
譜
の
な
か
で
半
井
桃
水
を
位
置
づ
け
る
。

日
本
・
朝
鮮
・
中
国
が
連
携
し
て
西
欧
列
強
の
植
民
地
化
を
避
け
る
と

い
う
自
由
民
権
運
動
の
な
か
に
も
あ
っ
た
考
え
方
だ
。
一
葉
に
は
こ
ち

ら
の
桃
水
の
姿
は
全
く
見
え
て
い
な
か
っ
た
。
朝
日
新
聞
記
者
と
し
て

の
桃
水
に
つ
い
て
草
薙
聡
志
「
半
井
桃
水
・
小
説
記
者
の
時
代
1
〜
29
」

（
朝
日
総
研
レ
ポ
ー
ト　

N
o179

〜207

所
収
）
が
あ
る
。

8　
「
巻
之
一
」
の
三
カ
月
後
に
出
た
「
巻
之
二
」
に
は
巻
末
に
「
一
」
か

ら
受
け
た
衝
撃
を
伝
え
る
読
書
評
が
個
人
・
書
誌
名
で
一
八
本
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
坪
内
逍
遥
、
山
路
愛
山
、
巌
本
善
治
、
依
田
学
海
、
戸
川

残
花
ら
。
な
か
で
も
北
村
透
谷（
一
八
六
八
―
九
四
）は
二
通
を
寄
せ「
悲

痛
、
悲
惨
、
幽
悽
な
る
心
理
的
小
説
『
罪
と
罰
』
は
彼
の
奇
怪
な
る
一

大
巨
人
（
露
西
亜
）
の
暗
黒
な
る
社
会
の
側
面
を
暴
露
し
て
餘
す
と
こ

ろ
な
し
」、
そ
し
て
「
悲
哀
懊
悩
の
幽
暗
な
る
事
は
『
死
』
の
幽
暗
よ

り
も
多
き
な
り
」
と
。
自
死
は
一
年
後
の
こ
と
。

9　
『
内
田
魯
庵
全
集　

第
十
二
巻
』
野
村
喬
「
解
説
」、
五
七
五
頁
、

一
九
八
四
年
、
ゆ
ま
に
書
房
。

10　
「
樋
口
な
つ
子
ぬ
し
を
い
た
む
」：
明
治
二
九
年
一
二
月
号
「
女
学
雑

誌
」。

11　

日
記
と
は
別
の
綴
り
の
「
し
の
ふぶ

くぐ

さ
」
と
名
付
け
ら
れ
た
感
想
集

の
明
治
二
八
年
一
月
の
項
：『
樋
口
一
葉
全
集
第
三
巻（
下
）』七
六
三
頁
、

一
九
七
八
年
、
筑
摩
書
房
。

12　

塩
田
良
平
は
二
九
年
の
来
訪
は
「
五
月
二
十
八
日
、
同
六
月
十
七
日

だ
け
」（『
樋
口
一
葉
研
究　

増
補
改
訂
版
』
五
六
六
頁
、
一
九
七
九
、

中
央
公
論
社
改
定
四
版
）
と
書
く
が
、「
七
月
十
七
日
」
も
あ
る
。

13　

塩
田
前
掲
同
頁
。

14　
『
九
鬼
周
造
随
筆
集
』
四
八
頁
、
二
〇
一
二
年
八
刷
り
、
岩
波
文
庫
。

15　

復
刻
『
禿
木
遺
響　

文
学
界
前
後
』
一
九
八
三
年
、
日
本
図
書
セ
ン

タ
ー
（
原
版
は
昭
和
一
八
＝
一
九
四
三
年
、
四
方
木
書
房
）。

16　

牧
原
憲
夫
「
政
事
と
徳
義
」：
困
民
党
研
究
会
編
『
民
衆
運
動
の
〈
近

代
〉』
所
収
四
一
頁
、
一
九
九
四
年
、
現
代
企
画
室
。

【
文
献
】

内
田
魯
庵
訳
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
『
罪
と
罰　

巻
之
一
』』
明
治
二
五

（
一
八
九
二
）
年
一
一
月
、
内
田
老
鶴
圃
刊　
『
同　

巻
之
二
』
同
二
六
年

二
月
、
同
（
二
〇
一
二
年
、
国
文
学
研
究
資
料
館
か
ら
各
復
刻
＝
平
凡
社

発
売
）

同
『
罪
と
罰　

前
編
』
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
改
訂
版
、
丸
善

『
内
田
魯
庵
全
集　

第
三
巻
回
想
Ⅰ
』
一
九
八
三
年
、
ゆ
ま
に
書
房

『
内
田
魯
庵
全
集　

第
十
二
巻
翻
訳
Ⅰ
』
一
九
八
四
年
、
ゆ
ま
に
書
房

亀
山
郁
夫
訳
『
罪
と
罰
1
、
2
、
3
』
二
〇
〇
八
〜
九
年
、
光
文
社
古
典
新

訳
文
庫

米
川
正
夫
訳
『
世
界
文
学
全
集
18　

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ　

罪
と
罰
』
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一
九
六
九
年
、
河
出
書
房
新
社

