
は
じ
め
に

「

夢
」

の

終
わ
り
を
回
避
す
る
方
法

ー
佐
藤
春
夫
「
美
し
き
町」

「

夢
」

か

ら
の

目

覚
め
は
、

と
き
に
ひ
ど
い

喪
失
感
を
も

た
ら
す
。

そ
の

喪
失
感
か

ら
逃
れ
る
た
め
、
「
夢
」

の

終
わ
り

を
拒
も
う
と
す
る
と
き
、

ど
の

よ

う
な
方
法
が

採
ら
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

佐
藤
春
夫
「
美
し

き
町
」
（
『
美
し

き
町
』

所
収
、

天
佑
社、

一

九
二

O
)
（
1)
で
は
、

語
り
手
「
私
」

に
よ
っ

て
、

副
題
で

も
示
さ
れ
る
「
画

家
E

氏
が

私
に

語
っ

た

話
」

が
、

「
愚

作
」

「
未
定

稿
」

と
さ
れ
な
が

ら
も
披
露
さ
れ
る
。

テ
ク
ス

ト
に

お
い
て
「
私
」

が

聞
い

た
E

氏
の
「

話
」

は
、

次
の
よ

う
な
も

の
で
あ
る
。

明
治
の

末
年
頃
、

当
時
は

駆
け
出
し
の

画
家
と
し
て
「
ひ

ど
く

貧
乏
し
て
ゐ
た
」

E
氏
の

前
に
、

中
学
時
代
に
ア
メ
リ

カ
ヘ

渡
っ

た
旧
友
川
崎
（
テ
オ
ド
ル
・

ブ
レ
ン

タ
ノ
）

か

ら

手
紙
が

届
く
。

川
崎
と
再
会
し
た
E

氏
は
、
「
或
る
不
思
議
な
、

さ
う
し
て

最
も
愉
快
な
企
て
」

へ

の

協
力
を
要
請
さ
れ
た
。

全
財
産
を
も
っ

て

東
京
市
中
に
「
―

つ
の

美
し
い

街
」

を
建

設
し
よ

う
と
す
る
川
崎
の
「
企
て
」

に
「
有
頂
天
に
な
っ

た
」

E

氏
は
、

川
崎
か

ら
の

要
請
を

快
諾
す
る
。

こ

う
し
て

動
き

だ
し
た
「
企
て
」

は
、

さ
ら
に
建

築
技
師
T

老
人
を

雇
い

入

れ
る
こ

と
で
、

大
正
三

年
の

夏
の

終
わ
り
に
は
、

土
地
の

購

入
、

設
計
の

目
処
が
立
っ

た
。

と
こ

ろ
が
、

こ
の

と
き
に
な

っ

て

川
崎
は
、

初
め

か
ら
「
企
て
」

を

実
現
さ
せ
る
ほ
ど
の

論
|
|＇

構

大

樹
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金
銭
を
持
つ

て
い

な
か
っ

た
こ

と
を
打
ち

明
け
、

大

慌
て
で

日
本
を
去
っ

て
し
ま

う
。

取
り
残
さ
れ
る
形
と
な
っ

た
E

氏

と
T
老
人
で
あ
っ

た
が
、

二

人
の

交
流
は
そ
の

後
も
続
き
、

今
ま
さ
に
「
正
し

く
「

美
し

き
町
」

の
一

軒
で
あ
る
E

氏
の

家
庭
」

が
、

現
実
の

も
の
と
な
ろ

う
と
し
て
い

る
。

従
来
、
「
美
し

き
町
」

の

研
究
に
お
い

て
は
、

川
崎
の
「
企

て
」

を
ユ

ー
ト
ピ

ア

建

設
靡
と
捉
え
る
こ
と
で
、

そ
の

由
来

探
し
に

関
心
が

傾
斜
し
て

き
た
。

川
崎
が

愛
読
し
て
い

た

ウ

ィ

リ
ア
ム
・

モ

リ
ス
『
ユ

ー
ト
ピ

ア
だ
よ
り
』
（
テ
ク
ス

ト
内

で
は
「
何
処
に

も
な
い

処
か
ら
の

便
り
」
）

と
の

比

較
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、

エ

ド
ガ
ー
・

ア

ラ
ン
・

ポ
ー
『
ア
ル
ン
ハ

イ
ム

の

地

所
』

か
ら
の

影
響
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
(

2
)。

ま
た
西

村

伊
作
の

芸
術
生

活
村
構
想
や
、

武
者
小
路
実
篤
の

「

美
し

き

村
」

計
画
と
の

同
時
代
性
も
考
察
さ
れ
て
い

る
(

3
)。

し
か
し
「

美
し

き
町
」

は
、

ユ

ー
ト
ピ

ア

建
設
謂
に

収
束

す
る
ば
か
り
の

テ
ク
ス

ト
で
は
な
い
。

と
い

う
の

も
、

ひ
と

た
び
「
画

家
E

氏
が

私
に
語
っ

た

話
」

と
し
て

括
ら
れ
た

部

分
の

外
枠
に

着
目
す
る
と
、
「
筆
者
」

を
自
称
す
る
「
私
」

に

関
す
る
問
題
が
浮
上
し
て

く
る
。

海
老

原
由

香
が

述
べ

る
と
お
り
、

本
来
の
E

氏
の

「
話
」

は
、
「
画

家
E

氏
が

真
の

芸
術
家
へ

と

成
長
し
て
い

く
謂
わ
ば

「
修
業
時
代
」
の

物
語
」
と

解
さ
れ
る
(
4)。
だ
が
、

そ
の
「
話
」

は
、
「
私
」
が

語
る
の
を
「
ひ
ど
く
つ

ま
ら
な
く
な
っ

て
来
た
」

て
、

何
ら
か
の

制
約
が

働
い

て
い

る
こ
と
を
仄
め
か
し
て
い

る
。

岡
田
論
は
、

テ
ク
ス

ト
末
尾
で
示
さ
れ
る
「
私
」

の
、

不

自
然
な
た
ど
た
ど
し
さ
を
説
明
し
尽

く
す
に
は
不
十
分
と

言

わ
ざ
る
を

得
な
い
。

よ
ど
み
な
く
記
述
さ
れ
る

川
崎
の

「
企
て
」

に
対
し
て
、

た
ど
た
ど
し

く
記
述
さ
れ
る

後
日

談
は
、

テ
ク
ス

ト
に
お
い

て

異
質
な
も
の
と
し
て

際
立
っ

て
い

る
。

ま
た
「
私
」

の

執

筆
に
「
二

十
前
後
の

世
間
知
ら
ず
の
二

少

年
と
、

六

十
五
に

な
っ

て
未
だ
夢
想
す
る
こ
と
の

出
来
る
老

人
と
の

話
」

