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１　
〈
夜
の
会
〉
へ
の
「
夜
」
の
系
譜

　

本
稿
は
、
安
部
公
房
の
作
家
的
な
出
発
点
に
お
い
て
、
生
政
治
／
死
政
治

が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
安
部
が
東
大

在
学
中
か
ら
〈
夜
の
会
〉
に
参
加
し
、
そ
こ
を
起
点
と
し
て
『
終
り
し
道
の

標
べ
に
』（
真
善
美
社
、
一
九
四
八
年
）、『
壁
』（
月
曜
書
房
、
一
九
五
一
年
）
と
い
っ

た
小
説
の
出
版
に
つ
な
げ
て
い
っ
た
の
は
有
名
な
こ
と
だ
が
、
ま
ず
〈
夜
の

会
〉
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

　
〈
夜
の
会
〉
と
は
、
文
学
と
絵
画
を
中
心
と
す
る
戦
後
日
本
の
芸
術
運
動

の
起
点
と
な
っ
た
会
合
で
、
敗
戦
時
に
三
〇
代
だ
っ
た
作
家
、
評
論
家
、
芸

術
家
た
ち
と
、
二
〇
代
の
若
者
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は

マ
ル
ク
ス
主
義
、
キ
リ
ス
ト
教
、
実
存
主
義
、
リ
ア
リ
ズ
ム
な
ど
、
様
々
な

思
想
・
芸
術
上
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
関
係
を
持
っ
て
い
た
真

善
美
社
や
月
曜
書
房
と
い
っ
た
出
版
社
か
ら
は
、
戦
後
文
学
を
代
表
す
る
小

説
や
評
論
が
出
版
さ
れ
て
い
っ
た
。〈
夜
の
会
〉
は
、
花
田
清
輝
と
岡
本
太

郎
の
出
会
い
に
よ
っ
て
は
じ
ま
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
岡
本
の
パ
リ
体
験

が
、
こ
こ
で
の
議
論
に
は
重
要
で
あ
る
。
漫
画
家
の
岡
本
一
平
と
小
説
家
の

岡
本
か
の
子
の
一
人
息
子
で
あ
る
岡
本
太
郎
は
、
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
会
議
取
材

と
外
遊
を
兼
ね
た
両
親
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
き
に
同
行
し
、
彼
ら
が
帰
国
し
た

後
も
一
人
パ
リ
に
留
ま
っ
た
。
彼
は
パ
リ
大
学
の
モ
ー
ス
の
も
と
で
民
族
学

を
学
び
つ
つ
、
パ
リ
の
芸
術
家
た
ち
と
交
流
を
深
め
、
ア
プ
ス
ト
ラ
ク
シ
オ

ン
・
ク
レ
ア
シ
オ
ン
展
や
サ
ロ
ン
・
デ
・
シ
ュ
ー
ル
・
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展

に
、「
痛
ま
し
き
腕
」
な
ど
の
絵
を
出
品
し
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
画
家
の
エ

ル
ン
ス
ト
の
紹
介
で
バ
タ
イ
ユ
ら
の
政
治
結
社
コ
ン
ト
ル
・
ア
タ
ッ
ク
に
出

席
し
、
バ
タ
イ
ユ
の
知
遇
を
得
て
か
ら
は
彼
の
秘
密
結
社
ア
セ
フ
ァ
ル
に
よ

る
マ
ル
リ
ー
の
森
の
深
夜
の
祭
儀
ま
で
目
撃
し
て
い
る
。
そ
の
儀
式
と
は
次

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
新
月
の
夜
八
時
に
二
、
三
人
づ
れ
で
パ
リ
を
発
ち
、

郊
外
の
駅
か
ら
森
に
行
き
、
雷
に
打
た
れ
た
ナ
ラ
の
木
を
観
想
す
る
。
そ
し

て
二
人
の
人
物
が
松
明
を
灯
し
て
持
ち
、
そ
の
う
ち
一
人
は
小
刀
を
別
の
手

に
持
ち
、
マ
ッ
ソ
ン
描
く
〈
無ア
セ
フ
ァ
ル

頭
人
〉
と
同
化
す
る
【
図
１
】。
バ
タ
イ
ユ

は
松
明
の
火
か
ら
硫
黄
を
燃
や
し
た
後
、
暗
闇
の
中
で
呪
文
の
よ
う
な
テ
ク

ス
ト
を
朗
唱
し
、
祭
壇
に
供
犠
を
投
じ
る
。
そ
れ
は
メ
ン
バ
ー
自
身
の
代
り
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と
し
て
羊
を
屠
る
か
、
彼
ら
の
重
要
な
も
の
を
犠
牲
に
す
る
も
の
だ
っ
た

が
、
一
九
三
九
年
の
最
終
回
に
は
バ
タ
イ
ユ
自
身
が
犠
牲
を
申
し
出
、
執
刀

を
引
き
受
け
る
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
未
遂
に
終
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る１
。

　

岡
本
は
こ
の
体
験
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
形
し
、
同
年
に
亡
く
な
っ
た
母
の
遺

著
『
生
々
流
転
』（
改
造
社
、一
九
四
〇
年
）
の
装
丁
に
用
い
る
。こ
の
イ
メ
ー

ジ
は
一
九
四
〇
年
に
帰
国
し
て
四
年
半
の
軍
隊
生
活
を
経
験
し
た
後
に
も
保

持
さ
れ
、「
夜
」
と
い
う
絵
と
し
て
一
九
四
七
年
に
発
表
さ
れ
た
【
図
２
】。

さ
ら
に
翌
一
九
四
八
年
二
月
二
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
は
「
聖
火
と
短
刀
」

と
題
す
る
「
画
と
文
」
を
掲
載
し
て
い
る
【
図
３
】。「
犯
罪
は
夜
行
わ
れ
る
。」

と
始
ま
る
文
は
二
連
か
ら
成
る
詩
で
あ
り
、
二
連
目
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。

「
清
ら
か
な
処
女
の
左
手
の
短
刀
は
ひ
ら
め
く
│
│
／
見
よ
！　

彼
女
の
右

手
の
聖
火
は
無
気
味
に
戦
く
│
│
／
彼
女
こ
そ
運
命
の
女
神
│
│
」。
こ
の

詩
の
上
に
は
文
字
通
り
左
手
に
短
刀
、
右
手
に
松
明
を
持
ち
、
大
き
く
腕
を

開
い
た
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
女
性
の
姿
が
左
斜
め
前
か
ら
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
「
夜
」
の
発
展
型
で
あ
る
と
同
時
に
、〈
無ア
セ
フ
ァ
ル

頭
人
〉
と
の
関
係
を
明
瞭
に

示
し
た
絵
で
も
あ
る
。
バ
タ
イ
ユ
の
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
て
マ
ッ
ソ
ン
が
描