加
藤
百
合
『
明
治
期
露
西
亜
文
学
翻
訳
論
攷
』
二
〇
一
二
年
、
東
洋
書
店

上
垣
外
憲
一
『
あ
る
明
治
人
の
朝
鮮
観

―
半
井
桃
水
と
日
朝
関
係
』

一
九
九
六
年
、
筑
摩
書
房

『
九
鬼
周
造
随
筆
集
』
二
〇
一
二
年
八
刷
、
岩
波
文
庫

幸
田
露
伴
『
風
流
仏
・
一
口
剣
』
一
九
八
八
年
、
岩
波
文
庫

困
民
党
研
究
会
編
『
民
衆
運
動
の
〈
近
代
〉』
一
九
九
四
年
、
現
代
企
画
室

塩
田
良
平
『
樋
口
一
葉
研
究　

増
補
改
訂
版
』
一
九
七
九
、
中
央
公
論
社
改

定
四
版

島
崎
藤
村
『
藤
村
全
集
第
十
七
巻
』
一
九
六
八
年
、
筑
摩
書
房

半
井
桃
水
『
胡
沙
吹
く
風
』
一
八
九
三
年
、
今
古
堂

樋
口
一
葉
『
に
ご
り
え
・
た
け
く
ら
べ
』
二
〇
一
一
年
第
一
五
刷
、
岩
波
文

庫
『
樋
口
一
葉
全
集
第
一
巻
（
上
）
小
説
（
上
）』
一
九
七
四
年
、
筑
摩
書
房

『
樋
口
一
葉
全
集
第
三
巻
（
上
）
日
記
Ⅰ
』
一
九
八
一
年
初
版
第
三
刷
、
筑

摩
書
房

『
樋
口
一
葉
全
集
第
三
巻
（
下
）
日
記
Ⅱ
・
随
筆
』
一
九
七
八
年
、
筑
摩
書

房
平
田
禿
木
『
禿
木
遺
響　

文
学
界
前
後
』
一
九
四
三
年
、
四
方
木
書
房

（
一
九
八
三
年
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
復
刻
）

Fyodor D
ostoyevsky “C

rim
e and Punishm

ent ” Translated by C
onstance 

G
arnett, First published in Evrym

an ’s Library 1911, Last reprinted 

1963 London

Fyodor D
ostoyevsky “C

rim
e and Punishm

ent ” by D
avid M

cD
uff, 

Published in Penguin C
lassics 1991

内
田
魯
庵
「
一
葉
女
子マ
マ

の
『
に
ご
り
え
』」：「
国
民
之
友
」
明
治
二
八
年
一
〇

月
鷗
外
・
露
伴
ら
合
評
「
雲
中
語
」
中
の
「
に
ご
り
え
」：
雑
誌
「
め
ざ
ま
し
草
」

明
治
三
〇
年
二
月
二
一
日
号
（『
齋
藤
緑
雨
全
集
巻
三
』
所
収
二
四
一
頁
、

一
九
九
一
年
、
筑
摩
書
房
）

同
「
雲
中
語
」
中
の
「
う
も
れ
木
」：
同
、
明
治
三
〇
年
三
月
二
八
日
号
（『
齋

藤
緑
雨
全
集
巻
三
』
所
収
二
六
一
頁
、
同
）

草
薙
聡
志
「
半
井
桃
水
・
小
説
記
者
の
時
代
1
〜
29
」：
朝
日
総
研
レ
ポ
ー

ト　

N
o179

〜207

所
収
（
〇
五
年
四
月
〜
〇
七
年
八
月
、
朝
日
新
聞
社
）

全
円
子
「
半
井
桃
水
の
人
と
文
学

―
『
胡
沙
吹
く
風
』
を
政
治
小
説
と
し

て
読
む
」：「
岡
山
商
大
論
叢
」
三
九
巻
三
号
、
二
〇
〇
四
年
二
月

戸
川
安
宅
（
残
花
）「
樋
口
な
つ
子
ぬ
し
を
い
た
む
」：「
女
學
雑
誌
」
明
治

二
九
年
一
二
月
一
〇
日

戸
川
秋
骨
「
変
調
論
」：「
文
学
界
」
明
治
