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哲
学
と
は
重
ね
る
こ
と
で
す
、
と
言
っ
た
ら
、
ど
う
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
、
と
い
き
な
り
語
り
掛
け
た
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
は
音
楽
大
学
の
教
養
科
目
「
哲
学
」
の
第
一
回
目
の
授
業
の
こ
と
で
、
履
修
者
へ
向
か
っ
て
担
当

者
と
し
て
、
だ
っ
た
。
哲
学
は
例
え
ば
、
何
か
を
考
え
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
考
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ

ろ
う
、
な
ど
と
考
え
る
。
つ
ま
り
考
え
る
こ
と
も
考
え
る
。
考
え
る
が
重
な
り
ま
す
。
ど
う
で
す
か
、
そ
う
言
わ

れ
る
と
、
重
ね
る
こ
と
が
哲
学
の
哲
学
ら
し
さ
を
示
し
て
い
る
、
そ
う
感
じ
ら
れ
て
き
ま
せ
ん
か
、
な
ど
と
。
と

こ
ろ
で
そ
の
よ
う
に
話
を
切
り
出
し
た
わ
た
し
が
、
そ
の
日
教
室
に
携
え
て
い
た
の
は
、
俳
人
芝
不
器
男
の
作
品

だ
け
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
そ
れ
を
、
一
句
ま
た
一
句
と
大
き
く
板
書
し
な
が
ら
読
み
あ
げ
、
鑑
賞
の
か
た
ち
を
取

り
な
が
ら
、
哲
学
と
は
こ
の
よ
う
に
、
い
か
に
も
哲
学
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
外
見
を
示
す
こ
と
も
な
く
、
不
思

議
な
集
中
度
で
現
れ
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
、
と
ま
で
語
っ
た
。 

も
ち
ろ
ん
、
芝
不
器
男
の
天
稟
も
苦
心
も
、
そ
の
見
事
な
成
果
な
ら
ば
な
お
の
こ
と
、
そ
れ
ら
は
ど
こ
ま
で
も

俳
人
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
芝
不
器
男
は
哲
学
を
目
指
し
て
な
ど
い
な
い
。
ど
う
し
て
そ
こ
に
哲
学

を
感
じ
取
れ
る
な
ど
と
言
え
よ
う
か
。
考
え
る
こ
と
ま
で
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
が
哲
学
の
習
い
だ
と
し
て
も
、

そ
の
一
事
を
も
っ
て
、
重
ね
る
こ
と
を
技
巧
的
に
愛
好
し
た
不
器
男
作
品
を
集
め
て
、
そ
こ
に
哲
学
的
傾
斜
が
潜

む
と
示
唆
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
全
く
不
十
分
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
不
十
分
な
こ
と
と
そ
う
大
し
て
選
ぶ
と
こ
ろ

の
な
い
授
業
を
、
そ
の
日
わ
た
し
は
行
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
芝
不
器
男
の
作
品
に
は
、
哲
学
担
当
者
を
大
胆
に
さ

せ
る
、
奇
妙
な
牽
引
力
が
あ
っ
た
の
だ
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
見
込
め
る<

哲
学>

は
、
実
の
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
な
り

に
込
み
入
っ
て
い
て
、
簡
単
に
説
明
が
つ
く
話
に
は
な
ら
な
い
。
普
通
、
考
え
る
こ
と
を
考
え
る
、
と
言
う
と
、

メ
タ
（
一
段
高
い
次
元
か
ら
）
に
関
与
す
る
視
線
が
哲
学
の
名
の
も
と
に
想
像
さ
れ
が
ち
だ
。
し
か
し
事
は
哲
学

者
た
ち
の
側
に
お
い
て
も
す
で
に
様
変
わ
り
し
て
い
て
厄
介
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
メ
タ
と
言
う
な
ら
、
は
る

か
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
原
義
の
あ
る
、（
単
な
る
）
そ
の
後
の
、
と
い
う
フ
ラ
ッ
ト
な
意
味
を
、
後
世
の
メ
タ
フ
ィ
ジ

ッ
ク
（
形
而
上
学
）
に
ま
ず
突
き
付
け
返
し
、
或
る
こ
と
と<

そ
の
後>

そ
れ
に
重
ね
て
の
或
る
こ
と
、
と
い
っ
た

二
重
性
に
こ
だ
わ
っ
て
み
せ
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
よ
ほ
ど
現
代
で
は
哲
学
的
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
そ
う
し
た
重

な
り
が
、
独
自
に
思
考
す
る
俳
人
、
芝
不
器
男
の
そ
の
自
在
さ
の
発
露
と
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
以
下
に
書
い
て
み
た
い
。 

 

ま
ず
は
芝
不
器
男
の
次
の
文
章

（
１
）

を
ぜ
ひ
提
示
し
て
お
き
た
い
。
わ
た
し
が
ひ
っ
か
か
る
の
は
最
後
の
一
文
で
あ

る
。
そ
れ
が
あ
る
た
め
に
、
本
人
の
向
こ
う
意
気
の
意
外
な
強
さ
だ
け
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
し
、
一
見

全
体
を
無
内
容
な
も
の
に
も
思
わ
せ
か
ね
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
こ
そ
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
自
信
に

満
ち
た
口
ぶ
り
の
理
由
も
あ
る
。 



2 

 

 

こ
の
世
の
中
の
人
々
は
「
生
き
て
」
ゐ
る
の
だ
ろ
う
か
。
食
ふ
た
め
に
生
き
る
の
か
、
生
き
る
た
め
に
食
ふ

の
か
、
と
き
い
た
ら
、
食
ふ
た
め
に
生
き
る
、
と
答
へ
る
人
も
あ
ろ
う
、
生
き
る
た
め
に
食
ふ
、
と
云
ふ
人
も

あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
前
者
に
反
問
し
た
い
。
は
た
し
て
食
ふ
た
め
に
「
生
き
て
」
ゐ
る
か
？
後
者
に
反
問
し
た

い
、
は
た
し
て
「
生
き
る
」
た
め
に
食
つ
て
い
る
か
と
。 

僕
に
と
っ
て
は
、
食
ふ
た
め
に
生
き
る
の
で
あ
る
か
、
生
き
る
た
め
に
食
ふ
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
ど
ち
ら

で
も
差
支
へ
な
い
。
が
、
か
う
云
ふ
こ
と
は
で
き
る
。「
生
き
る
」
た
め
に
「
生
き
る
」
と
。 

 

最
後
の
「
生
き
る
」
た
め
に
「
生
き
る
」
が
や
は
り
少
し
難
解
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
重
ね
て
「
生
き
る
」
と
言

う
こ
と
で
得
ら
れ
る
手
応
え
は
、
不
器
男
に
と
っ
て
ど
う
自
明
だ
っ
た
の
か
。
彼
の
矜
持
が
空
疎
な
も
の
だ
と
は