い
た
〈
無ア
セ
フ
ァ
ル

頭
人
〉
は
、
左
手
に
ナ
イ
フ
、
右
手
に
炎
を
あ
げ
る
心
臓
、
腹
部

に
腸
の
よ
う
な
迷
路
、
股
間
に
骸
骨
を
持
っ
て
い
た
。「
夜
」
に
骸
骨
と
ナ

イ
フ
を
描
い
た
太
郎
は
、
こ
こ
で
右
手
の
炎
を
も
描
い
て
み
せ
た
の
だ
。
こ

の
「
画
と
文
」
は
そ
れ
ぞ
れ
改
変
を
加
え
ら
れ
、
特
に
絵
は
大
き
く
デ
フ
ォ

ル
メ
さ
れ
た
形
で
同
年
一
一
月
発
行
の
『
画
文
集　

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
』

（
月
曜
書
房
）
に
収
め
ら
れ
た
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
聖
火
と
短
刀

が
ひ
ら
め
く
夜
は
、
岡
本
に
と
っ
て
〈
無ア
セ
フ
ァ
ル

頭
人
〉
集
会
の
新
月
の
夜
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。

　

戦
後
の
芸
術
運
動
の
相
談
を
し
て
い
た
文
学
者
た
ち
は
、
ち
ょ
う
ど
「
夜
」

の
製
作
中
に
岡
本
家
を
訪
れ
、
こ
の
絵
に
ち
な
ん
で
彼
ら
の
会
合
の
名
前
を

決
め
た
。
酒
井
健
は
こ
の
絵
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

具
象
と
抽
象
に
引
き
裂
か
れ
る
彼
の
「
対
極
主
義
」
が
こ
こ
に
再
ス

タ
ー
ト
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
最
初
の
作
品
「
夜
」
は
マ
ル
リ
ー
の
森

に
お
け
る
深
夜
の
祭
儀
を
題
材
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
彼
は
あ
の
時
の

夜
の
聖
性
に
、〈
無
頭
人
〉
以
上
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
絵
の
な

か
に
は
雷
が
光
る
森
の
な
か
に
短
剣
を
持
っ
た
女
性
が
身
を
そ
ら
せ
挑

む
よ
う
な
姿
勢
で
立
っ
て
い
る
の
だ
。
彼
女
は
祭
儀
を
お
こ
な
お
う
と

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
夜
を
、
放
っ
て
お
け
ば
神
格
化
さ
れ
て
し
ま

う
夜
を
、
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
身
の
神
秘
的
な
深

さ
と
純
粋
さ
の
た
め
に
絶
え
ず
自
己
へ
の
否
定
を
求
め
て
い
る
マ
ル

リ
ー
の
夜
の
遺
言
を
彼
は
こ
う
し
て
絵
に
形
象
化
し
よ
う
と
し
た２
。

　
「
聖
火
と
短
刀
」
に
お
い
て
は
広
げ
た
左
腕
に
持
た
れ
る
こ
と
に
な
る
短

刀
を
後
手
の
右
手
に
握
り
、
女
性
は
樹
上
の
骸
骨
、
な
ら
び
に
全
体
が
血

走
っ
た
眼
と
歯
を
持
つ
大
き
な
顔
の
よ
う
に
も
見
え
る
樹
木
自
体
と
対
峙
す

る
。
有
名
な
〈
夜
の
会
〉
の
「
夜
」
と
は
、
バ
タ
イ
ユ
の
ア
セ
フ
ァ
ル
に
源

を
持
つ
供
犠
の
イ
メ
ー
ジ
に
発
し
、
し
か
し
そ
れ
を
否
定
す
る
絵
画
か
ら
名

付
け
ら
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２　

開
拓
者
植
民
地
と
安
部
公
房

　

次
に
、安
部
公
房
の
出
自
の
面
か
ら
検
討
し
よ
う
。平
野
克
弥
の
論
文
「
日

本
の
北
海
道
創
生
の
中
で
の
死
政
治
│
│
開
拓
者
植
民
地
主
義
と
原
始
蓄

積３
」
は
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ウ
ル
フ
の
区
分
に
従
っ
て
、
植
民
地
主
義
と
開
拓

者
植
民
地
主
義
を
分
け
て
議
論
し
て
い
る
。
植
民
地
の
人
々
の
労
働
力
の
必

要
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
植
民
地
主
義
と
異
な
り
、
先
住
民
の
不
要

性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
が
開
拓
者
植
民
地
主
義
だ
と
い
う
の
だ
。

そ
の
た
め
、
前
者
で
の
搾
取
は
、
後
者
で
は
除
去
の
論
理
に
よ
る
交
替
へ
と

姿
を
変
え
る
。
明
治
政
府
は
北
海
道
を
「
無
主
の
地
」
と
定
義
し
、
ネ
イ
テ
ィ

ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ン
を
追
い
出
し
た
経
験
豊
富
な
ホ
レ
ー
ス
・
キ
ャ
プ
ロ
ン
を

雇
っ
て
「
開
拓
」
を
進
め
て
い
っ
た
。
ア
イ
ヌ
は
社
会
進
化
論
的
に
劣
っ
た

民
族
と
見
な
さ
れ
、
開
拓
者
植
民
地
主
義
の
最
後
の
段
階
で
あ
る
文
化
的
同

化
、
す
な
わ
ち
「
文
化
的
集
団
虐
殺
」
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
る
。
一
九
〇
三

年
の
大
阪
万
博
で
台
湾
原
住
民
、
沖
縄
人
、
朝
鮮
人
と
並
ん
で
展
示
さ
れ
る

こ
と
で
、
近
代
の
側
か
ら
の
他
者
の
社
会
文
化
的
配
置
の
物
象
化
が
完
了
し

た
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
ナ
チ
ス
の
集
団
虐
殺
を
典
型
的
な
例
と
し
て
死
政
治
の

テ
ー
ゼ
を
展
開
さ
せ
た
が
、
エ
メ
・
セ
ゼ
ー
ル
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
集
団

虐
殺
は
ナ
チ
ズ
ム
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
じ
ま
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
そ
れ
は
な
が
く
非
西
欧
の
人
々
に
適
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
議
論
は
、
安
部
公
房
の
人
生
や
作
品
と
様
々
な
重
な
り
を
持
つ
。
安

部
の
祖
父
母
は
全
て
四
国
か
ら
旭
川
周
辺
へ
の
入
植
者
で
、
成
功
し
て
地
主

と
な
っ
た
人
々
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
地
租
改
正
に
よ
っ
て
貧
富
の
二
極
に
分

か
れ
た
と
い
う
農
村
の
勝
ち
組
に
属
し
、
新
し
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
を
形
成