二
七
年
一
月
三
〇
日

木
村
勲
「『
に
ご
り
え
』
を
読
む

―
「
泣
き
て
の
後
の
冷
笑
」
を
視
界
に
」：

「
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
研
究
紀
要
文
学
部
篇N

o2

」二
〇
一
三
年
三
月
。

な
お
こ
の
稿
に
あ
っ
た
誤
植
二
個
所
を
訂
正
す
る
。
一
頁
の
「
要
旨
」
の

二
行
目
「
お
力
」
↓
「
お
初
」、
一
二
頁
一
行
目
「
お
初
」
↓
「
お
力
」。

（
受
付
日
：
二
〇
一
四
年
一
月
一
〇
日
）
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Abstract

樋口一葉は近代日本における最初の職業的女性作家である。しかし、小説としては源氏物語

や西鶴など伝統文芸の系譜のなかにあり、もっぱら古文で書いたということもあって旧派と

みなされてきた。実際、代表作の『たけくらべ』（一八九五年）や『にごりえ』（同）は、遊

郭や銘酒屋街という前近代的な場所における人間模様を扱ったもので、一見モダンを感じさ

せるものではない。とりわけ男女の凄惨な死で唐突に終わる『にごりえ』の評価は、代表作

とされながら分かれるところもあった。ストーリー的に無理があるのだが、作品の魅力は疑

いなく、すでに古典の地位を得ている。本稿は『にごりえ』の三年前に内田魯庵により邦訳

された『罪と罰』が一葉に与えたインパクトを明らかにする。孤独地獄のラスコーリニコフ

に重なる虚無的なヒロインお力の検証を通じ、古い言語表現のなかに息づく一葉の先導的な

モダニズムを検証する。

HIGUCHI Ichiyoh (1872-96) is the first female author in modern Japan. However she has been 

considered as a traditionist under the influence of Murasaki Shikibu or other classic writers and wrote 

herself only in Kobun (archaic writing). “Nigori-e” (1895) is her most important work, which describes 

the harlot O-Riki’s complexed mental state and her sudden death (maybe murdered!). There has been an 

argument on the story about it’s defect or not. But even now it attracts many readers and  itself has 

becom a classic. Three years before “Nigori-e”, “Crime and Punishment” by Dostoyevsky was translated 

in japanese by UCHIDA Roan. I think it gave a shock to Ichiyoh. Lonely  O-Riki’s behavior especially 

overlaps Raskolnikov’s alley wanderings after the crime. Through their nihilistic sayings and doing, I 

will find Ichiyoh’s unexpected modernity in Japanese literature.
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