を
語

る
と
い

う
方
向
性
が

あ
る
と
し
て

も
、

子
ど

も
向
け
読
み
物

へ

の

変
換
に

際
し
て

稲
垣

足
穂
が

削

除
し

た
よ

う
に
(

6
)、

「
つ

ま
ら
な
く
な
っ

て
来
た
」

や
「
愚

作
」

と
い
っ

た
言
辞

で
、

E
氏
と
T
老
人
の

念
願
叶
っ

た
「

美
し
い

街
」

の

実
現

と
い

う
結
末
に
、

水
を
差
す
必
要
は
な
い

は
ず
だ
。

「
美
し
き
町
」

は
、
「
私
」

が

語
る
プ
ロ
ロ

ー
グ
と
エ

ピ
ロ

ー
グ
の

間
に
、
「
画
家
E
氏
が

私
に
語
っ

た
話
」

が
挟
み
こ

ま

れ
た

入
れ
子
構
造
の

テ
ク
ス

ト
で
あ
る
。

こ
の

構
造
が

採
ら

れ
る
こ
と
で
、
「
美
し
き
町
」

に
は
、

E
氏
の

「
話
」

を
受
け

て
「
私
」

が

語
り

直
し
た

物
語
の

下
に
、

ユ

ー
ト
ピ

ア
の

建

設
を
め

ぐ
る

物
語
と
、

E

氏
の

成
長
物
語
が

織
り
込
ま
れ
て

い

る
。

そ
れ
で
は
「
私
」

は
、

ど
の

よ

う
な
狙
い
の

も
と
で

語

り

直
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

こ

れ
ま
で

看
過
さ
れ
て

き
た

末

尾
の

た
ど
た
ど
し
さ
を

意
味
づ

け
る
と
、

テ
ク
ス

ト
は
新
た

た
め
に
、

テ
ク
ス

ト
の

大

部
分
が
E

氏
の

川
崎
と

過
ご
し
た

三

年
間
の

物
語
が

占
め
る
結
果
と
な
っ

た
。

つ

ま
り
、

川

崎

の

「
企
て
」

を

中
心

化
す
る
ユ

ー
ト
ピ

ア

建

設
靡
と
い

う
捉

え
方
は
、
「
私
」

に
よ
る
語
り

直
し
か

ら
前
景
化
し
た
物
語
へ

の

着
目
か

ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。

こ
の

点
を
重
視
す
る
と

き
、

な
ぜ
「
私
」

は
「
芸
術
上
の

同
感
」

か

ら

書
き
始
め
ら
れ
た
E

氏
の

「
話
」

を
「
愚

作
」
「
未
定
稿
」

と
し
て

著
し
た
の

か
、

と
い

う
問
い
が
生
起
す
る
。

無
論
、
「
筆
者
」

と
し
て
の
「
私
」

に

着
目
す
る
研
究
が

な

い

わ
け
で
は
な
い
。
「
私
」

を
「
E

氏
ら
の
正

当
な
理

解
者
と

い

う
よ
り
も
、

自
己
の

嗜
好
を
あ
ら
わ
に
し
E

氏
か

ら

離
反

す
る
」

人
物
と

読
む
岡
田
浩
行
は
、

彼
が
E
氏
の
「
話
」

を

語

る
の
を
「
〈
愚
作
〉

と
し
て

放
棄
」

す
る
の

は
、

執
筆
を
進
め

る
な
か
で
、

E

氏
に

「

現
実
的
な

社
会
性
と
芸
術
性
」

の

観

点
か

ら
過
去
の

自
分
を
自
己

批
判
す
る
目
的
が

あ
る
こ

と
に

気
づ
い

た
た
め
、

と

指
摘
し
て
い

る
(

5
)。

こ
の

指
摘
で
は
、

芸
術
家
と
し
て

成
熟
し
た

現
在
の
E

氏
に

対
す
る
、

未
熟
な

「
私
」

の

無
理

解
と
い

う

解
釈
が

前
提
と
な
っ

て
い

る
。

だ

が
、

テ
ク
ス

ト
に
お
い

て
「
私
」

は
、
「
何
か
の
か

げ
ん
で
あ

と
を
つ
ゞ

け
て

見
た
い

や

う
な
気
持
ち
に
で

も
な
っ

た
ら
」
、

あ
る
い

は
「
ち
よ
っ

と
一

口
に
は

言
へ

な
い
」

と
、

「
愚

作
」

「
未
定
稿
」

の

理
由
と
な
る
、
「
T
老
人
の

話
」

と
呼
ば
れ
る

川
崎
の

出
奔
以
後
の

後
日

談
を
断
片
的
に

記
す
こ

と
に
つ
い

な
側
面
を
見
せ
る
可
能
性
が

あ
る
。

そ
こ
で

本
稿
で
は
、

こ

の

テ
ク
ス

ト
が
「
愚
作
」
「
未
定
稿
」

と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ

た
こ
と
に

着
目
す
る
こ
と
で
、

新
た
な

解
釈
の

提

示
を
目
指
し
て
み
た
い
。

終
わ
り
が
迫
る
「
夢
」

検
討
に
あ
た
っ

て
、

ま
ず
は
E

氏
が
「
私
」

に
「
話
」

を
聞

か
せ
た
理
由
が
、

テ
ク
ス

ト
で
ど
の

よ

う
に
示
さ
れ
て
い

る

の

か
に
つ
い

て

確
認
し
て
お
く
。

そ
も
そ
も
E

氏
は
「
私
」

に
「
話
」

を
語
っ

た
と

き
、
「
企
て
」

に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ

た
「
神
経
衰
弱
」

に
も
似
た
「
ド
リ
イ
ミ
イ
な
気
持
ち
」

か

ら

脱
し
た

存
在
と
し
て
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。

E

氏
が

川
崎
に

協
力
し
た
三

年
間
は
、
「

幸
福
」

な
「
夢
の

な
か
の

光
景
」

と
し
て

描
か
れ
て
い

る
。

川
崎
の
「
企
て
」

と

は
、

山
中
千
春
が

詳
述
し
た
よ

う
に
、
「
具
体
的
な
建

設
や
実

現
」

と
い

う
よ
り
、

「
日

常
レ
ベ

ル

で
の

「

疑
問
」
「
あ
こ
が

れ
」

に
よ
る
「
傑
作
の

メ
ル
ヘ

ン
」

の

よ

う
な
イ
メ
ー
ジ
の

形
成
が

先
行
」

す
る
も
の
で
あ
っ

た
(

7
)。

川
崎
が

語
っ

た
「
何