し
た
側
に
あ
っ
た
。
地
主
の
家
で
何
不
自
由
な
く
育
っ
た
安
部
浅
吉
と
井
村

ヨ
リ
ミ
は
、
浅
吉
が
満
州
医
科
大
学
在
学
中
に
結
婚
し
、
東
京
留
学
中
の
一

九
二
四
年
に
公
房
が
生
ま
れ
た
が
、
翌
年
一
家
で
満
州
の
奉
天
（
瀋
陽
）
に

移
っ
た
。
そ
の
後
も
父
の
欧
州
留
学
中
や
夏
休
み
な
ど
に
は
旭
川
で
暮
ら
し

た
の
で
、
安
部
公
房
は
満
州
と
北
海
道
と
い
う
、
二
つ
の
開
拓
者
植
民
地
の

中
で
育
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
安
部
に
ア
イ
ヌ
に
つ
い
て
の

具
体
的
な
言
及
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、
満
州
に
お
け
る
「
五
族
協
和
」

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
へ
の
違
和
感
が
あ
っ
た
こ
と
は
く
り
か

え
し
語
っ
て
い
る
。

満
洲
と
い
う
所
で
は
、
私
た
ち
は
支
配
階
級
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、

ま
た
当
時
の
軍
部
官
僚
の
圧
迫
を
感
じ
て
い
た
私
た
ち
一
般
人
と
い
う

立
場
か
ら
い
つ
て
も
私
た
ち
を
含
め
て
一
切
我
々
を
含
む
人
民
と
い
う

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
国
人
が
我
々
の
搾
取
に
苦
し
ん
で
い

る
の
も
み
ま
し
た
し
、
奉
天
近
辺
で
八
路
軍
と
打マ
マ

ち
合
う
の
を
み
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
し
、
学
生
を
水
責
め
に
し
て
拷
問
す
る
と
こ
ろ
を
み
た

り
し
て
、
こ
れ
ら
に
現
実
に
対
す
る
頼
り
な
さ
を
感
じ
て
い
ま
し
た４
。

　

つ
ま
り
、
軍
部
官
僚
に
圧
迫
さ
れ
て
い
た
「
私
た
ち
」
を
含
む
支
配
階
級

の
日
本
人
が
い
て
、
そ
の
下
に
開
拓
者
植
民
地
の
原
住
民
と
し
て
の
中
国
人

た
ち
が
搾
取
さ
れ
拷
問
さ
れ
る
様
子
を
居
心
地
悪
く
眺
め
て
い
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
少
し
先
の
こ
と
に
な
る
が
、
小
説
「
奴
隷
狩
」（『
文
芸
』
一

九
五
四
年
一
二
月
号
〜
一
九
五
五
年
三
月
号
）
か
ら
戯
曲
「
ど
れ
い
狩
り
」（
俳
優

座
、
一
九
五
五
年
六
月
、
改
訂
版
俳
優
座
、
一
九
六
七
年
一
一
月
）
を
経
て
「
ウ
ェ
ー　
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新
ど
れ
い
狩
り
」（
安
部
公
房
ス
タ
ジ
オ
、
一
九
七
五
年
五
月
）
に
展
開
さ
れ
る

人
間
そ
っ
く
り
の
動
物
ウ
ェ
ー
、
小
説
「
使
者
」（『
別
冊
文
藝
春
秋
』
一
九
五

八
年
一
〇
月
号
）
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
人
間
そ
っ
く
り
」（
中
日
テ
レ
ビ
、
一
九

五
九
年
七
月
）、
小
説
「
人
間
そ
っ
く
り
」（『
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
』
一
九
六
六
年
九
月

号
〜
一
一
月
号
）
に
お
け
る
人
間
そ
っ
く
り
の
火
星
人
も
し
く
は
詐
欺
師
な

ど
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
開
拓
者
植
民
地
に
お
い
て
他
者
化
さ
れ
た
人
々
の
経

験
が
投
影
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
肌
の
色
で
は
弁
別
で
き
な
い
、

そ
っ
く
り
な
ア
ジ
ア
系
の
支
配
階
級
と
被
支
配
階
級
の
関
係
に
お
い
て
は
、

支
配
階
級
の
言
語
と
し
て
の
日
本
語
を
い
か
に
巧
み
に
操
る
か
、
と
い
う
点

が
決
定
的
な
重
要
性
を
持
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
れ
を
考
え
る
時
、

「
ウ
ェ
ー
」
と
し
か
鳴
か
な
い
動
物
ウ
ェ
ー
の
鳴
き
声
に
は
、
韓
国
語
の
「
왜

（
な
ぜ
）」
や
中
国
語
の
「

w
èi

（
も
し
も
し
）」、「
唯w
ěi

（
は
い
）」、「《
伪
（
偽
）

（
僞
）》w

ěi

（
に
せ
も
の
）」
な
ど
の
響
き
が
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

他
者
化
さ
れ
た
人
々
の
言
語
を
鳴
き
声
と
し
て
し
か
聞
か
な
い
こ
と
が
、
開

拓
者
植
民
地
の
経
験
の
核
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。

３　
「
事
業
」
の
生
政
治
／
死
政
治

　

さ
て
、
こ
こ
で
の
生
政
治
／
死
政
治
の
テ
ー
マ
と
の
関
わ
り
で
最
初
に
取

り
上
げ
て
み
た
い
の
は
、「
事
業
」（
一
九
五
〇
年
）
と
い
う
短
編
で
あ
る
。

こ
れ
は
芥
川
賞
を
受
け
た
時
の
『
壁
』（
月
曜
書
房
、
一
九
五
一
年
）
と
い
う

短
編
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
た
こ
と
も
翻
訳
さ
れ

た
こ
と
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
は
、
二
十
代
の
作
家
・
芸
術
家
た

ち
で
結
成
し
た
〈
世
紀
〉
と
い
う
グ
ル
ー
プ
で
作
っ
た
ガ
リ
版
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
の
『
世
紀
群
』
シ
リ
ー
ズ
の
中
で
、『
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
』
と
い
う
短
編

に
続
い
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
だ
。『
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
』
は
描
い
た
も
の
が

実
体
化
す
る
チ
ョ
ー
ク
を
手
に
入
れ
た
貧
し
い
画
家
が
新
し
い
世
界
創
造
に

挑
む
寓
話
的
作
品
だ
っ
た
が
、
そ
れ
に
続
く
『
事
業
』
は
ス
タ
イ
ル
も
内
容

も
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
「
偶
然
の
祭
壇
の
司
祭
」
と
し
て
自
ら
任
じ
る
食
肉
加
工
の
事
業
家
の