思
わ
れ
な
い
。
作
品
に
尋
ね
る
に
如
く
は
な
い
。
本
稿
で
は
次
の
代
表
句
に
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
。 

 

あ
な
た
な
る
夜
雨
の
葛
の
あ
な
た
か
な 

 

「
生
き
る
」
た
め
に
「
生
き
る
」
と
言
い
重
ね
た
よ
う
に
、「
あ
な
た
な
る
」…

「
あ
な
た
か
な
」
と
お
そ
ら
く

言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
ち
ら
は
ず
っ
と
所
を
得
て
い
て
、
力
ず
く
に
、
な
の
で
は
な
い
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
こ
の
作
品
が
出
現
さ
せ
る
俳
句
空
間
に
は
、
芝
不
器
男
の<

哲
学>

を
特
徴
付
け
る
も
の
が
典
型
的
に
示
さ
れ

て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
こ
の
句
が
諸
作
品
中
、
特
権
的
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
そ
も

そ
も
特
権
化
す
る
よ
う
な
眼
差
し
か
ら
常
に
免
れ
て
い
る
の
が
不
器
男
作
品
の
た
た
ず
ま
い
で
あ
る
。 

さ
て
下
五
の
「
あ
な
た
」
は
、
ま
る
で
天
啓
の
よ
う
に
忽
然
と
現
れ
る
か
の
よ
う
だ
。
現
れ
て
ま
た
、
伏
線
の

よ
う
に
残
響
す
る
上
五
の
「
あ
な
た
」
も
実
に
耳
に
心
地
よ
い
、
と
後
か
ら
気
付
か
せ
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
に

調
べ
が
う
つ
く
し
い
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
句
の
読
み
ど
こ
ろ
は
、
や
は
り
そ
の
二
重
化
す
る
措
辞
が
、
ど

の
よ
う
に
雄
弁
で
あ
る
か
だ
ろ
う
。 

ま
ず
、
表
立
っ
た
句
意
に
は
、
よ
う
や
く
ま
た
仙
台
に
戻
っ
て
き
た
、
と
い
っ
た
前
書
も
付
い
て
、
誤
解
の
生

ま
れ
る
余
地
は
な
い
と
言
え
る
。
す
で
に
ふ
る
さ
と
愛
媛
県
松
丸
へ
の
望
郷
の
思
い
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
、
と

い
う
よ
う
な
こ
と
だ
。
こ
こ
で
、
や
は
り
う
つ
く
し
い
調
べ
を
響
か
せ
る
中
七
「
夜
雨
の
葛
の
」
の
含
蓄
を
ど
う

読
む
か
、
そ
れ
が
問
題
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
こ
に
も
実
は
、
俳
句
の
本
来
と<

哲
学>

的
身
振
り
と
の
不
思
議
な
混

合
が
あ
る
、
と
わ
た
し
は
思
う
。
と
い
う
の
も
「
葛
」
は
、
い
わ
ば
空
へ
で
は
な
く
て
地
を
横
へ
横
へ
と
、
伸
長
し

増
殖
す
る
そ
の
逞
し
さ
、
そ
こ
に
季
題
の
本
意
を
な
す
芯
を
持
つ
。
ま
た
そ
れ
は
不
器
男
で
は
例
え
ば
「
蟻
」
の

よ
う
な
句
材
と
、
仲
良
く
並
ん
で
愛
好
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
う
え
で
、
句
の
全
体
が

く
っ
き
り
と
描
き
だ
す
趣
向
、
そ
の
構
図
の
よ
う
な
も
の
を
注
視
す
る
と
、
先
に
示
唆
し
た
よ
う
な
反
哲
学
性
、
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例
え
ば
西
欧
哲
学
へ
の
典
型
的
な
ア
ン
チ
を
提
示
し
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
の
「
リ
ゾ
ー
ム
」
な
ど
が
、
ど
う

し
て
も
連
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
２
）

お
そ
ら
く
こ
れ
は
そ
う
突
飛
な
想
像
で
も
な
い
と
思
う
。
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ

に
関
連
す
る
言
及
は
抑
え
て
、「
あ
な
た
」
の
二
重
性
が
、<

普
遍
性>

と
強
度
を
帯
び
て
、
読
み
手
に
具
体
的
な
連

想
の
輪
を
広
げ
る
、
そ
う
い
う
効
果
の
ほ
う
へ
話
を
進
め
よ
う
。 

例
え
ば
こ
う
し
た
連
想
が
浮
か
ぶ
。
一
時
帰
国
を
終
え
、
欧
州
中
央
か
ら
外
れ
た
或
る
都
市
の
空
港
へ
よ
う
や

く
降
り
立
っ
た
、
か
の
地
へ
の
日
本
人
留
学
生
が
い
て
、
彼
ま
た
は
彼
女
は
ふ
と
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
の
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
と
か
ウ
ィ
ー
ン
の
空
港
で
目
に
触
れ
た
何
か
を
回
想
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
今
い
る
と
こ

ろ
へ
の
時
空
の
隔
た
り
を
一
旦
感
受
し
た
上
で
、
さ
て
母
国
日
本
は
そ
の
も
う
ひ
と
つ
彼
方
へ
遠
望
さ
れ
る
、
と

溜
息
を
つ
く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
。
い
や
そ
れ
な
ら
こ
う
い
う
場
合
は
ど
う
か
。
そ
の
昔
、
伊
予
の
宇
和
島
藩
に
藩

主
と
し
て
徳
川
幕
府
が
配
し
た
の
は
仙
台
伊
達
家
の
分
家
の
殿
様
だ
そ
う
だ
か
ら
、
そ
の
殿
様
も
宇
和
島
に
着
い

て
早
々
す
で
に
旅
の
途
次
で
目
に
し
た
風
物
を
思
っ
て
、
そ
う
し
た
溜
息
を
つ
い
た
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
と
。<

普
遍
性>

と
言
っ
た
の
で
、
も
っ
と
飛
躍
し
た
連
想
に
ま
で
ひ
ろ
げ
よ
う
。
不
器
男
に
は
「
秋
の
夜
の
影
絵
を
う
つ

す
褥
か
な
」
と
い
う
病
臥
の
句
が
あ
る
。
ど
う
い
う
影
絵
遊
び
な
の
か
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
空
間
の
隔
た
り
に

興
じ
咀
嚼
す
る
「
秋
の
夜
」
の
時
間
意
識
は
、
旅
の
空
の
下
で
な
く
て
も
、
我
が
家
に
お
い
て
で
も
、
例
え
ば
病

院
の
ベ
ッ
ド
の
患
者
と
し
て
で
も
、
寝
具
が
演
出
す
る
布
置
、
閉
鎖
的
瑣
末
な
時
空
に
お
け
る
分
節
を
、
心
な
ぐ