等
の

成
心

も
な
し
に

物
事
を
よ

く
考
へ
、

よ

く
感
ず
る
こ
と

の

出
来
る

尊
い

人
間
た
ち
」

の

「

柔
ら
か

な
心
の

な
か
へ

深

＜
泌
み
入
っ

て
、

終
生
わ

す
れ
る
こ
と
の

出
来
な
い

印
象
を

与
へ

る
こ
と
が
で

き
て
、

初
め
て

「

美
し
い
」

と
い

え
る
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街」
の
建
設
地
を
探
す
経
験
が

ち
に
崩
壊
し
た
と
は
ど
う
も
未
だ
信
じ
ら
れ
な」
い、
「
私
に

は
「
美
し
い
町」
の
こ
と
ば
か
り
が
思
わ
れ
た」
と
い
う。
テ

ク
ス
ト
に
は、

そ
の
状
態
が
い
つ
ま
で
続
い
た
の
か
明
示
さ

れ
て
い
な
い。

加
え
て、
T
老
人
と
の
交
流
の
継
続
は、

彼

が
「
い
つ
も
老
人
相
応
の
く
ど
さ
で
「
美
し
い
町」
の
こ
と

を
言
ひ
出
す」
こ
と
で、
E
氏
に
お
け
る
「
街」
へ
の
憧
憬
を

活
性
化
し
続
け
た
こ
と
も
推
測
で
き
る。

け
れ
ど
も、
「
企
て」
を
追
い
求
め
る
と
い
う
「
夢」
が、

金
銭
の
支
持
な
く
し
て
は
立
ち
行
か
な
い
こ
と
は、

テ
ク
ス

ト
に
お
い
て
は
T
老
人
の
「
幸
福」
が
家
族
の
理
解
と、

長

男
か
ら
の
援
助
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
う
真
相
の

提
示
に
よ
っ
て、

逆
説
的
に
暗
示
さ
れ
て
い
る。
し
た
が
っ

て
「
話」
を
す
る
E
氏
の
現
在
は、
川
崎
が
い
た
頃
と
違
い、

「
幸
福」

な
「
夢
の
な
か
の
光
景」

に
参
入
す
る
た
め
に
不

可
欠
な、

何
の
制
約
も
な
い
没
入
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
と

言
っ
て
よ
い。

そ
し
て
何
よ
り、
「
夢」
を
支
え
る
「
題
目」
11
「
企
て」

は、

E
氏
が
可
能
な
範
囲
で
現
実
の
も
の
と
な
ろ
う
と
し
て

い
る。
「
題
目」
の
達
成
は、
そ
れ
以
上
「
追
ひ
ま
は
す」
こ

と
の
理
由
を
縮
減
さ
せ
る
だ
ろ
う。
こ
れ
ら
の
点
か
ら、
E

氏
の
現
在
は、

夢」
の
終
わ
り
が
目
前
に
迫
っ
た
状
態
と
定

位
で
き
る。

E
氏
は、

「
無
か
っ
た
な

「
街」
の
イ
メ
ー
ジ
に
「
捕
へ

ら
れ
た
E
氏
は、
「
企
て」

に
対
す
る
疑
問
を
抱
く
こ
と
な
く、
「
一
心」
に
そ
の
完
成
を

追
い
求
め
る。
テ
ク
ス
ト
で
は、

何
の
制
約
も
な
く
ひ
と
つ

の
「
題
目」
を
ひ
た
す
ら
「
追
ひ
ま
は
す」
と
い
う
「
夢」
に

ひ
た
っ
て
い
ら
れ
た
T
老
人
が、
「
幸
福」
と
評
さ
れ
て
い
る。

川
崎
の
「
企
て」
に、
「
一
心」
に
協
力
し
た
一
人
で
あ
る
と

こ
ろ
の
E
氏
も、
ま
さ
し
く
「
夢」
の
な
か
に
い
た
「
幸
福」

な
人
物
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る。

た
だ
し、
E
氏
が
「
企
て」
に
没
入
で
き
た
の
は、

彼
が

「
文
学
者
や
美
術
家
な
ど
に
も
何
等
か
の
方
法
で
そ
の
道
の

修
道
院
が
あ
っ
た
ら
ば
よ
か
ろ
う
に」
と、
「
企
て」
と
部
分

的
に
重
な
り
合
う、

美
に
奉
仕
す
る
た
め
の
排
他
的
な
共
同

体
の
出
現
を
待
ち
望
ん
で
い
た
た
め
だ
け
に
起
因
し
な
い。

も
ち
ろ
ん、

川
崎
と
「
夢
見
る
人
の
パ
ッ
シ
ョ
ン」

を
共
有

で
き
た
た
め
だ
け
で
も
な
い。

次
に
引
用
す
る、

川
崎
の
言

い
訳
め
い
た
口
上
を
踏
ま
え
る
と、

彼
の
持
つ
金
銭
を

用

し
た
た
め
で
も
あ
っ
た
と

え
ら
れ
る。

私
の
気
の

に
思
ふ
の
は

が
た
二
人
だ。

そ
れ
〔
II

「
美
し
い
街」〕
の
設
計
の
記
録
を
私
の
作
品
の
な
か
に

織
り
込
ま
う
と
思
っ
て、

そ
れ
に
要
す
る
さ
ま
↑
＼
な

能
力
と
知
識
と
が
私
に
不
足
し
て
ゐ
る
こ
と
に
気
が
つ

い
て、

そ
の
助
力
を

が
た
に

ひ
た
い
と
思
っ
た
時

に、
気
の

に
も、
君
が
た
で
す
ら
も
何
の
疑
念
も
な
し

に
私
を
そ
れ
だ
け
の
資
格
の
あ
る
富
限
者
だ
と
思
ひ
込

M
叫
で
は
な
か
っ
た
か。
〔
四
0
六
＼
四
0
七
〕

E
氏
に
お
け
る、
金
銭
を
背
景
と
す
る
川
崎
へ
の

頼
は、

「
街」
の
建
設
地
を
中
州
に
定
め
た
日
の
晩、
E
氏
が
身
だ

し
な
み
を
整
え、
「
立
派
な
黒
い
洋
服」
に
着
替
え
る
場
面
に

象
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る。

テ
ク
ス
ト
に
は
「
そ
ん
な
服

装
で
な
け
れ
ば
出
入
出
来
な
い
と
い
ふ
ホ
テ
ル
の
不
自
由
極

ま
る
食
堂
へ
彼
〔
II
川
崎〕

と
一
緒
に
行
く
為」
に
着
替
え

た
と
あ
る。
と
こ
ろ
が
ホ
テ
ル
の
「
食
堂」
へ
行
く
の
は、
こ

の
と
き
ば
か
り
で
は
な
い。

川
崎
と
の
別
れ
の
日、

昼
食
を

と
っ
た
場
所
も
同
じ
「
食
堂」
で
あ
っ
た。
だ
が、
こ
の
と
き

は
着
替
え
る
こ
と
の
「
不
自
由」
さ
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い。