「
私
」
は
、
品
種
改
良
し
て
巨
大
化
さ
せ
た
「
豚
鼠
」
を
ソ
ー
セ
ー
ジ
に
し
て
、

そ
の
材
料
を
秘
密
に
販
売
し
て
い
る
。
あ
る
日
檻
を
破
っ
た
豚
鼠
に
妻
子
と

使
用
人
を
食
い
殺
さ
れ
た
「
私
」
は
、
そ
れ
を
神
の
啓
示
と
受
け
と
め
、
屍

体
を
ソ
ー
セ
ー
ジ
に
し
て
試
食
会
を
開
き
大
成
功
を
お
さ
め
る
。「
私
」
は

我
国
の
す
べ
て
の
屍
体
が
火
葬
場
に
行
く
前
に
自
分
の
工
場
を
通
る
よ
う
認

可
を
得
、
事
業
を
拡
大
す
る
が
、
原
料
不
足
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
「
有

能
な
る
探
偵
小
説
家
で
あ
る
貴
下
」
に
協
力
を
も
と
め
つ
つ
、「
私
」
は
生

き
た
ま
ま
の
人
間
を
自
動
的
に
ソ
ー
セ
ー
ジ
に
す
る
機
械
の
私
案
を
作
り
、

「
ユ
ー
ト
ピ
ヤ
」
と
名
づ
け
る
。「
ユ
ー
ト
ピ
ヤ
を
ね
が
う
人
間
、
す
な
わ
ち
、

食
用
と
し
て
以
外
に
は
何
ん
の
値
打
も
な
い
よ
う
な
人
間
共
を
自
発
的
、
自

動
的
に
お
び
き
よ
せ
」
る
た
め
に
入
場
料
を
徴
収
し
、
入
場
慾
を
そ
そ
る
と

い
う
の
が
「
私
」
の
案
で
あ
り
、「
彼
の
中
の
彼
」
に
宛
て
た
手
紙
の
形
式

で
閉
じ
ら
れ
る
。

　

一
見
す
る
と
こ
ろ
、
こ
の
小
説
は
ス
タ
ン
リ
ー
・
エ
リ
ン
「
特
別
料
理５
」

の
よ
う
な
、
人
肉
食
に
関
わ
る
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

ま
た
、
食
べ
る
階
級
と
食
べ
ら
れ
る
階
級
と
に
分
か
れ
た
社
会
で
起
こ
る
、

食
べ
ら
れ
る
階
級
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
描
い
た
「
人
肉
食
用
反
対
陳
情
団
と
三

人
の
紳
士
た
ち
」（『
新
日
本
文
学
』
一
九
五
六
年
一
月
号
）
と
い
う
小
説
で
、
安

部
自
身
が
愚
直
に
演
じ
て
み
せ
る
搾
取
の
戯
画
化
に
似
て
い
る
よ
う
で
も
あ
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る
。
し
か
し
、
例
え
ば
こ
こ
に
、
死
政
治
を
論
じ
る
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
マ
レ

イ
が
引
用
し
た
フ
ー
コ
ー
の
言
葉
「
殺
さ
れ
に
ゆ
き
た
ま
え
、
そ
う
す
れ
ば
、

き
み
に
快
適
な
長
生
き
を
約
束
し
て
あ
げ
よ
う６
」
を
並
べ
て
み
る
と
、
特
に

「
ユ
ー
ト
ピ
ヤ
」
と
い
う
装
置
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
説
が
開
拓
者
植
民
地
と

現
代
と
を
結
ぶ
よ
う
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。「
人
間
は
奪

わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
さ
さ
か
の
変
化
も
う
け
ず
、
む
し
ろ
本
来
的
な
在

り
方
に
と
ど
ま
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
い
っ
た
人
間
観
は
、
今
日
的
な

生
政
治
の
記
述
と
し
て
も
違
和
感
が
な
い
。

　

最
初
に
「
聖
プ
リ
ニ
ウ
ス
」
の
「
偶
然
こ
そ
わ
れ
ら
の
神
で
あ
る
」
と
い

う
言
葉
を
引
い
て
は
じ
め
て
い
る
の
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
知
恵
の
継
承
と
い
う

意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
人
肉
食
が
許
さ
れ
る
と
い
う
倫
理
観
に
つ
い

て
は
、
ま
ず
動
物
界
や
「
人
食
い
人
種
」
の
共
食
い
の
美
徳
に
つ
い
て
述
べ

た
後
、
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。

し
か
し
、
な
に
よ
り
も
決
定
的
だ
っ
た
の
は
、
生
物
を
殺
す
の
は
そ
れ

が
直
接
食
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
場
合
は
罪
で
な
い
と
い
う
キ
リ
ス
ト

の
教
え
だ
っ
た
。
こ
の
教
え
に
よ
っ
て
つ
い
に
、
殺
人
も
、
そ
れ
が
手

段
で
な
く
、
直
接
食
慾
に
動
機
を
も
っ
て
お
れ
ば
、
罪
悪
に
な
ら
ぬ
こ

と
が
認
め
ら
れ
た
の
だ
。

　

さ
ら
に
「
偶
然
の
神
」
の
教
え
と
し
て
、「
正
義
は
合
理
精
神
に
よ
っ
て

つ
ね
に
奪
う
者
の
側
に
あ
る
」
と
述
べ
る
「
私
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
名
の

下
に
文
字
通
り
の
弱
肉
強
食
の
正
当
化
を
行
う
。
そ
し
て
、「
ユ
ー
ト
ピ
ヤ
」

の
参
考
と
さ
れ
る
の
は
、「
最
近
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
豚
の
屠
殺
工
場
」

な
の
だ
。
古
代
の
帝
国
に
端
を
発
し
、
欧
米
の
宗
教
や
機
械
を
参
照
し
な
が

ら
、
鼠
肉
、
事
故
死
の
死
体
、
堕
胎
に
よ
る
胎
児
、
そ
し
て
殺
人
と
エ
ス
カ

レ
ー
ト
し
て
い
く
「
私
」
の
事
業
は
、
不
要
と
さ
れ
る
余
剰
人
口
の
除
去
と

い
う
開
拓
者
植
民
地
の
現
実
と
、
人
体
の
徹
底
し
た
資
源
化
と
い
う
ナ
チ
ス

ド
イ
ツ
の
実
験
と
の
両
方
を
体
現
し
た
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
日
本
で
書
か
れ
た
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
考
え
る

と
、「
大
臣
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
い
ず
れ
わ
れ
ら
事
業
家
の
使
用
人
に
す

ぎ
な
い
の
だ
」
と
い
う
「
私
」
は
ア
メ
リ
カ
人
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う

考
え
て
み
る
と
、
以
下
の
一
節
な
ど
は
よ
り
意
味
深
く
見
え
て
く
る
。

な
お
、
こ
の
際
ユ
ー
ト
ピ
ヤ
入
場
希
望
者
に
は
幾
ら
か
の
褒
賞
金
を
出

せ
と
い
う
意
見
が
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
な
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
か
か
る