さ
め
る
遊
び
に
変
じ
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
こ
に
哲
学
的
、
と
は
言
わ
な
い
が
、
或
る
種
の
視
線
の<

遊
戯
性><

離

脱
性>

が
感
じ
取
れ
も
す
る
だ
ろ
う
（
不
器
男
の
子
規
的
風
貌
？
蕪
村
的
風
貌
？
ま
た
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
泥
濘

に
お
ど
ろ
が
影
や
き
り
ぎ
り
す
」
も
解
釈
を
ひ
ろ
げ
れ
ば
「
天
地
創
造
」
遊
び
と
い
っ
た
趣
き
ま
で
そ
こ
に
ひ
そ

む
）。
さ
ら
に
ま
た
。
俳
諧
俳
句
の
関
連
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
例
も
許
し
て
も
ら
え
る
か
。
わ
た
し
ほ
ど
の
高
齢
で

あ
れ
ば
、
夜
間
就
寝
時
に
布
団
か
ら
起
き
出
し
て
行
き
、
は
て
今
夜
は
何
度
目
か
、
と
い
う
よ
う
な
と
き
、
あ
あ
、

あ
の
「
夜
雨
の
葛
の
」、
と
思
う
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
。
要
は
、
時
間
空
間
の
綾
な
す
形
成
へ
の
関
心
で

あ
る
。
そ
の
関
心
が
い
わ
く
言
い
難
い
。
そ
し
て
連
想
を
広
げ
て
も
、
元
に
あ
る
句
は
そ
こ
な
わ
れ
な
い
。
芝
不

器
男
た
る
所
以
か
も
し
れ
な
い
。 

 

多
く
不
器
男
の
句
は
、
繊
細
な
抒
情
性
を
放
ち
つ
つ
も
、
或
る
種
の<

普
遍
性>

、
あ
る
い
は
思
考
と
の
親
和
性

を
隠
さ
な
い
。
少
し
先
回
り
し
て
言
う
。
近
代
の
趨
勢
下
、
時
間
と
空
間
が
均
一
化
・
平
準
化
を
強
い
ら
れ
る
と
、

事
象
が
経
験
に
お
い
て
様
々
に
多
重
化
し
て
く
る
。
掲
出
句
に
即
し
て
言
え
ば
、
鉄
道
や
航
路
が
整
っ
て
、
は
る

か
に
宇
和
島
、
松
丸
と
仙
台
と
の
結
び
つ
き
は
濃
く
な
り
、
そ
の
こ
と
で
伊
予
と
み
ち
の
く
の
両
者
は
測
定
可
能

な
隣
り
合
う
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
い
っ
た
い
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
、
重
な

り
合
う
姿
を
見
せ
る
地
点
へ
と
、
人
々
を
向
か
わ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
う
し
た
質
を
持
っ
た
文
明

や
時
代
の
勾
配
に
乗
る
と
い
う
こ
と
だ
。
す
る
と
人
々
に
と
っ
て
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
あ
っ
て
み
え
な
か
っ
た
も
の
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が
、
様
々
に
透
け
て
み
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
芝
不
器
男
の
目
と
手
は
、
そ
の
よ
う
に
事
象
と
い
う
事
象
が

様
々
に
夥
し
く
重
な
っ
て
く
る
現
実
の
趨
勢
に
即
応
す
べ
く
、
い
わ
ば
そ
う
し
た
多
重
的
な
、
換
言
す
れ
ば
透
明

で
あ
る
よ
う
な
（
透
明
だ
か
ら
こ
そ
多
く
が
重
な
っ
て
み
え
る
と
言
え
る
）、
そ
う
い
う
俳
句
空
間
の
造
形
へ
、
直

覚
的
に
、
そ
し
て
じ
き
に
自
覚
的
に
、
没
頭
し
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
掲
出
句
も
そ
の
よ

う
に
し
て
現
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
修
辞
と
し
て
の
重
な
り
が
、
た
だ
の
一
句
の
中
で
、
こ
ん
な
に
も
深
く
何

か
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
ど
こ
か
ま
る
で
現
実
を
擬
す
よ
う
に
し
て
、
測
り
合
っ
て
、
い
や
「
測
り
合
う
」
は
旧

来
の
哲
学
モ
デ
ル
の
表
現
で
あ
る
、
ま
さ
に
現
実
に
接
ぎ
木
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
と
言
い
直
そ
う
、
そ
の
よ
う

に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。 

 

と
こ
ろ
で
「
あ
な
た
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
、
何
が
真
に
経
験
を
超
え
出
て
い
る
の
か
、
と
い
っ

た
問
題
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
（
そ
れ
は
日
本
語
で
は
二
人
称
単
数
の
代
名
詞
と
も
な
れ
ば
た
だ
の
「
そ

の
向
こ
う
」
で
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
彼
岸
を
意
味
す
る
こ
と
も
で
き
る
）
。
さ
て
掲
出
句
に
は
、
何
も
の
か
へ
の
思

慕
が
か
え
っ
て
こ
の
世
を
超
え
た
と
こ
ろ
へ
は
傾
か
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
あ
な
た
」

の
そ
の
重
な
り
が
、
か
え
っ
て
超
越
者
に
触
れ
る
宗
教
的
な
契
機
を
導
く
よ
う
な
こ
と
を
さ
り
げ
な
く
封
じ
て
は

い
な
い
か
。
今
も
述
べ
た
時
代
の
本
質
は
、
利
便
を
重
ん
じ
遠
く
を
近
く
と
思
わ
せ
つ
つ
、「
あ
な
た
」
そ
の
も
の

の
問
題
を
厄
介
な
か
た
ち
で
残
存
さ
せ
る
の
だ
が
、
掲
出
句
は
、
遠
く
を
、
遠
く
の
さ
ら
に
遠
く
へ
遠
ざ
け
、
つ

ま
り
遠
く
を
近
く
へ
と
い
う
時
代
の
本
質
と
一
見
ベ
ク
ト
ル
が
逆
の
振
舞
い
方
を
し
て
、
句
の
言
う
、
そ
う
い
う

よ
り
遠
く
を
、
縮
ん
で
よ
り
近
く
に
な
り
が
ち
な
遠
く
、
と
拮
抗
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
均
衡
を
描
く
こ
と
で
、
絶
対

的
な
「
あ
な
た
」
に
相
対
化
を
も
た
ら
し
、
野
放
図
な
現
実
に
批
判
を
も
た
ら
す
よ
う
な
思
考
ま
で
秘
め
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
い
や
、
こ
れ
も
ま
た
先
走
っ
た
、
こ
じ
つ
け
め
い
た
想
定
だ
ろ
う
か
。
そ
の<