E
氏
は
川
崎
の
「
企
て」
に
協
力
す
る
な
か
で、
「
富
限
者」

が
集
う
場
所
の
ル
ー
ル
に
馴
染
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

こ
の
日
を
境
に、

E
氏
は
「
富
限
者」

川
崎
と
も
一
体
化
し

て
い
っ
た
と
言
え
る。
そ
れ
ほ
ど、

川
崎
の
持
つ
金
銭
に
信

頼
感
を
覚
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る。

な
ら
ば
川
崎
の
出
奔
は
E
氏
に
と
っ
て、

金
銭
的
な
不
安

が
出
来
す
る
と
い
う
点
で
も、
「
夢」
か
ら
の
離
脱
を
引
き
起

こ
す
大
き
な
要
因
と
な
る。

川
崎
と
の
別
れ
の
直
後、
E
氏

は
「
我
々
の
三
年
越
し
の
計
画
が
あ
ん
な
風
に、
一
夜
の
う

ら
ば
私
の
「
都
市
風
景」
と
い
ふ
エ
ッ
チ
ン
グ
の
連
作
は
胚

胎
し
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い」

と
現
在
の
影
響
に
つ
い
て

述
べ
、
当
時
の
「
今
日
こ
そ
見
出
さ
う」
と
い
う
焦
り
を
「
今

日
の
今
捕
へ
な
け
れ
ば
も
う
無
い
か
も
知
れ
な
い
の
は、

反

っ
て
様
々
の
描
か
る
べ
き
風
景
の
方
で
あ
る
の
に」
と
批
評

さ
え
し
て
い
る。
現
在
の
彼
は、
ち
ょ
う
ど
「
幸
福」
な
「
夢

の
な
か
の
光
景」
の
最
中
に
あ
っ
た
時
期
を、

少
し
離
れ
た

場
所
か
ら
語
る
だ
け
の
冷
静
さ
を
持
ち
合
わ
せ
た
ー
ー
「
夢」

か
ら
目
覚
め
が
近
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

E
氏
の
目
論
見

こ
の
よ
う
に
現
在
の
E
氏
の
状
態
を
定
位
す
る
と、

さ
ら

に
彼
が
「
私」
に
「
話」
を
し
た
目
的
が、
ど
の
よ
う
に
示
さ

れ
て
い
る
の
か
が
明
瞭
と
な
る。

見
逃
せ
な
い
の
は、
E
氏

は
「
私」
に
向
か
っ
て、

川
崎
の
言
動
を
反
復
し
て
い
る
点

で
あ
る。
E
氏
に
お
け
る
「
私」
へ
の
接
近
は、
「
指
紋
の
作

者
に
或
は
ど
う
し
て
魚
の
口
か
ら
金
が
出
た
か
？

と
い
ふ

神
聖
な
噺
の
作
者
に
是
非
と
も、

聞
か
せ
た
い
話
が
あ
る
の

だ
が
：··
:」
と、
「
私」
の
創
作
に
理
解
を
示
す
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
っ
た。

川
崎
も
ま
た、

同
様
の
手
法
を
も
っ
て
E
氏

に
近
づ
い
て
い
た。
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こ
の
点
を
敷

彼
は
二
年
前
に
も
東
京
へ
来
た
こ
と
が
あ
る
と

ひ
な

が
ら 、
彼
自
身
の
背
後
を
指
ざ
し
て 、
「
君 、
あ
れ
は

ZI

い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
」

と
私
の
画
の
こ
と
を
言
っ
た 。
さ

う
し
て
彼
は
彼
自
身
で
も
少
し
は
画
を
学
ん
だ
こ
と
が

あ
る
と
言
っ
た
が 、

彼
が
私
の
画
に
就
い
て
述
べ
た
と

こ
ろ
か
ら
推
し
て
見
て 、

な
る
程
そ
れ
は
全
然
の
ア
マ

チ
ュ
ア
が
知
っ
た
か
ぶ
り
を
す
る
の
で
は
な
さ
そ
う
に

思
へ
た 。
〔
中
略〕
さ
う
い
ふ
風
に
我
々
が
芸
術
上
の
話

を
し
て
ゐ
る
う
ち
に 、
彼
は
不
意
に
語
気
を
改
め
て 、
彼

が
将
に
実
現
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
「
或
る
不
思

議
な 、
さ
う
し
て
最
も
愉
快
な
企
て
」

（
と
彼
自
身
が
言

っ
た）

を
語
り
初
め
た 。
〔

八
九
ー

三
九
0
頁〕

川
崎
は 、
E
氏
の
作
品
を
褒
め
る
こ
と
で 、

自
分
と
E
氏

と
の
間
に 、

芸
術
観
の
重
な
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
演
出
し

た 。
そ
う
す
る
こ
と
で 、
こ
れ
か
ら
語
る
「
企
て
」

へ
の
関
心

を
高
め 、

協
力
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
と
言
え
る 。
E
氏
の

誘
い
に
も 、
こ
の
演
出
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は 、
「
私」
が

誘
い
文
句
を
受
け
て 、

た
だ
ち
に
彼
に
「
互
に
互
の
作
品
を

通
じ
て
同
意
し
合
ふ
こ
と
の
出
来
る
或
る
も
の
を
持
つ
て
ゐ

る
」

と
判
断
し 、

例
外
的
に
話
を
聞
こ
う
と
関
心
を
抱
い
た

こ
と
か
ら
明
白
で
あ
る 。

E
氏
は 、

川
崎
の
言
動
を
反
復
し
て
い
る 。

し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か 。

川
崎
が
「
企
て
」

の

「
小
説
」

化
を
通
じ
て 、
「
美
し
い
街
」

を
「
人
々
の
心
の
な

か
に
だ
け
は
確
実
に
在
り
得
さ
せ
」、
あ
わ
よ
く
ば
「
熱
心
な

読
者
の
う
ち
に 、

好
事
の
富
豪
が
あ
っ
て
私
の
書
物
に
よ
っ

て
動
か
さ
れ
て 、

彼
自
ら
立
つ
て
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る」
た

め
に 、

す
な
わ
ち
時
間
的
・

空
間
的
に
よ
り
広
い
範
囲
の
読

者
に
「
企
て
」

を
ひ
ら
く
こ
と
で 、

そ
れ
が
い
ず
れ
再
活
性

さ
れ
る
機
会
の
保
証
を
目
論
ん
だ
「
小
説」

を
書
こ
う
と
し

た
よ
う
に 、

で
あ
る 。

E
氏
が
「
企
て
」

の
時
間
的
・

空
間
的
な
持
続
を
図
り 、
そ

の
上
で
新
た
な
担
い
手
の
出
現
を
願
っ
て
い
た
こ
と
は 、

彼

が
「
私
」

の
作
品
の
う
ち 、
「
指
紋」
と
「
ど
う
し
て
魚
の
ロ

か
ら
金
が
出
た
か
？•

と
い
ふ
神
聖
な
噺」
（
正
確
に
は
「
ど

う
し
て
魚
の
口
か
ら
一
枚
の
金
が
出
た
か
り�

と
い
ふ
神
聖

な
噺
」）

を
あ
え
て
取
り
上
げ 、
「
私
」

へ
の
関
心
の
根
拠
と

し
た
こ
と
か
ら
も
見
出
せ
る 。

「
指
紋
」

（『
病
め
る
薔
薇』
所
収 、
天
佑
社 、
一
九
一
八）

は 、
ロ
ン
ド
ン
帰
り
の
R
.

N
の
狂
気
に
感
染
す
る
「
私
」

が

描
か
れ
て
い
る 。
こ
の
作
品
は 、
「
狂
人
の
妄
想」
が
科
学
的

な
正
し
さ
を
帯
び
た
あ
ま
り
に 、
「
私
」

ば
か
り
か
読
者
に
も 、

R
.