俗
論
を
封
じ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
銭
た
り
と
も
出
さ
ぬ
ば

か
り
か
、
さ
ら
に
奪
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
相
当
額

の
ユ
ー
ト
ピ
ヤ
入
場
料
が
徴
収
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
単
に
わ
れ
わ
れ
の
も
う
け
を
二
重
に
す
る
と
い
う
利
益
が
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
か
え
っ
て
心
理
的
に
入
場
希
望
者
の
入
場
慾
を
そ
そ

る
と
い
う
も
の
だ
。

　

つ
ま
り
こ
れ
は
、
宗
主
国
の
側
に
い
る
「
わ
れ
わ
れ
」
が
、
開
拓
者
植
民

地
の
原
住
民
を
資
源
化
し
な
が
ら
最
大
限
の
利
益
を
得
る
話
に
な
っ
て
く

る
。
最
後
の
宛
先
に
な
っ
て
い
る
「「
彼
の
中
の
彼
」
殿
」
と
は
、
彼
に
と
っ

て
の
彼
、
つ
ま
り
「
私
」
自
身
を
指
す
の
だ
ろ
う
が
、
日
本
に
お
け
る
他
者

の
中
の
他
者
、
と
い
う
含
意
が
あ
る
も
の
と
も
読
め
る
。「
私
」
内
部
の
妄
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想
で
あ
る
よ
う
な
「
事
業
」
は
、
他
者
化
さ
れ
た
原
住
民
た
る
日
本
人
に

と
っ
て
の
他
者
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
が
、
北
海
道
や
満
州
よ
り
も
過
酷
な
開

拓
者
植
民
地
と
し
て
の
収
奪
を
行
う
話
、
と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。

４　
「
Ｒ
６
２
号
の
発
明
」
と
ア
メ
リ
カ
の
占
領

　

次
に
考
え
た
い
の
は
「
Ｒ
６
２
号
の
発
明
」（『
文
学
界
』
一
九
五
三
年
三
月

号
）
と
い
う
短
編
で
あ
る
。
簡
単
に
あ
ら
す
じ
を
説
明
す
る
と
、
失
業
し
て

運
河
で
自
殺
し
よ
う
と
し
た
機
械
技
師
が
、
そ
こ
で
会
っ
た
男
に
自
ら
の

「
死
体
」
を
売
っ
て
衣
食
住
を
保
障
さ
れ
る
か
わ
り
に
サ
イ
ボ
ー
グ
手
術
を

受
け
、
Ｒ
６
２
号
と
い
う
ロ
ボ
ッ
ト
に
な
る
話
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
製
の
パ

テ
ン
ト
を
持
つ
頭
脳
を
入
れ
ら
れ
て
自
由
意
志
を
持
た
な
く
な
っ
た
彼
は
、

経
営
不
振
の
製
作
所
、
す
な
わ
ち
彼
を
首
に
し
た
会
社
に
貸
し
出
さ
れ
、
そ

こ
で
新
し
い
工
作
機
械
の
製
作
に
た
ず
さ
わ
る
。
し
か
し
そ
の
機
械
の
試
運

転
で
社
長
の
高
水
が
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
と
、
機
械
は
高
水
を
抱
え
込
む
。

Ｒ
６
２
号
は
次
々
に
光
る
ラ
ン
プ
を
押
す
よ
う
に
指
示
し
、
機
械
は
失
敗
す

る
た
び
に
指
を
一
本
ず
つ
切
り
落
し
て
い
く
。
四
時
間
は
止
め
ら
れ
な
い
と

い
う
機
械
に
絶
望
し
た
高
水
が
自
ら
機
械
に
と
ど
め
を
刺
さ
れ
た
後
、
Ｒ
６

２
号
を
作
っ
た
研
究
所
の
所
長
が
何
を
作
る
機
械
だ
っ
た
の
か
を
彼
に
尋
ね

る
が
、
Ｒ
６
２
号
が
答
え
な
い
う
ち
に
機
械
の
電
源
が
切
れ
、
ス
ト
ラ
イ
キ

を
し
た
労
働
者
た
ち
が
工
場
に
押
し
寄
せ
て
く
る
、
と
い
う
話
で
あ
る
。

　

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
カ
フ
カ
の
「
流
刑
地
に
て
」（
一

九
一
九
年
）
を
着
想
の
源
と
し
た
話
で
あ
る
。
カ
フ
カ
の
流
刑
地
に
お
い
て

は
、
ベ
ッ
ド
と
製
図
屋
と
ま
ぐ
わ
と
呼
ば
れ
る
パ
ー
ツ
が
組
み
合
わ
さ
れ
た

機
械
に
囚
人
が
固
定
さ
れ
る
と
、
ま
ぐ
わ
が
彼
の
体
に
判
決
文
を
書
き
込

み
、
最
後
に
殺
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

安
部
公
房
は
、
本
野
亨
一
に
よ
っ
て
日
本
で
最
初
に
出
版
さ
れ
た
カ
フ
カ

の
翻
訳
書
で
あ
る
『
審
判
』（
白
水
社
、
一
九
四
〇
年
）
を
一
九
四
八
年
頃
に

入
手
し
、
カ
フ
カ
に
傾
倒
し
て
い
っ
た７
。
ま
た
、
一
九
五
〇
年
に
は
先
の
〈
夜

の
会
〉
の
若
手
グ
ル
ー
プ
と
し
て
活
動
し
た
〈
世
紀
〉
の
ガ
リ
版
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
世
紀
群
』
シ
リ
ー
ズ
の
中
で
、
安
部
の
師
で

あ
る
花
田
清
輝
が
翻
訳
し
た
『
カ
フ
カ
小
品
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
。『
橋
』『
プ

ロ
メ
ト
イ
ス
』『
人
魚
の
沈
黙
』『
バ
ケ
ツ
乗
り
』『
町
の
紋
章
』『
寓
話
に
つ

い
て
』
の
六
編
が
収
め
ら
れ
た
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
桂
川
寛
が
挿
絵
を

描
い
た
が
、
彼
は
当
時
安
部
公
房
と
深
く
交
流
し
た
画
家
で
、
安
部
の
芥
川

賞
受
賞
作
『
壁
』
の
挿
絵
も
担
当
し
て
い
る
。『
カ
フ
カ
小
品
集
』
の
『
橋
』

や
『
バ
ケ
ツ
乗
り
』
に
は
変
身
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
り
、『
壁
』
に
収
め
ら
れ

た
安
部
の
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」「
バ
ベ
ル
の
塔
の
狸
」「
赤
い
繭
」「
洪

水
」「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」
と
い
っ
た
短
篇
も
、
何
ら
か
の
変
身
が
描
か
れ

る
話
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
安
部
は
一
九
五
〇
年
前
後
か
ら
カ
フ

カ
の
強
い
影
響
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、
カ
フ
カ
に
お
い
て
社
会
か
ら
離
れ
た
流
刑
地
に
お
け
る
刑
罰
で