哲
学>
は
な
か
な

か
簡
単
に
尻
尾
を
つ
か
ま
せ
な
い
、
と
言
う
べ
き
か
。
と
も
あ
れ
、
二
律
背
反
を
立
て
、
そ
の
均
衡
を
入
口
と
し

て
、
さ
て
ど
う
し
た
も
の
か
、
と
い
う
発
想
が
、<

あ
な
た>

に
関
し
て
は
近
代
哲
学
が
カ
ン
ト
に
お
い
て
最
初
に

見
出
し
た
解
法
の
道
筋
で
は
あ
っ
た
。 

時
間
や
空
間
、
世
界
や
人
生
、
そ
ん
な
語
彙
で
表
さ
れ
る
「
高
額
紙
幣
」

（
３
）

（
Ｅ
・
フ
ッ
サ
ー
ル
）
の
魅
惑
に
屈

す
る
こ
と
な
く
、
不
器
男
の
句
は
、
倹
し
さ
、
慎
み
深
さ
、
あ
る
い
は
独
自
の
語
法
・
話
法
を
、
い
わ
ば
持
ち
前
の

<

通
貨>

と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
選
ば
れ
て
居
並
ぶ
題
材
も
多
く
故
郷
の
風
物
に
限
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
鑑
賞

行
為
は
、
何
か
思
想
上
の
交
換
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
回
り
道

を
行
こ
う
。
カ
フ
カ
の
短
編
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

（
４
）

そ
こ
で
も
ま
さ
に<

あ
な
た>

が
問
い
掛
け
ら
れ
て
い

る
。
考
え
る
文
学
に
近
づ
く
た
め
に
、
カ
フ
カ
に
も
耳
を
傾
け
よ
う
。 

 

喩た
と

え
に
つ
い
て 
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賢
者
の
言
う
こ
と
は
喩
え
ば
か
り
だ
、
日
常
の
役
に
立
ち
や
し
な
い
、
自
分
た
ち
の
生
活
は
変
哲
も
な
い

日
常
ず
く
め
だ
と
い
う
の
に
、
と
多
く
の
人
が
不
平
を
鳴
ら
す
。
た
と
え
ば
賢
者
が
言
う
と
し
よ
う
。 

 
 

 
 

「
か
な
た
へ
赴

お
も
む

け
」 

 
 

道
を
渡
っ
た
向
こ
う
と
い
う
意
味
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
道
を
渡
る
だ
け
な
ら
ば
、
い
つ
で
も
で
き
る
。

渡
り
が
い
の
あ
る
も
の
な
ら
ば
渡
り
も
し
よ
う
。
だ
が
、
賢
者
の
言
う
「
か
な
た
」
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ

れ
が
ど
こ
な
の
や
ら
誰
に
も
わ
か
ら
ず
、
詳
し
く
は
話
し
て
も
ら
え
ず
、
だ
か
ら
し
て
何
の
役
に
も
立
た
な

い
「
か
な
た
」
で
あ
る
。
本
来
、
こ
の
種
の
喩
え
は
、
伝
え
よ
う
の
な
い
も
の
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
伝

え
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
な
ら
私
た
ち
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
自
分
た
ち
が
毎

日
の
よ
う
に
苦
労
し
て
い
る
の
は
、
も
っ
と
別
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
人
が
言
っ
た
。 

「
何
故
さ
か
ら
う
の
？ 

喩
え
ど
お
り
に
す
れ
ば
い
い
。
そ
う
す
れ
ば
自
分
も
ま
た
喩
え
に
な
る
。
日
常

の
苦
労
か
ら
解
放
さ
れ
る
」 

す
る
と
、
も
う
一
人
が
言
っ
た
。 

「
そ
れ
だ
っ
て
喩
え
だ
ね
。
賭
け
て
も
い
い
」 

 
 

先
の
一
人
が
言
っ
た
。 

「
賭
け
は
君
の
勝
ち
だ
」 

あ
と
の
一
人
が
言
っ
た
。 

「
残
念
な
が
ら
、
喩
え
の
な
か
で
勝
っ
た
だ
け
だ
」 

先
の
一
人
が
言
っ
た
。 

「
い
や
、
ち
が
う
。
君
は
ほ
ん
と
う
に
賭
け
に
勝
っ
た
。
喩
え
の
な
か
で
は
負
け
て
い
る
」 

 

前
半
は
、
言
葉
の
散
文
的
な
用
法
と
比
喩
的
用
法
と
の
対
比
の
提
示
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
両
者
の
間
に
横

た
わ
る
場
合
に
よ
っ
て
は
深
刻
な
、
そ
の
溝
の
深
さ
へ
の
言
及
だ
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
し
て
後
半
は
、
そ
れ
を

巡
る
簡
潔
な
討
論
だ
ろ
う
。
も
し
話
が
そ
れ
を
め
ぐ
る
生
き
方
の
並
行
（
断
絶
感
）
を
た
だ
提
示
す
る
だ
け
で
終

る
な
ら
、
結
局
カ
フ
カ
は
何
を
言
い
た
い
の
か
、
そ
れ
こ
そ
読
者
に
も
不
満
が
残
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
後
半
に
読

み
ど
こ
ろ
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
で
、
そ
の
討
論
は
こ
う
だ
。
喩
え
へ
の
不
満
が
ま
し
い
口
吻
な
ど
さ
ら
り
と

受
け
流
す
か
の
よ
う
な
、
賢
者
の
擁
護
者
の
言
葉
か
ら
そ
れ
は
始
ま
る
。
そ
の
人
物
は
言
う
、
な
ぜ
逆
ら
う
の
か
、

喩
え
の
と
お
り
に
す
れ
ば
い
い
、
と
。
ま
た
自
分
自
身
が
喩
え
に
な
れ
ば
解
放
さ
れ
る
の
だ
、
と
も
。
す
る
と
そ

れ
に
抗
す
る
対
者
は
、
話
の
前
半
の
不
満
が
ま
し
く
語
る
話
者
の
い
わ
ば
代
弁
者
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
は
賢
く
て
、

「
自
分
が
喩
え
に
な
る
と
は
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
」
な
ど
と
ナ
イ
ー
ヴ
な
対
応
は
と
ら
な
い
。
お
前
の
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言
う
こ
と
も
同
断
だ
、
と
ば
か
り
ピ
シ
ャ
リ
と
言
い
返
す
。「
そ
れ
だ
っ
て
喩
え
だ
ね
。
賭
け
て
も
い
い
」
と
。
賭

け
て
も
い
い
、
が
、
話
の
接
ぎ
穂
と
な
る
。
議
論
は
ど
う
転
じ
る
か
。
な
ぜ
か
賢
者
の
擁
護
者
は
、
あ
っ
さ
り
と