N
は
「
狂
人
で
は
な
か
っ
た
」

と
の
思
い
を
生
じ
さ
せ

る(
8) 。
一
方 、
「
ど
う
し
て
魚
の
口
か
ら
一
枚
の
金
が
出
た

か
り�
と
い
ふ
神

な
噺
」

（『
新
潮』 、
一
九

九
•

四）
で

術
す
る
と 、
彼
が
「
私
」

に

話」
を

つ
た
目
的
に
は 、
川

崎
の
よ
う
に
「
企
て
」

を
「
小
説
」

化
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る 。
E
氏
は 、
「
ど
う
か
し
て
一
生
に

一
度
自
分
の
気
に
入
っ
た
や
う
な
家
を
―
つ
は
建
て
A
見
た
」

か
っ
た
T
老
人
に
触
発
さ
れ 、

自
分
に
可
能
な
限
り
に
お
い

て
の
「
正
し
く
「
美
し
き
町」
の
う
ち
の
一
軒」
を
実
現
さ
せ

つ
つ
あ
っ
た 。
こ
れ
は 、
芸
術
家
と
し
て
「
有
名
」

と
な
っ
た

E
氏
の 、

成
長
の
証
で
も
あ
る 。

し
か
し 、
E
氏
が
達
成
し
た
の
は 、
あ
く
ま
で
「「
美
し
き

町」
の
一
軒」
な
の
で
あ
っ
て 、
「
街」
で
は
な
い 。
E
氏
に

「
街
」

を
建
設
す
る
だ
け
の
財
力
は 、

も
ち
ろ
ん
な
い
だ
ろ

う 。
E
氏
が
「
一
軒
」

の
家
の
群
体
と
し
て
の
「
街
」

の
イ
メ

ー
ジ
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は 、

川
崎
と
別
れ
た
の
ち 、

自
然
と
彼
の
書
く
デ
ッ
サ
ン
の
「
片
隅
に
は
小
さ
な
家
が
並

ん
で
居
た
」

こ
と
か
ら
窺
え
る 。
つ
ま
り 、
「
正
し
く
「
美
し

き
町
」

の
う
ち
の
一
軒
」

の
実
現
は
E
氏
に
と
っ
て 、
「
題
目
」

の
完
全
な
達
成
に
は
当
た
ら
な
い
の
だ 。
こ
こ
に
お
い
て 、

か
つ
て
川
崎
が
味
わ
っ
た
よ
う
な 、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
「
失

望
」

と
喪
失
感
を 、
E
氏
も
味
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容

易
に
想
像
さ
れ
る 。

そ
こ
で
E
氏
は
「
私」
を
選
び 、
「
企
て
」

に
関
す
る
「
話」

を
「
小
説
」

化
し 、
そ
の
読
者
が
「
企
て
」

の
新
た
な
担
い
手

と
な
る
可
能
性
を
設
け
る
こ
と
で 、
「
夢
」

の
終
わ
り
を
回
避

は 、
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音

』
第
十
七
章
二
十
四
節
を
も
と

に 、

イ
エ
ス
の
予
言
が
い
か
に
し
て
実
現
し
た
の
か
に
つ
い

て
語
ら
れ
る 。

イ
エ
ス
の
「
初
め
て
鈎
に
か
か
っ
た
魚
の
ロ

を
啓
い
て
見
よ 、

そ
こ
に
一
枚
の
金
が
這
入
っ
て
居
る
筈
だ

か
ら
」

と
い
う
予
言
は 、

実
の
と
こ
ろ
自
分
が
好
き
な
「
美

し
い
言
葉
」

を
言
っ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た 。
「
魚
」

か
ら
「
金」

を
入
手
す
る
手
段
は
問
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ 。
し
か
し 、

そ
れ
を
受
け
た
ペ
テ
ロ
は 、

イ
エ
ス
の
予
言
を
信
頼
し 、

機

転
を
利
か
せ
て
予
言
を
現
実
の
も
の
と
し
た 。
こ
の
「
む
か

し
む
か
し
」

で
始
ま
る
作
品
が 、

読
者
に
向
か
っ
て
説
か
ん

と
し
て
い
る
の
は 、
「
美
し
い
言
葉
」

は
受
け
手
の
心
持
ち
し

だ
い
で
「
ほ
ん
と
う
に
行
う
」

こ
と
が
で
き
る 、

と
い
う
も

の
で
あ
ろ
う(
9) 。

E
氏
が
取
り
上
げ
た
二
つ
の
作
品
に
は
い
ず
れ
も 、

不
思

議
な
言
葉
を
め
ぐ
る
物
語
を
作
者
が
語
り
直
す
こ
と
で 、

そ

の
言
葉
が
現
実
化
す
る
ま
で
の
合
理
的
な
プ
ロ
セ
ス
が
立
ち

現
れ
て
い
る 。

そ
れ
ゆ
え
に
読
者
は 、

不
思
議
な
言
葉
が
単

な
る
虚
妄
で
な
か
っ
た
と
の
読
後
感
に 、

少
な
か
ら
ず
浸
る

こ
と
に
な
る 。

お
そ
ら
く 、
E
氏
が
手
に
取
っ
た
「
私
の
著

書
」

11

『
病
め
る
薔
薇』
か
ら 、
作
者
の
デ
ビ
ュ
ー

作
「
西
班

牙
犬
の
家
」

や
表
題
作「
病
め
る
薔
薇
或
は「
田
園
の
憂
鬱
」

」

を
挙
げ
な
か
っ
た
の
は 、
彼
が
惹
か
れ
た
の
が 、
「
作
者
」

の

語
り
直
し
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い 。
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で
は
、