あ
っ
た
機
械
は
、
こ
こ
で
は
社
会
の
中
に
あ
る
工
場
で
使
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
製
作
意
図
は
Ｒ
６
２
号
君
自
身
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

む
し
ろ
一
番
コ
ス
ト
の
安
い
人
間
を
ど
う
利
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
、

そ
こ
に
問
題
が
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
ぼ
く
は
、
人
間
に
そ
の
よ
う
な

能
力
を
機
械
の
方
か
ら
強
制
し
、
し
か
も
ふ
ん
だ
ん
に
人
間
を
つ
か
う
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よ
う
な
機
械
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
あ
て
、
こ
の
よ
う
な
人
間
合

理
化
の
機
械
を
完
成
し
た
の
で
す
…
…

　

ア
メ
リ
カ
製
の
頭
脳
に
よ
っ
て
こ
の
機
械
が
作
ら
れ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る

と
、
こ
れ
は
植
民
地
の
人
々
の
労
働
力
を
最
大
限
に
利
用
す
る
よ
う
な
機

械
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
機
械
が
し

て
い
る
こ
と
は
、
不
規
則
に
点
滅
す
る
ラ
ン
プ
を
押
す
こ
と
を
強
制
し
、
失

敗
し
た
ら
指
を
切
り
落
と
し
、
十
回
以
上
失
敗
す
る
と
胸
を
刺
し
て
殺
す
、

と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。
最
後
の
沈
黙
が
答
え
て
い
る
よ
う
に
、
何
か
を
生
産

す
る
機
械
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
先
の
開
拓
者
植
民

地
に
お
け
る
議
論
と
同
じ
よ
う
に
、
不
要
な
先
住
民
を
除
去
す
る
機
械
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
経
営
不
振
の
た
め
に
ロ
ボ
ッ
ト
を
受

け
入
れ
る
か
わ
り
に
機
械
技
師
を
首
に
し
た
社
長
の
高
水
は
、
労
働
者
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
も
で
き
ず
、
ス
ト
ラ
イ
キ
と
暴
動
を
許
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

「
労
働
者
は
機
械
の
血
液
で
あ
り
、
技
術
者
は
そ
の
ホ
ル
モ
ン
で
あ
り
、
さ

ら
に
わ
れ
ら
選
民
は
そ
の
心
臓
と
魂
で
あ
る
」
と
い
う
所
長
の
演
説
に
お
い

て
、
選
民
の
側
に
入
る
の
で
な
け
れ
ば
、
雇
わ
れ
社
長
の
居
場
所
は
な
い
の

だ
。
事
実
、
高
水
が
殺
さ
れ
て
い
く
過
程
を
選
民
た
る
来
賓
は
「
異
常
な
興

奮
」
で
見
守
り
、
銀
行
の
頭
取
は
「
無
条
件
に
感
動
」
し
、
所
長
も
「
激
し

い
霊
感
に
ひ
た
っ
て
い
た
」
と
い
う
。
不
要
な
人
間
の
合
理
的
な
除
去
を

や
っ
て
の
け
る
機
械
は
、
彼
ら
「
選
民
」
に
感
動
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
る
の

だ
。

　

こ
の
選
民
た
ち
は
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
国
際
Ｒ
ク
ラ
ブ
の
第
一
回
大
会
を

開
い
て
い
た
。
彼
ら
は
Ｒ
が
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、Robot

（
ロ
ボ
ッ
ト
）、

Race

（
人
類
）、Rule

な
ら
び
にReign

（
支
配
と
権
力
）、Rich

（
富
）、

Revival

も
し
く
はReaction

（
復
古
）、Resettle

（
植
民
地
復
活
）、Right

（
正

義
も
し
く
は
右
翼
）、Rationalization

（
産
業
合
理
化
）、Rat

（
ス
ト
ラ
イ
キ
破

り
）、Regular

（
忠
誠
な
る
も
の
）、Rush

（
突
撃
隊
員
）
を
挙
げ
る
。
ま
た
、

支
部
と
し
て
、
再
軍
備
の
た
め
のRem

ilitarization Club

、
情
報
入
手
の

た
め
のReporter Club

、
競
技
場
と
選
挙
の
ナ
ワ
バ
リ
を
支
配
す
る
た
め

のRing Club

、
実
業
家
の
た
め
の
資
源
のResource Club

、
熊
手
の

Rake Club

、
工
業
家
の
た
め
の
未
開
地
開
発
のReclaim

 Club

、
文
化
人

の
た
め
の
宗
教
のReligion Club

、
密
輸
入
者
や
亡
命
者
の
た
め
のRun-

ner Club

な
ど
が
提
案
さ
れ
る
。「
代
議
士
、
高
官
、
銀
行
の
頭
取
、
大
企

業
の
重
役
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
神
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
今
日
の
、
そ
し
て
明
日
の

日
本
の
指
導
階
級
」
と
し
て
の
彼
ら
は
、
再
軍
備
を
行
い
、
植
民
地
を
復
活

さ
せ
、
戦
前
に
戻
る
こ
と
を
目
指
す
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ク
ラ
ブ
の
事

業
計
画
と
し
て
所
長
が
発
表
す
る
の
は
、「
機
械
の
血
液
成
分
た
る
大
多
数

の
人
間
を
、
す
べ
て
ロ
ボ
ッ
ト
化
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
手
は
じ
め
と

し
て
技
術
ロ
ボ
ッ
ト
の
Ｒ
６
２
号
を
作
っ
た
と
い
う
の
だ
。
そ
の
ロ
ボ
ッ
ト

化
の
技
術
が
完
全
に
ア
メ
リ
カ
製
で
「
パ
テ
ン
ト
が
二
十
九
も
つ
い
て
い

る
」
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
彼
ら
の
意
図
と
は
反
対
に
、
日
本
の
植
民

地
化
を
進
め
る
事
業
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

所
長
は
「
無
能
な
る
人
間
ど
も
が
、
日
に
日
に
集
団
化
し
て
労
働
運
動
な

ど
と
い
う
動
物
的
退
化
の
ふ
ち
に
沈
ん
で
ゆ
く
」
こ
と
を
嘆
き
、
社
長
の
高

水
は
「
野
郎
共
が
ス
ト
ラ
イ
キ
騒
ぎ
を
は
じ
め
る
と
、
銀
行
が
ケ
チ
を
つ
け

る
」
こ
と
、「
つ
い
に
怒
り
を
爆
発
さ
せ
た
労
働
者
た
ち
の
、
所
長
の
言
を

か
り
れ
ば
退
化
現
象
」
に
つ
い
て
心
配
す
る
。
し
か
し
、
機
械
が
作
動
し
は
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じ
め
る
と
、「
高
水
の
心
に
あ
る
の
は
た
だ
、
集
結
し
た
労
働
者
た
ち
が
門