負
け
を
認
め
る
の
で
あ
る
。「
賭
け
は
君
の
勝
ち
だ
」。
す
る
と
今
度
は
、
抗
す
る
者
が
慌
て
る
そ
ぶ
り
も
み
せ
ず
、

溜
息
ま
じ
り
の
よ
う
に
こ
う
応
じ
る
。
「
残
念
な
が
ら
、
喩
え
の
な
か
で
勝
っ
た
だ
け
だ
」。
こ
う
言
わ
れ
る
と
賢

者
の
擁
護
者
は
、
俄
然
強
く
否
定
し
て
言
う
。
そ
う
で
は
な
い
、「
君
は
ほ
ん
と
う
に
賭
け
に
勝
っ
た
」
と
。
し
か

し
「
喩
え
の
な
か
で
は
負
け
て
い
る
」
と
付
け
加
え
る
こ
と
は
忘
れ
な
い
。 

わ
た
し
に
は
何
度
読
み
返
し
て
も
、
両
サ
イ
ド
の
並
行
（
断
絶
感
）
は
結
局
そ
の
ま
ま
だ
、
と
い
う
感
想
し
か

生
ま
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
れ
は
討
論
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
も
怪
し
い
、
と
思
う
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
、
素
晴
ら
し

く
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
後
半
部
に
は
最
初
か
ら
奇
妙
な
齟
𪘚
、
ズ
レ
の
侵
入
が
窺
わ
れ
る
。
人
物

が
、
ら
し
く
、
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ズ
レ
は
双
方
か
ら
ひ
ろ
が
り
、
じ
き
に
相
手
の
立
場
へ
の
理
解
さ
え
匂

わ
せ
、
舌
鋒
は
と
う
と
う
反
転
す
る
。
事
態
は
ネ
ジ
レ
か
か
っ
て
み
え
る
に
至
っ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
は
っ
き

り
し
て
い
る
と
は
、
そ
う
い
う
成
り
行
き
の
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
そ
れ
は
本
当
の
反
転
で
は
な
か
っ
た
。
溝
は

跨
ぎ
越
さ
れ
得
な
い
。
抗
す
る
者
の
発
す
る
「
喩
え
の
な
か
で
勝
っ
た
だ
け
だ
」
は
、
皮
肉
な
当
て
こ
す
り
と
も

取
れ
る
が
、
実
は
自
分
を
譲
り
、
偽
っ
た
、
借
り
物
の
コ
ト
バ
で
あ
る
。
賢
者
サ
イ
ド
が
言
う
よ
う
に
「
ほ
ん
と

う
に
」
つ
ま
り
現
実
に
、
彼
は
「
賭
け
」
に
勝
っ
て
い
る
。
そ
こ
を
押
さ
え
な
け
れ
ば
、
訳
の
わ
か
ら
な
い
話
な
の

だ
。
し
か
し
そ
ん
な
勝
利
で
は
事
態
は
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
。
賢
者
サ
イ
ド
も
「
喩
え
の
な
か
で
は
負
け
て
い
る
」

と
実
は
最
後
ま
で
譲
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
討
論
に
は
、
真
の
歩
み
寄
り
も
論
破
も
な
く
、
し
か
し
い
さ
さ
か

奇
妙
に
幻
惑
的
な
ネ
ジ
レ
の
気
分
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

さ
て
け
れ
ど
も
カ
フ
カ
が
こ
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
、
対
話
者
間
の
偽
り
の
相
互
浸
透
、
そ
の
幻
惑
的
な
気
配

の
描
出
を
別
に
し
て
、
こ
の
作
品
の
文
学
的
表
現
性
と
そ
の
価
値
が
他
の
ど
こ
に
見
つ
か
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
短

篇
を
書
い
た
カ
フ
カ
の
批
評
・
批
判
的
な

（
５
）

意
図
も
、
ま
さ
に
そ
の
辺
り
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
鴉
を
擬
し
て
カ

フ
カ
と
名
乗
っ
た
そ
の
人
物
は
、
皮
肉
な
内
容
の
読
み
物
を
書
い
て
た
だ
親
し
い
者
に
ひ
と
時
の
愉
し
み
を
振
舞

っ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
小
品
「
喩
え
に
つ
い
て
」
は
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
現
実
を
揺
さ
ぶ
り
ズ
ラ

し
て
見
せ
る
こ
と
で
、
一
種
の
批
評
的
距
離
を
導
き
、
そ
の
こ
と
で
彼
の
他
の
多
く
の
試
み
を
も
縮
約
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
彼
の
作
品
は
、
い
わ
ば<

あ
な
た
（
彼
方
）>

が
深
刻
な
意
味
で
封
じ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
（
に
も

か
か
わ
ら
ず
求
め
ず
に
い
ら
れ
な
い
絶
望
）
を
、
あ
る
い
は
超
え
出
る
こ
と
も
踏
み
と
ど
ま
る
こ
と
も
と
も
に
で

き
ず
延
々
と
宙
吊
り
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
、
救
い
の
道
へ
帰
依
し
た
者
と
し
て
で
は
な
く
、
ど
こ
か
市
井
の
執

拗
で
独
創
的
な
思
索
者
の
貌
を
み
せ
つ
つ
（
不
幸
な
彷
徨
者
と
い
う
見
方
も
あ
る
だ
ろ
う
）、
文
学
的
に
語
り
掛
け

て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
一
見
し
て
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
芝
不
器
男
と
か
け
離
れ
た
姿
勢
で
は
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
俳
句
と
い
う
器
に
お
い
て
彼
も
あ
の
よ
う
に
手
ず
か
ら
腐
心
を
重
ね
た<

思
索
者>

だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
彼
の
句
の<

透
明
さ>

、
多
重
す
る
経
験
の
諸
条
件
の
尋
常
で
な
い
込
み
入
り
方
が
そ
れ
を
証
立
て
て
い
る
。
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た
だ
し
「
あ
な
た
な
る
夜
雨
の
葛
の
あ
な
た
か
な
」、
こ
の
場
合
そ
の<

透
明
さ>

は
格
別
の
僥
倖
下
に
あ
る
よ
う
に

は
み
え
る
。「
夜
雨
の
葛
」
に
ズ
レ
て
、
い
と
お
し
い
故
郷
が
折
り
重
な
っ
て
の
ぞ
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
フ

キ
オ
は
総
じ
て
カ
フ
カ
よ
り
幸
福
そ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
は
絶
望
に
で
は
な
く
美
に
仕
え
る<

思
索
者>

だ
っ
た
か

ら
だ
ろ
う
か
。 

で
は
そ
の<

思
考>
の
実
際
に
目
を
向
け
よ
う
。
不
器
男
の
句
を
愛
好
す
る
読
者
の
誰
も
が
知
っ
て
い
る
、
映
像

的
だ
と
い
う
或
る
感
触
が
あ
る
。
有
名
句
か
ら
揚
げ
れ
ば
次
の
よ
う
な
作
品
に
な
る
か
。 

 