E
氏
の
「

を
聞
い
た
「
私

は、

そ
れ
を
ど
の

よ
う
に
「
小
説
」

化
し
た
の
か
。

テ
ク
ス
ト
は
「
私
は
こ
の

拙

い

未
定
稿
一

篇
を
私
の

友
情
の
し
る
し
に
E
氏
と
同
夫
人
と

に
捧
げ
よ
う
と
思
ふ
」

で
結
ば
れ
て
い

る
。

ま
た
「
私
」

は
、

E
氏
の

家
庭
に
子
犬
を

贈
る
こ
と
を
約
束
し
て
い

る
。

E
氏

と
の

交
流
の

継
続
が

保
た
れ
て
い

る
と
い

う
こ
と
は
、

冒
頭

で
示
さ
れ
た
「
私
」

の

好
感
が
、
「
話
」

を
聞
き
終
え
た
後
も

変
わ
ら
な
か
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。

岡
田
浩
行
は
、

テ
ク

ス

ト
が
「
実
際
的
で

実
効
的
な
都
市
計
画
の

計
画
図
・

計
画

書
と
い

う
面
を
も
っ

て
い

る
」

と
指
摘
し
て
い

る
(
10)。

こ

れ

は
卓
越
し
た
見
解
で
あ
る
。
「
私
」

は
E
氏
の

願
い
に
沿
っ

て
、

読
者
に
「
企
て
」

へ

の

協
力
を
促
す
補
助
線
を
引
い
て
い
た

き
町
」

の

う
ち
の
一

軒
で
あ
る
E
氏
の

家
庭
は
ど
ん
な

有
様
で
あ
る
か
？・
〔
四
―

四
頁
〕

こ
れ
ら
の

疑
惑
は
、

大
正
三

年
八
月
に
勃
発
し
た

第
一

次

世
界
大
戦
と
い

う
「
夢
」

の

外
部
11

現
実
の

事
件
を
喚
起
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
。

テ
ク
ス

ト
に
お
い
て
「
夢
の

な
か
の

光

景
」

と
し
て
あ
る
、

E
氏
が
川
崎
に
協
力
し
た
三

年
間
は
、

現
実
の

動
き
に
関
す
る
描
写
が

稀
薄
で
あ
る
。

明
治
か
ら
大

正
へ

の

改
元
に
関
す
る
話
題
が
触
れ
ら
れ
な
い

点
は
、

そ
の

顕
著
な
例
と
言
え
る
。

こ

う
し
た
傾
向
は
、

E
氏
の

没
入
の

深
さ
を
あ
ら
わ
す
。

と
同
時
に
、

現
実
と

切
断
さ
れ
た
と
こ

ろ
に
成
り
立
つ
「
企
て
」
の

純
粋
さ
を
も
あ
ら
わ
し
て
い

る
。

し
か
し
「
私
」

は
、

最
後
に
疑
惑
を
示
唆
す
る
こ
と
で
、

そ
う

し
た
「
夢
の

な
か
の

光
景
」

に
現
実
を
招
き
入
れ
た
の
で
あ

る
。

こ
れ
に
よ
り
、
「
夢
」

が

現
実
の

側
に
引
き
戻
さ
れ
る
の

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
「
企
て
」

の

純
粋
さ
も
留
保
さ
れ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

川
崎
の

独
探
疑
惑
は
、

川
崎
が
E
氏
や
T
老
人
を
欺
き、

大
慌
て
で
日
本
を
去
っ

た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
き
、

完

全
に
は
否
定
で
き
な
い

も
の
と
な
る
。

川
崎
が
去
っ

た
大
正

三

年
夏
の

終
わ
り
は
、

ち
ょ

う
ど
日
本
が
ド
イ
ツ
に
宣
戦
布

告
し
、

独
探
の

存
在
が
に
わ
か
に
ク
ロ

ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
た

時
期
と
符
合
す
る
。

た
と
え
ば
同
年
九
月
二
日
付
の

『
東
京

→ 

作
」
「
未

」

と
い
う

り

周
知
の
と
お
り
、
「
西
班
牙
犬
の

家
」

な
ら
び
に
「
病
め
る
薔

薇」

は、

そ
う
し
た
ス

タ
イ
ル
で
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に、
テ
ク
ス

ト
に
お
け
る
E
氏
が
「
私
」

に
「
話
」

を
語
っ

た
理
由
と
は
、
「
指
紋
」

や
「
ど
う
し
て
魚
の
口
か
ら

一

枚
の
金
が
出
た
か
り�

と
い
ふ

神
聖
な
噺
」

の
よ
う
に
、

自

分
の
「
話
」

が
語
り
直
さ
れ
た
「
小
説
」

を
通
じ
て
、
「
企
て
」

を
「
題
目
」

と
す
る
「
夢」

の

魅
力
を、

に
提
起
し
て
も

ら
う
こ
と
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

の
だ
。

こ
の
こ
と
か
ら
、

テ
ク
ス

ト
の

方
向
性
が
、

本
的

に
は
E
氏
の

求
め
に
応
ず
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が

見
え
て

く
る
。

だ
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、
「
私
」

が
テ
ク
ス

ト
を
「
愚

作
」

「
未
定
稿
」

と
呼
ぶ
の

は
な
ぜ
な
の
か
。

こ
の

問
題
を
解
く
手
が
か
り
と
し
て
、

後
日
談
で
示
さ
れ

た
い

く
つ
か
の

疑
惑
が
挙
げ
ら
れ
る
。

中
沢
弥
に
よ
る
と
、

「
後
日
談
と
し
て

作
品
の

末
尾
に
語
ら
れ
る
E
氏
の

結
婚
と

そ
の

画
室
の

完
成
は
、
「
「
美
し
き
町
」

一

編
を
清
涼
な
夢
と

し
て
閉
じ
る
」

こ
と
に
寄
与
し
て
い

る
と
い

う(
11)。
し
か
し
、

そ
の

後
日
談
に
続
け
て
語
ら
れ
る
事
柄
は
、

逆
に
テ
ク
ス

ト

を
「
清
涼
な
年

で
閉
じ
る
こ
と
を
阻
む

と
し
て
機

す
る
だ
ろ
う
。

で
、

テ
オ
ド
ル
・

ブ
レ
ン
タ
ノ
の

川
崎
テ
イ
〔
↑
＋

貞〕

三

は
ど

う
し

た
か
？

彼
は

独

探
で
は

な
か
っ

た
？

「
美
し
い

町
」

の

紙
で
出
来
た

模
型
は
何
処
か
の

砲
台

に
似
て
は
居
な
か
っ

た
か
？
：
·
：
·
ど
う
し
て
さ
う
い

ふ
馬
鹿
げ
た
併
し
一

応
は
尤
も
で
な
き
こ
と
も
無
い

疑

問
が
一

度、

ど
う
い
ふ

人
た
ち
の

間
に
起
つ

た
か
？
そ

れ
か

ら
E

氏
の

画
室

を
立

て

る

金
が

ど
こ

に
あ
っ

た

か
？

何
故
に
そ
の

画
室
の

礎
石
に
は
T
と
E
と
川
崎

と
の

名
と
年
月
日
と
を
刻
ん
だ
か
？

正
し
く

し

朝
日
新
聞
』

に
は
、

川
崎
を
思
わ
せ
る
出
自
の

関
す
る
記
事
が

掲
載
さ
れ
て
い
た
。

「
独
逸
人
」

に

予
て
独
探
の

嫌
疑
者
と
し
て

警
視
庁
に
注
目
し
つ
A

あ

り
し
独
逸
人
某
は
其
後
行
方
を
晦
し

居
た
る
が
去
月
二

十
九
日
逗
子
、

鎌
倉、

横
須
賀
を
経
て
一

昨
夜
横
浜
よ
り

東
京
へ

入
り
込
み
た
る
よ
り
直
に
私
服
巡
査
が

追
行
せ

し
に
芝
区
明
舟
町
十
九

旅
人
兼
下
宿
業
鳥
蒻
館
田
中
さ

よ
方
へ

投
宿
せ
し
よ
り

尚
該
人
の

行
動
に

就
き
厳
重
に

監
視
し
つ
A

あ
る
が

某
は
独
逸
人
と
日
本
人
の

間
に
生

れ
た
る
混
血

児
に
て
一

見
日
本
人
の

如
く
且
日
本
語
も

巧
み
な
り
〔
五
面
〕

ま
た
独
探
へ

の

関
心
は
、
「
美
し
き
町
」

と
ほ
ぼ
同
時
期
の

小
説
に

も
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。

谷
崎
潤
一

郎
「
独
探
」

（
『
金

色
の
死
』

所
収
、

日
東
堂
、

一

九
一

六
）

に
は
、
「
図
ら
ず
も

独
探
の

嫌
疑
を
受
け
て
、

都
下
の

新
聞
紙
上
に
普
く
そ
の

名

を
曝
さ
れ
て
、

日
本
を
放
逐
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