を
破
っ
て
送
電
室
を
占
領
し
、
配
電
盤
の
ス
イ
ッ
チ
を
切
っ
て
く
れ
る
夢
だ

け
」
と
な
る
。
高
水
が
死
ん
で
か
ら
そ
の
夢
を
か
な
え
る
労
働
者
た
ち
は
、

「
ア
メ
リ
カ
に
売
る
な
！
」
と
叫
ん
で
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
こ
の
構
図
は
、

ア
メ
リ
カ
の
利
益
に
従
っ
て
原
住
民
と
し
て
の
労
働
者
を
抑
圧
し
、
ロ
ボ
ッ

ト
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
資
本
側
と
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
労
働
者
た
ち
、

と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
Ｒ
６
２
号
は
ロ
ボ
ッ
ト
に
な
っ
て
か
ら

普
通
の
意
識
や
感
情
を
持
た
な
く
な
る
の
だ
が
、「
窓
の
下
を
波
う
っ
て
い

く
、
赤
旗
と
プ
ラ
カ
ー
ド
の
行
進
を
見
た
日
」
に
は
、「
自
分
が
誰
で
あ
っ

た
か
想
出
せ
な
い
あ
せ
り
に
頭
を
か
か
え
て
も
だ
え
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
頭
脳
に
よ
っ
て
自
由
意
志
を
失
っ
た
は
ず
の
Ｒ
６
２
号
に
も
、

労
働
者
と
し
て
の
自
意
識
が
か
す
か
に
残
っ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
ゴ
ー

シ
ュ
・
ダ
ス
テ
ィ
ダ
ー
・
デ
バ
シ
リ
タ
が
論
じ
て
い
る
通
り
、
彼
の
機
械
は

宗
主
国
の
ア
メ
リ
カ
にRevenge

（
復
讐
）
を
し
、Revolution

（
革
命
）
の

契
機
と
な
る
も
の
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う８
。
こ
こ
で
Ｒ
６
２
号
が
奇

妙
な
形
で
社
長
に
復
讐
を
果
た
し
、
社
長
に
抑
圧
さ
れ
て
い
た
労
働
者
た
ち

が
そ
こ
に
な
だ
れ
込
ん
で
く
る
、
と
い
う
革
命
の
イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ
。
安
部
公
房
は
一
九
五
一
年
か
ら
一
九
六
一
年

ま
で
共
産
党
員
で
、
芸
術
の
前
衛
と
政
治
の
前
衛
の
一
致
を
目
指
し
て
い

た
。
無
力
な
主
人
公
を
描
き
続
け
た
カ
フ
カ
と
は
異
な
り
、
こ
こ
に
は
徹
底

的
に
抑
圧
さ
れ
た
生
の
例
外
状
態
が
、
逆
に
革
命
の
契
機
と
な
る
、
と
い
う

彼
の
政
治
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
描
か
れ
て
も
い
る
の
だ
。

　

そ
も
そ
も
Ｒ
６
２
号
は
、
そ
れ
以
前
の
人
間
と
し
て
の
名
前
を
持
た
な

か
っ
た
。
契
約
係
の
草
井
は
「
わ
ざ
と
名
前
は
聞
か
な
い
こ
と
に
し
て
」
最

初
か
ら
彼
を
「
Ｒ
６
２
号
君
」
と
呼
ぶ
。
自
分
の
「
死
体
」
を
ゆ
ず
る
し
る

し
の
サ
イ
ン
の
用
箋
は
「
た
だ
の
白
紙
」
で
あ
る
。

Ｒ
６
２
号
君
は
、
こ
れ
で
は
た
ま
ら
ぬ
と
思
い
、
な
ん
の
サ
イ
ン
で

し
ょ
う
か
？　

す
る
と
草
井
は
な
に
く
わ
ぬ
顔
で
、
分
り
ま
せ
ん
、
た

だ
そ
う
い
う
規
則
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
要
す
る
に
君
が
当
方
に
死

体
を
ゆ
ず
り
わ
た
す
こ
と
を
承
認
し
た
と
い
う
し
る
し
で
し
ょ
う
。
私

は
単
な
る
一
契
約
係
に
す
ぎ
ま
せ
ん
か
ら
、
詳
し
い
意
味
は
分
り
か
ね

ま
す
が
、
こ
ん
な
具
合
に
も
考
え
ら
れ
ま
す
ね
。
法
は
不
知
を
ゆ
る
さ

ず
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
の
側
か
ら
言
え
ば
知
る
権
利
と

義
務
を
意
味
し
て
る
。
と
こ
ろ
が
君
は
ど
う
で
す
か
、
こ
れ
か
ら
死
の

う
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ
は
法
の
外
に
出
る
こ
と
だ
。
つ

ま
り
自
ら
不
知
を
要
求
し
た
わ
け
だ
。

　

そ
し
て
サ
イ
ン
し
た
「
彼
」
は
、「
法
の
外
に
出
る
」
こ
と
で
「
さ
あ
、

こ
れ
で
君
も
一
人
前
の
死
人
で
す
」
と
承
認
さ
れ
る
。
生
き
た
ま
ま
「
一
人

前
の
死
人
」
に
な
っ
た
彼
は
「
人
間
」
と
し
て
扱
わ
れ
ず
、
文
字
通
り
の
白

紙
委
任
状
に
よ
っ
て
生
殺
与
奪
の
権
利
を
研
究
所
に
握
ら
れ
て
し
ま
っ
た
わ

け
だ
が
、
こ
の
後
に
起
こ
る
事
態
は
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
強
制
収
容
所
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
こ
と
と
重
な
り
合
う
。

収
容
所
は
例
外
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
法
が
全
面
的
に
宙
吊
り
に
さ

れ
る
だ
け
で
な
く
、
事
実
と
法
権
利
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
混
同
さ
れ
て

し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
で
は
本
当
に
す
べ
て
が
可
能
な
の
だ
。
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ま
さ
に
例
外
を
安
定
的
に
実
現
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
収
容
所
特
有

の
法
的
‐
政
治
的
構
造
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
収
容
所
で
起
こ
っ
た
信

じ
ら
れ
な
い
こ
と
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
ま
ま
だ
ろ
う９
。

　

ナ
チ
ス
の
強
制
収
容
所
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
例
外
状
態
に
置
か
れ
つ
づ
け
た
よ

う
に
、
Ｒ
６
２
号
は
自
ら
の
意
思
を
持
つ
人
間
か
ら
ロ
ボ
ッ
ト
へ
の
改
造
手

術
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
Ｒ
６
２
号
の
先
輩
に
あ
た
る
５
８