寒
鴉
己
が
影
の
上
に
お
り
立
ち
ぬ 

人
入
つ
て
門
の
こ
り
た
る
暮
春
か
な 

永
き
日
の
に
は
と
り
柵
を
越
え
に
け
り 

麦
車
馬
に
お
く
れ
て
動
き
出
づ 

 

運
動
が
一
定
時
見
守
ら
れ
て
知
覚
的
把
握
が
決
着
を
つ
け
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
伝
え
る
写
生
的
感
興
に
と
ど
ま

ら
ず
、
季
題
を
諷
詠
し
て
情
緒
情
意
が
ど
う
句
格
を
整
え
て
い
る
か
、
そ
こ
ま
で
も
読
者
は
感
じ
取
る
。
だ
が
、

そ
れ
ら
と
は
別
に
そ
こ
に
或
る
映
像
的
な
（
い
っ
そ
映
像
論
的
と
言
い
た
い
、
映
像
性
自
体
も
気
に
掛
け
て
い
る
）

触
知
が
伴
っ
て
い
て
、
そ
の
つ
る
っ
と
し
た
不
思
議
な
見
え
方
の
こ
と
を
読
者
は
久
し
く
自
問
し
て
き
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の<

映
像
性>

は
、
例
え
ば
山
口
誓
子
の
「
夏
草
に
汽
罐
車
の
車
輪
来
て
止
る
」
（
昭
和
八
年
）

と
か
三
橋
敏
雄
の
「
そ
ら
を
撃
ち
野
砲
砲
身
あ
と
ず
さ
る
」（
昭
和
十
三
年
）
ま
た
は
「
新
聞
紙
す
つ
く
と
立
ち
て

飛
ぶ
場
末
」「
倒
れ
る
ま
で
タ
イ
ヤ
転
が
る
寒
い
空
港
」
な
ど
を
思
い
合
わ
せ
る
だ
け
で
、
不
器
男
だ
け
の
も
の
で

な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
例
え
ば
交
通
移
動
時
の
間
暇
に
わ
が
身
を
あ
ず
け
、
車
窓
か
ら
の
眺
め
を
見
送
る
よ

う
な
経
験
が
、
誰
に
と
っ
て
も
す
で
に
時
間
や
空
間
等
、
生
活
の
諸
条
件
へ
の
関
心
を
新
た
に
さ
せ
て
い
る
。
不

器
男
に
も
実
際
汽
車
や
船
や
機
械
の
現
れ
る
句
は
幾
ら
も
あ
る
。
で
は
い
っ
た
い
映
像
と
は
何
の
謂
い
な
の
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
何
も
の
か
の
反
復
可
能
な
表
層
性
と
し
て
、
時
間
や
空
間
の
意
識
に
絶
え
ず
ズ
レ
を
も
た
ら
す
も

の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
現
実<

批
判>

に
と
っ
て
切
実
な
契
機
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

小
林
秀
雄
の
「
無
常
と
い
う
事
」
に
は
「…

飴
の
よ
う
に
延
び
た
時
間
と
い
う
蒼
ざ
め
た
思
想
（
ぼ
く
に
は
そ

れ
は
現
代
に
お
け
る
最
大
の
妄
想
と
思
わ
れ
る
が
）
か
ら
逃
れ
る
唯
一
の
本
当
に
有
効
な
や
り
方
」
と
い
う
表
現

が
あ
る
。

（
６
）

中
学
生
の
と
き
国
語
の
教
科
書
で
接
し
て
、
水
飴
な
ら
た
し
か
に
延
び
る
が
、
な
ん
の
こ
と
だ
か
さ
っ

ぱ
り
自
分
に
は
わ
か
ら
な
い
、
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
或
る
と
き
か
ら
小
林
に
は
写
生
の
眼
が
欠
け
て

い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
さ
え
抱
い
て
い
る
。
け
れ
ど
、
彼
の
い
わ
ば
心
眼
の
曇
り
の
無
さ
か
ら
く
る

よ
う
な
、
率
直
な
筆
勢
の
下
、
何
度
か
胸
の
す
く
よ
う
な
思
い
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。「
無
常
と
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い
う
事
」
で
、「
唯
一
の
本
当
に
有
効
な
や
り
方
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
上
手
に
思
い
出
す
こ
と
」
だ
っ
た
。

小
林
は
そ
こ
で
兼
好
の
愛
読
し
た
一
言
放
談
抄
の
一
節
を
な
ま
な
ま
し
く
思
い
出
し
た
自
分
に
ひ
ど
く
驚
い
て
い

る
。「
い
つ
わ
り
て
か
ん
な
ぎ
の
ま
ね
し
た
る
な
ま
女
房
の…

」
と
い
う
短
文
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
「
当
時
の
絵

巻
き
物
の
残
欠
で
も
見
る
よ
う
な
ふ
う
に
心
に
浮
か
び
、
文
の
節
々
が
、
ま
る
で
古
び
た
絵
の
細
勁
な
描
線
を
辿

る
よ
う
に
心
に
滲
み
わ
た
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
思
え
ば
芝
不
器
男
の
「
あ
な
た
な
る
」
の
句
を
有
名
句
に
し

た
の
も
、
虚
子
の
、
絵
巻
物
の
よ
う
に…

、
と
い
う
名
鑑
賞
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
問
題
は
、「
飴
の
よ
う
に
延

び
た
時
間
」
に
文
学
・
文
芸
が
ど
う
対
抗
す
る
か
、
で
あ
る
。「
飴
の
よ
う
に
延
び
た
時
間
」
下
、
こ
の
現
実
世
界

を
特
徴
付
け
て
い
る
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
時
間
・
空
間
・
身
体
等
に
お
け
る
と
め
ど
な
い
多
重
的
関
与
、

世
界
が
透
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
ら
ば
虚
構
的
に
そ
れ
を<

う
つ
し>

と
る
こ
と
で
、
表
現
自
体

も
、
或
る
種
の
透
明
性
を
纏
っ
て
、
前
景
化
す
る
多
重
性
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら

く
現
代
俳
句
の<

映
像
性>

も
、
こ
の
近
代
的
平
準
化
の
本
質
か
ら
結
果
す
る
多
重
化
へ
の
、
表
現
者
的
対
応
の
成

果
と
言
え
な
い
か
。 

 

具
体
的
に
見
渡
す
こ
と
も
し
て
お
こ
う
。
芝
不
器
男
の
作
品
と
し
て
わ
た
し
が
愛
読
し
て
い
る
の
は
、
初
案
や