々
の
一

人
」

の
G
氏
と
交
流
を
持
っ

た
「
私
」

の

物
語
が
描
か
れ
た
(
12)。

谷
崎
の
「
独
探
」

は
、
「
私
」

が
G
氏
を
「
独
探
で
あ
っ

た

ら
う
と
考
へ

る
こ
と
は
出
来
な
い
」

と
断
言
す
る
と
こ

ろ
か

ら
始
ま
る
。

し
か
し

書
き
進
め
ら
れ
る
な
か
で
、

最
後
に
は

私
」

は
「
G
氏
は
や
っ

ぱ
り
独
探
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な

-9- -8-



い
」

と
の
疑
い
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
く
な
る
。

こ
れ
は
G
氏

と

「
売
国
奴
の
嫌
疑
の
下
に
捕
縛
さ
れ
た
某
と
云
ふ
日
本
人」

と
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ

た
こ
と
に
由
来
す
る
。

こ
の
作

品
か
ら
は
同
時
代
的
な
、

周
囲
の
人
間
に
「
微
塵
も
疑
を
お

こ
さ
せ
」

な
い
で
潜
伏
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
「
独
探
」

に
対
す
る
、

あ
る
種
の
酋
威
感
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う。

も
っ

と
も、
「
独
探」

で
よ
り
興
味
深
い
の
は、
「
私」

が
G

氏
と
の
「
交
際
が
最
も
親
密
な
時
」

に
関
し
て
「
大
概
忘
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
、

残
念
な
が
ら
十
分
に
叙
述
す
る
こ
と
が

出
来
な
い
」

と
語
る
点
で
あ
る
。

野
崎
歓
は
、

こ
の
「
思
わ
せ

ぶ
り
」

な
語
り
が
あ
る
こ
と
で
、
「
読
者
の
思
い
は
、

も
は
や

G
氏
を
め
ぐ
る
ス
パ

イ
疑
惑
の
真
偽
以
上
に
、

そ
の
G
氏
と

深
く
交
わ
っ

た
小
説
家
自
身
の
立
場
の
危
う
さ
に
む
か
わ
ざ

る
を
え
な
い
」

と
述
べ

て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
私
」

が
「
言
葉

を
濁
す
」

こ
と
で
、

作
品
に
は
彼
が
「
ほ
と
ん
ど
「
売
国
奴」

的
裏
切
り
」

を
な
し
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
と
い
う
の
で
あ

る
(
13)。

こ
の
野
崎
の
指
摘
は、
「
美
し
き
町
」

に
も
援
用
で
き
る
。

先
に
引
用
し
た、
「
ち
よ
っ
と
一

口
に
は
言
へ

な
い
」

と
し
て

断
片
的
に
語
ら
れ
た
疑
惑
に
関
す
る
記
述
や、
「
私
」

に
よ
る

「
若
し
ま
た
何
か
の
か
げ
ん
で
あ
と
を
つ
ゞ

け
て
見
た
い
や

う
な
気
持
ち
に
で
も
な
っ
た
ら
」

と
い
う
続
編
の
示
唆
は
、

ま
さ
に
「
思
わ
せ
ぶ
り
」

な
語
り
と
捉
え
ら
れ
る
。

す
る
と
、

く
楽
し
い
町
に
な
る
か
ど
う
か
は
、

唯
そ
の
町
に
住
ん
だ
人

た
ち
」

に
か
か
っ

て
い
る、

と
の
理
念
に
も
抵
触
す
る
だ
ろ

う。

疑
惑
が
付
さ
れ
た
E
氏
の
「
正
し
く
「
美
し
き
町
」

の
う

ち
の
一

軒」

は
、
「
街」

の
理
念
に
そ
ぐ
わ
な
い
「
一

軒」

と

い
う
意
味
に
ず
れ
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

な
ら
ば
、

テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
疑
惑
の
配
置
は
、

さ
ら
に

次
の
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

実
現
す
る
か
に

見
え
た
「
企
て
」

は
、

未
だ
真
の
意
味
で
実
現
さ
れ
て
い
な

い
。

純
粋
な
「
街
」

を
完
成
さ
せ
る
「
企
て
」

を
追
い
求
め
る

と
い
う
「
夢」

は
ま
だ
終
わ
っ

て
い
な
い
の
だ
、

と
。

こ
こ
で
再
び
着
目
さ
れ
る
の
は、

先
に
指
摘
し
た
E
氏
に

お
け
る
川
崎
の
行
動
の
反
復
で
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
、

反
復

と
い
う
行
為
は
、

E
氏
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。

川
崎

に
お
い
て
も、

反
復
は
重
要
な
行
為
で
あ
る
。

川
崎
は
、

自

分
に
遺
さ
れ
た
遺
産
が
「
空
想
」

の
実
現
に
足
り
な
い
と
知

っ

た
際
の
や
り
切
れ
な
さ
を
、
「
大
き
な
翼
で
飛
揚
し
て
居
た

私
の
重
た
い
大
仕
掛
な
空
想
が
真
逆
に
墜
落
し
た
時
に
、

そ

の
下
敷
き
に
な
っ
た
私
の
幻
の
町
は
め
ち
や
め
ち
ゃ
に
壊
滅

し
た
」

と
表
現
し
た
。

こ
の
「
幻
の
町
」

が
「
下
敷
き
」

に
な

っ
て
「
め
ち
や
め
ち
や
に
壊
滅」

す
る
と
い
う
詩
的
な
表
現

は、

川
崎
が
日
本
を
去
る
前
に
、

彼
が
作
っ

て
い
た
精
巧
な

「
紙
細
工
の
市
街
」

を
「
革
の
大
き
な
カ
バ
ン
」

の
下
敷
き

に
し
て
押
し
潰
す
と
い
う
実
際
の
行
為
で
反
復
さ
れ
る
。

ま

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
私
」

は
、

独
探
と
し
て
の
川
崎
に
協

力
し
た
E
氏
を
、

可
能
性
と
し
て
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

テ
ク
ス
ト
を
同
時
代
言
説
と
交
差
さ
せ
る
と
、

川
崎
は
独

探
の
捜
索
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
を
機
敏
に
察
知
し
、

い
ち
早

く
行
方
を
眩
ま
せ
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
、

と
い
う
疑
惑
か

ら
逃
れ
が
た
く
な
る
。

ま
た
E
氏
に
つ
い
て
も、
「
ひ
ど
く
貧

乏
し
て
ゐ
た
」

に
も
か
か
わ
ら
ず、

五
年
の
間
で
「
正
し
く

「
美
し
き
町
」

の
う
ち
の
一

軒
」

を
実
現
で
き
た
金
銭
の
出

所
が
怪
し
い
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。

そ
の
「
一

軒」

に

は、
「
画
室
の
礎
石
に
は
T
と
E
と
川
崎
と
の
三
人
の
名
と
年

月
日
」

が
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
う。

実
現
の
た
め
に
用
い

ら

れ
た
金
銭
は
、

独
探
で
あ
っ
た
川
崎
か
ら
の
謝
礼
に
よ
っ

て

賄
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
。
こ
う
し
た
疑
惑
は
さ
ら
に
、

語
る
の
を
躊
躇
し
「
愚
作」
「
拙
い
未
定
稿」

と
し
て
あ

わ

た

だ
し
く
テ
ク
ス
ト
を
閉
じ
よ
う
と
す
る
「
私
」

の
態
度
に
よ

っ

て
増
幅
さ
れ
る
。

あ
か
ら
さ
ま
に
た
ど
た
ど
し
い
「
私
」

の
素
振
り
は
、

は
っ

き
り
と
は
言
え
な
い

何
か
が
あ
っ
た
こ

と
を
仄
め
か
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
た
め
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
末
尾
に
配
さ
れ
た
疑
惑
は
、