号
が
机
に
ツ
ノ
（
ア
ン
テ
ナ
）
を
ひ
っ
か
け
て
死
ん
だ
話
が
語
ら
れ
た
り
、

助
手
と
看
護
婦
を
つ
と
め
る
３
０
号
と
４
２
号
に
つ
い
て
「
い
い
ね
、
女
は

ロ
ボ
ッ
ト
に
か
ぎ
る
、
ハ
ハ
、
日
本
婦
人
の
美
徳
が
完
全
に
発
揮
さ
れ
る
ね
」

と
感
想
が
述
べ
ら
れ
た
り
す
る
。
特
に
後
者
の
話
に
お
い
て
従
順
さ
を
示
す

と
思
わ
れ
る
「
日
本
婦
人
の
美
徳
」
は
、
手
術
中
の
Ｒ
６
２
号
の
言
動
に
も

つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

彼
の
ロ
ボ
ッ
ト
へ
の
手
術
は
全
身
麻
酔
な
し
で
会
話
し
な
が
ら
行
わ
れ
る

が
、
頭
蓋
骨
を
開
け
て
脳
を
加
工
し
た
り
す
る
過
程
で
、
Ｒ
６
２
号
の
感
情

や
感
覚
は
劇
的
に
移
り
変
わ
り
、
手
術
後
は
「
植
物
の
よ
う
に
自
足
」
す
る

存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
文
字
通
り
に
人
間
の
植
物
へ
の
変
身
と
植

物
園
へ
の
収
容
を
占
領
の
寓
意
と
し
て
描
い
た
改
稿
版
「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ

ヤ
」（『
飢
え
た
皮
膚
』
書
肆
ユ
リ
イ
カ
、
一
九
五
二
年
）
を
思
わ
せ
る
も
の
で
も

あ
る
。
実
際
、
改
稿
版
「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
発
表
の
二
ヶ
月
前
、
自
由

党
が
過
半
数
を
占
め
、
共
産
党
の
議
席
が
ゼ
ロ
と
な
っ
た
総
選
挙
の
結
果
を

受
け
て
書
か
れ
た
「
課
題
│
│
衆
院
選
挙
の
あ
と
に
」（『
現
在
』
三
号
、
一
九

五
二
年
一
〇
月
）
で
、
安
部
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

本
来
斗
う
べ
き
（
平
和
の
中
で
）
人
間
が
、
生
産
手
段
の
独
占
と
い
う

過
程
の
中
で
、
斗
い
の
場
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
う
ば
わ
れ
、
そ
の
矛

盾
が
、
植
民
地
の
リ
ャ
ク
ダ
ツ
、
帝
国
主
義
戦
争
を
う
ん
で
ゆ
く
│
│

今
日
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
で
は
、
全
国
民
の
ド
レ
イ
化
を
通
じ
て

行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
で
、
人
民
の
誇
り
で
あ
る
レ

ジ
ス
タ
ン
ス
の
魂
を
民
族
の
中
に
よ
び
さ
ま
す
仕
事
が
、
そ
の
仕
事
自

身
が
ど
ん
な
に
大
き
な
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
か
、
そ
し
て
ま
た
、
現

実
を
追
求
す
る
こ
と
が
そ
の
本
来
の
課
題
で
あ
る
文
学
の
い
か
に
大
き

な
課
題
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

国
民
の
除
去
で
は
な
く
奴
隷
化
の
危
機
を
訴
え
て
い
る
こ
の
主
張
は
、
戦

後
日
本
の
問
題
を
、
開
拓
者
植
民
地
と
し
て
で
は
な
く
植
民
地
と
し
て
捉
え

て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
木
村
陽
子
は
こ
の
主
張
の
延
長
線
上
に
「
Ｒ
６
２

号
の
発
明
」
を
据
え
、「
奴
隷
物
語
の
集
大
成
」
と
し
た
がＡ
、
こ
れ
ま
で
の

議
論
か
ら
は
、
こ
こ
で
の
主
張
と
「
Ｒ
６
２
号
の
発
明
」
と
の
間
に
は
断
絶

が
あ
り
、
さ
ら
な
る
占
領
認
識
の
深
化
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
捉
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
で
描
か
れ
た
の
が
植
民
地
の
住
民

の
現
実
だ
っ
た
と
し
た
ら
、〝
独
立
〞
翌
年
に
書
か
れ
た
「
Ｒ
６
２
号
の
発

明
」
に
は
、
開
拓
者
植
民
地
に
お
け
る
よ
う
な
、
む
き
出
し
の
生
の
例
外
状

態
が
刻
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
。
二
つ
の
開
拓
者
植
民
地
の
出
身

者
と
し
て
、
戦
後
の
東
京
に
来
た
安
部
は
、
ま
ず
は
食
人
と
い
う
身
体
を
め

ぐ
る
話
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
占
領
を
、
次
い
で
外
見
的
に
は
ア
ン
テ

ナ
が
つ
い
た
だ
け
の
姿
な
が
ら
ロ
ボ
ッ
ト
に
改
造
さ
れ
る
話
を
通
じ
て
〝
独

立
〞
し
た
日
本
を
描
き
だ
し
た
。
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、「
Ｒ
６
２
号
の
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発
明
」
の
結
末
は
革
命
や
復
讐
の
イ
メ
ー
ジ
に
見
え
る
が
、
そ
も
そ
も
安
部

ら
の
〈
夜
の
会
〉
の
起
点
に
岡
本
太
郎
の
「
夜
」
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
バ
タ

イ
ユ
の
供
犠
の
イ
メ
ー
ジ
と
そ
の
否
定
と
が
同
時
に
描
き
込
ま
れ
て
い
た
こ

と
を
思
い
出
す
時
、
高
水
と
い
う
供
犠
を
捧
げ
る
儀
式
の
機
械
を
描
く
こ
と

が
こ
の
結
末
の
核
心
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
地
点
か
ら
、
演
劇
や
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
で
の
メ
デ
ィ
ア
実
験
を

経
て
、
一
九
七
〇
年
の
日
本
万
国
博
で
の
自
動
車
館
の
マ
ル
チ
ス
ク
リ
ー
ン

映
画
の
シ
ナ
リ
オ
制
作
へ
と
向
か
っ
て
い
く
安
部
の
政
治
的
姿
勢
に
つ
い
て

は
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
最
近
、
日
本
の
各
地
で
流
行

す
る
芸
術
祭
な
ど
の
地
域
ア
ー
ト
に
つ
い
て
、
叛
逆
精
神
を
欠
い
た
前
衛
的

形
式
の
空
疎
な
反
復
だ
と
し
て
、
藤
田
直
哉
が
「
前
衛
の
ゾ
ン
ビ
た
ちＢ
」
と

い
う
問
題
提
起
を
行
い
、
話
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
構
造
的
に
は
そ
れ
に
似

た
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
未
だ
に
英
語
に
訳
さ
れ
て
い

な
い
二
つ
の
短
編
は
、
ゾ
ン
ビ
に
な
る
前
の
機
械
や
ロ
ボ
ッ
ト
が
は
ら
む
、

今
な
お
続
く
政
治
性
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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