推
敲
下
の
句
な
ど
を
除
い
て
そ
の
数
わ
ず
か
三
百
句
余
り
の
も
の
で
あ
る
。

（
７
）

そ
の
中
で
、
時
間
と
い
う
特
性
を
そ

れ
な
り
に
前
景
化
し
た
句
は
、
例
え
ば
「
汽
車
見
え
て
や
が
て
失
せ
た
る
田
打
ち
か
な
」「
下
萌
の
い
た
く
踏
ま
れ

て
御
開
帳
」
「
座
礁
船
そ
の
ま
ゝ
暁
け
ぬ
蜜
柑
山
」
「
白
藤
や
揺
り
や
み
し
か
ば
う
す
み
ど
り
」
な
ど
そ
の
数
は
な

ん
と
わ
た
し
の
計
算
で
は
優
に
五
十
な
い
し
六
十
句
に
も
の
ぼ
る
。
ま
た
空
間
的
感
興
を
呼
ぶ
も
の
、
正
面
平
面

性
の
強
調
、
絵
画
と
の
類
同
の
前
景
化
も
「
栗
山
の
空
谿
ふ
か
き
と
こ
ろ
か
な
」「
村
の
灯
の
ま
う
へ
山
あ
る
蛙
か

な
」「
夕
釣
や
蛇
の
ひ
き
ゆ
く
水
脈
あ
か
り
」「
日
昃
る
や
ね
む
る
山
よ
り
街
道
へ
」
等
々
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
。

ま
た
身
体
自
体
の
表
情
や
身
体
的
に
感
受
さ
れ
る
感
覚
の
特
性
に
目
を
向
け
た
も
の
、「
繭
玉
に
寝
が
て
の
腕
あ
げ

に
け
り
」「
梅
雨
霽ば

れ
の
足
あ
お
あ
お
と
藪
を
行
く
」（
大
胆
な
強
調
と
も
取
れ
る
）「
沈
む
日
の
た
ま
ゆ
ら
青
し
落

穂
狩
」（
タ
イ
ミ
ン
グ
の
妙
と
も
取
れ
る
）
も
印
象
的
だ
。
ま
た
存
在
や
不
在
を
語
っ
て
み
せ
た
「
松
過
や
織
か
け

機
の
左
右
に
風
」（
織
り
機
に
掛
る
も
の
の
存
在
が
見
え
な
い
風
の
存
在
を
知
ら
せ
る
）
「
南
風
や
生
れ
つ
失
せ
つ

蟻
の
城
」
「
向
日
葵
の
蕊
を
見
る
と
き
海
消
え
し
」
「
夜
長
さ
を
衝
き
あ
た
り
消
え
し
婢
か
な
」
な
ど
、
執
拗
に
試

み
ら
れ
て
い
る
。
擬
人
法
の
哲
学
的
深
度
を
秘
め
た
実
験
「
畑
打
に
沼
の
浮
洲
の
あ
そ
ぶ
な
り
」「
山
焼
く
や
ひ
そ

め
き
い
で
し
傍
の
山
」
も
あ
れ
ば
、
音
に
敏
感
に
反
応
し
た
「
薪
積
み
し
あ
と
の
ひ
そ
音
や
秋
日
和
」（
こ
れ
も
時

間
の
句
だ
）
「
大
年
や
お
の
づ
か
ら
な
る
梁
響
」
「
井
に
と
ゞ
く
釣
瓶
の
音
や
夏
木
立
」
も
忘
れ
が
た
い
。
ま
た
そ

う
か
と
思
え
ば
「
山
川
の
砂
焦
が
し
た
る
ど
ん
ど
か
な
」「
ま
な
が
ひ
に
青
空
落
つ
る
茅
花
か
な
」
な
ど
大
胆
な
修

辞
を
試
す
こ
と
も
不
器
男
は
辞
さ
な
い
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
稀
有
の
集
中
度
を
も
っ
て
、<

思
索
的>

に
、
あ

る
い
は
実
験
に
没
頭
す
る
者
の
貌
を
持
っ
て
、
芝
不
器
男
は<

映
像
化>

に
腐
心
し
打
ち
込
ん
で
い
た
。
つ
ま
り
諸
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特
性
の
世
界
構
成
的
な
水
準
で
課
せ
ら
れ
る
諸
条
件
性
を
、
虚
構
的
に<

転
用
し>

再
構
成
し
て
得
ら
れ
る
俳
句
世

界
の
形
象
化
へ
と
、
身
を
投
じ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
見
る
べ
き
は
、
作
品
が
今
揚
げ
た
例

か
ら
も
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、
す
で
に
句
の
表
層
に
お
い
て
、
互
い
の
「
特
性
」
の
重
な
り
を
濃
厚
に
反
映
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
厳
格
で
放
恣
に
流
れ
な
い
不
器
男
の
ス
タ
イ
ル
に
し
て
、
重
な
る
こ
と
は
実
に
は
げ

し
く
込
み
入
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
ま
た
、
そ
の
俳
句
空
間
に
お
い
て<

哲
学
的>

達
成
の
成
否
を
分
け
る
、
そ
の
よ
う
な
透
明
性
が
、
つ
ま
り
重
な
り
が
、
ど
う
実
現
さ
れ
て
い
る
か
、
再
三
目
を

凝
ら
す
必
要
も
あ
る
。 

で
は
最
後
に
重
な
り
そ
れ
自
体
を
今
一
度
焦
点
化
し
て
み
よ
う
。
音
の
重
な
り
の
妙
を
不
器
男
は
好
ん
だ
。「
ふ

る
さ
と
を
去
ぬ
日
来
向
か
う
芙
蓉
か
な
」
の
フ
音
ウ
音
、「
山
霧
や
黄は

土に

と
匂
ひ
て
花
あ
や
め
」
の
ハ
音
ニ
音
、「
み

じ
ろ
ぎ
に
き
し
む
木
椅
子
や
秋
日
和
」
の
キ
音
。
内
容
上
の
重
な
り
も
と
め
ど
な
い
。
例
え
ば
「
に
ご
り
江
を
鎖

す
水
泡
や
雲
の
峰
」
（
水
の
二
態
）
「
蛇
の
衣
吹
き
ひ
る
が
へ
り
道
辺
草
」
（
脱
け
殻
と
本
体
・
時
間
の
経
過
）
「
蝉

時
雨
つ
く
つ
く
法
師
き
こ
え
そ
め
ぬ
」
（
幾
種
も
の
蝉
の
声
の
重
な
り
・
時
間
の
経
過
）
「
櫟
よ
り
櫟
に
落
つ
る
椿

か
な
」（
文
字
通
り
）。
い
や
次
の
よ
う
な
さ
り
げ
な
さ
に
注
意
す
べ
き
か
。 

 

卒
業
の
兄
と
来
て
ゐ
る
堤
か
な 

 
 
 

 

別
れ
の
儀
式
性
の
重
な
り
。
学
校
の
「
卒
業
」（
式
）
と
内
輪
で
執
り
行
わ
れ
て
い
る
当
人
た
ち
も
意
識
し
て
い

な
い
そ
れ
。
ま
た
堤
は
過
剰
な
水
を
遮
り
と
ど
め
る
。
決
壊
せ
ず
に
堪
え
ら
れ
て
い
る
流
体
、
涙
と
の
重
な
り
も

あ
る
。
三
つ
目
。「
兄
」
は
新
生
活
を
見
て
い
る
。
弟
（
不
器
男
）
は
、
そ
ん
な
兄
の
不
安
と
期
待
に
感
応
す
る
よ

う
に
眩
し
く
兄
を
見
て
い
る
。
だ
か
ら
見
て
い
る
の
が
見
ら
れ
て
い
る
。
四
つ
目
。
堤
は
、
包
み
、
と
重
な
る
。
す

べ
て
を
包
み
く
る
む
も
の
と
は
感
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
れ
に
お
い
て
冷
静
さ
と
反
り
が
合
わ
ず
考
え
る
意
欲
な

ど
押
し
流
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
み
て
き
た
よ
う
に
不
器
男
の
作
品
で
は
そ
れ
は
あ
て
は
ま
ら
な
い

の
で
あ
る
。 

本
稿
は
「
あ
な
た
」
が
重
な
る
句
に
注
目
し
た
か
ら
、
最
後
は
こ
れ
を
読
ん
で
、
ひ
と
ま
ず
終
え
よ
う
。
実
質

四
年
ほ
ど
の
創
作
活
動
の
終
盤
、
入
院
し
て
い
る
病
棟
で
読
ま
れ
た
句
だ
と
い
う
。 

 

か
の
窓
の
か
の
夜
長
星
ひ
か
り
い
づ 

 

夭
折
と
い
う
言
葉
を
不
器
男
に
使
い
そ
う
に
な
る
と
き
、
勘
違
い
し
な
い
よ
う
に
、
と
身
震
い
す
る
感
じ
が
あ

る
。「
飴
の
よ
う
に
延
び
た
時
間
」
に
見
事
に
拮
抗
し
た
作
家
で
あ
る
。
人
生
の
時
間
の
希
薄
さ
、
真
の
短
さ
に
慄

然
と
す
べ
き
は
、
彼
で
は
な
く
現
在
に
あ
る
わ
た
し
の
ほ
う
で
は
な
い
か
、
と
、
で
あ
る
。 
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註 

（
１
）
堀
内
統
義
『
峡 か

い

の
ま
れ
び
と 

夭
折
俳
人
芝
不
器
男
の
世
界
』
邑
書
林 

１
２
１
頁 

（
２
）
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
の
「
リ
ゾ
ー
ム
」
は
「
器
官
な
き
身
体
」
を
線
上
の
運
動
態
と
し
て
、
典
型
的
に
は
本
や
地
図
に
、
ま

た
植
物
や
動
物
に
投
影
し
て
も
モ
デ
ル
化
可
能
で
あ
る
（
水
路
に
も
熱
心
に
投
影
さ
れ
る
）。
だ
か
ら
そ
れ
は
樹
木
、
根
、
側
根
と

も
区
別
さ
れ
、
む
し
ろ
「
氾
濫
す
る
」「
草
」
な
の
で
あ
り
、
見
る
べ
き
は
「
茨
」
の
振
舞
い
で
あ
っ
た
り
「
蟻
の
隊
列
」(

蟻
を
も

っ
て
動
物
的
リ
ゾ
ー
ム
が
記
述
さ
れ
て
い
る)

だ
っ
た
り
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は
「
樹
木
の
超
越
的
シ
ス
テ
ム
」、「
西
欧
の

現
実
と
西
欧
の
全
思
考
を
支
配
し
て
き
た
」
も
の
へ
の
否
認
で
あ
る
。
こ
う
い
う
哲
学
は
俳
人
に
は
必
ず
し
も
難
解
で
は
な
い
と

わ
た
し
は
思
う
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
は
、「
リ
ゾ
ー
ム
」
と
い
う
思
考
モ
デ
ル
が
文
学
を
「
引
き
合
い
に
出
し
す
ぎ
る
」
と
い

う
非
難
に
反
論
し
て
い
る
。
彼
ら
が
恃
み
に
す
る
文
学
者
の
一
人
は
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
で
あ
る
。『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
宇
野
邦
一

他
訳 

河
出
書
房
新
社 

「
序
」
参
照
。 

（
３
）
そ
の
使
用
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
学
生
に
諌
め
た
。
Ｋ
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
伝
え
る
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ド
イ
ツ
が
第
一
次
大
戦

後
す
さ
ま
じ
い
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
を
経
験
し
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
現
象
学
的
記
述
は
俳

句
の
写
生
と
通
底
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
若
い
頃
来
る
日
も
来
る
日
も
フ
ッ
セ
リ
ア
ー
ナ
を
読
ん
で
過
ご
し
た
こ
と
が
あ
る
。
哲

学
者
は
哲
学
の
見
果
て
ぬ
夢
を
抱
い
て
い
た
が
、
し
て
い
る
仕
事
は
来
る
日
も
来
る
日
も
ル
ー
ペ
で
昆
虫
の
微
細
な
肢
体
を
覗
き

こ
ん
で
飽
く
こ
と
な
く
記
述
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
落
語
に
出
て
来
る
釣
り
人
を
見
守
る
通
行
人
に
似
て
い
た
。 

（
４
）『
カ
フ
カ
短
編
集
』
岩
波
文
庫 

池
内
紀
訳
を
引
用
。 

（
５
）
批
判
の
原
義
は
カ
ン
ト
に
あ
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』「
超
越
論
的
弁
証
論
」
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
は
こ
う
し
た
対
論
の
嚆
矢
と

言
え
る
。
カ
フ
カ
の
当
該
テ
キ
ス
ト
を
そ
れ
と
の
類
同
性
に
お
い
て
と
ら
え
返
す
と
、
喩
え
の
擁
護
者
は
こ
こ
で
、
理
念
の
構
成
的

使
用
を
唆
す
者
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
は
賢
者
の
面
目
を
保
て
な
い
、
と
す
る
の
が
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
と
言
え
る
だ
ろ

う
。 

（
６
）
小
林
秀
雄
『
無
常
と
い
う
事
』
角
川
文
庫
を
参
照
。 

（
７
）
飴
山
實
編
・
著
『
芝
不
器
男
』
蝸
牛
社 

お
よ
び
村
上
鞆
彦
『
芝
不
器
男
の
百
句
』
ふ
ら
ん
す
堂
を
参
照
し
た
。 

 