E
氏
の
達
成
に
濃

い
影
を
落
と
す
。

他
国
か
ら
の
金
銭
の
流
入
は、
「
美
し
い
街」

の
理
念
の
ひ
と
つ
に
掲
げ
ら
れ
た
、
「
町
の
独
立
或
は
孤
立
」

に
抵
触
す
る
。

あ
る
い
は、
「
「
美
し
い
町
」

が
本
当
に
美
し

た
川
崎
は、
「
唯
私
の
持
つ
こ
と
の
出
来
る
金
が
五
万
弗
し
か

な
い
と
決
つ
た
時
の
私
の
失
望
を
想
像
し
て
貰
ひ
た
い
。

さ

う
し
て
、

そ
れ
は
E
君
と
T
さ
ん
（
老
建
築
技
師）

と
に
は

わ
け
な
く
出
来
る
こ
と
で
あ
ら
う
ー
ー
今
の
君
が
た
の
失
望

と
驚
き
と
こ
そ
は
丁
度
私
の
あ
の
時
の
も
の
と
別
の

も
の
で

は
無
い

に
違
い
な
か
ら
う
か
ら」

と
あ
る
よ
う
に
、

真
の
「
企

て
」

に
対
す
る
赦
し
を、

か
つ
て
自
分
が
味
わ
っ

た
や
り
切

れ
な
さ
を
、

E
氏
と
T
老
人
に
も
味
わ
わ
せ
る
こ
と
で
得
よ

う
と
し
て
い
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、

テ
ク
ス
ト
に
は
反
復
を
重
ね
る
と
い

う
特
徴
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

こ
の
特
徴
は
、
「
私」

の
執

筆
し
た
「
小
説
」

に
も
波
及
し
て
い
る
も
の
と
見
な
す
こ
と

が
で
き
よ
う
。
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
「
小
説
」
は
二
つ
あ
る
。

「
私
」

が
入
れ
子
構
造
を
も
っ

て
E
氏
の
「
話
」

を
語
り
直

し
た
「
小
説
」

と
、

川
崎
が
書
こ
う
と
し
た
「
小
説
」

で
あ

る
。

そ
し
て
後
者
の
結
末
は
、
「
主
人
公
が
そ
れ
ら
の
〔
「
美

し
い
街
」

に
関
す
る
〕

計
画
が
完
全
に
成
立
し
た
時
に
、

不

幸
に
も
死
ぬ
こ
と
」

が
予
定
さ
れ
て
い
た
。

テ
ク
ス
ト
の
特

徴
を
鑑
み
て
も、
「
私
」

が
配
し
た
末
尾
の
疑
惑
と
は
、

や
は

り
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ

て
焦
点
化
さ
れ
る
「
美
し
い
街
」

の
現

在
を
、
「
不
幸
に
も」

殺
す
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ

れ
に
よ
っ

て
、
「
私」

は
未
完
成
の
「
街
」

を
強
調
し
、
「
夢
」

の
終
わ
り
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う。
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(
1)

 
と
は
い
え 、

こ
う
し
た
処
置
は
E
氏
の
狙
い
ど
お
り
の
も

の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い

。

彼
が
読
ん
だ
『
病
め
る
薔

薇
』

に
は 、
「
美
し
き
町」

と
同
様
に 、

未
完
成
を
強
調
す
る

こ
と
で 、

逆
に
題
材
の
純
粋
さ
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
「
戦

争
の
極
く
小
さ
な
挿
話」

と
い
う
作
品
が
あ
る

。

こ
の
作
品

で
は 、

あ
る
「
一

等
卒
の
死」

を
め
ぐ
る
小
説
を
書
こ
う
と

し
て
も

、

兵
士
の
あ
り
方
が
作
者
の
「
想
像
以
上
」

で
あ
る

た
め
に
「
今
だ
に
そ
れ
が
出
来
そ
う
も
な
い
」
と
さ
れ
る(
14) 。

E
氏
が
こ
の
語
り
直
し
の
ス
タ
イ
ル
が
採
ら
れ
た
作
品
を
挙

げ
な
か
っ
た
の
は

、

自
分
の
達
成
に

定
の
理
解
を
示
し
て

欲
し
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る 。

確
か
に 、
「
美
し
き
町」

は
ユ
ー
ト
ピ
ア
建
設
靡
の
側
面
を

持
つ

。

川
崎
の
「
企
て
」

が
大
部
分
を
占
め
る
テ
ク
ス
ト
に

お
い
て 、
こ
の
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い

。
E
氏
の
狙
い
は 、

「
話
」

の
受
け
手
に
「
企
て
」

へ
の
協
力
を
促
す
こ
と
に
あ

っ
た

。
魅
力
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
建
設
靡
と
い
う
側
面
は 、
「
話」

に
お
け
る
勘
所
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る 。

た
だ
し
、

本
来

の
E
氏
の
「
話」

か
ら
す
る
な
ら
ば 、
「
企
て
」

と
川
崎
の
繋

が
り
は 、

こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
も
な
か
っ
た

と
言
え
る

。

に
こ
だ
わ
る
「
企
て
」

へ
の
協
力
を
促
す
力
が 、

相
対
的
に

低
下
す
る 。

そ
れ
ゆ
え
に 、
「
私」

は
「
話」

を
そ
の
ま
ま
語

る
の
で
は
な
く 、

疑
惑
を
差
し
込
む
こ
と
で

、

E
氏
の
達
成

を
正
当
な
「
企
て
」
に
叶
わ
な
い
も
の
と
し
た
の
で
あ
ろ
う 。

そ
し
て 、

こ
の
処
置
は 、

E
氏
の
求
め
に
応
じ
つ
つ

、
「
私」

が
独
自
に
採
用
し
た 、
「
夢」

の
終
わ
り
を
回
避
す
る
方
法
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る 。

「
私
」

が
採
っ
た
方
法
は 、

E
氏
へ
の
裏
切
り
と
捉
え
ら

れ
な
く
も
な
い

。

し
か
し
、

E
氏
の
狙
い
を
引
き
受
け 、

さ

ら
に
「
企
て
」

の
間
口
を
広
げ
た
と
い
う
点
で
は 、
「
私」

は

彼
の
理
解
者
で
あ
り 、

協
力
者
で
あ
る 。

E
氏
の
「
話」

は 、

ま
ず
「
私」

を
「
ド
リ
イ
ミ
イ
な
気
持
ち
」

に
し
た
と
言
っ
て

よ
い

。

こ
の
意
味
に
お
い
て 、
「
美
し
き
町」

は
「
友
情
の
し

る
し
に
E
氏
と
同
婦
人
と
い
捧
げ
」

ら
れ
る
に
相
応
し
い
テ

ク
ス
ト

な
の
で
あ
る 。

初
出
は
「
美
し
い
町」
（『
改
造
』 、

全
三
回 、
一
九
一
九
•

八

i
―
二） 。
の
ち
『
美
し
き
町
』
（
天
佑
社 、
一
九
二
O)
へ

収
録
さ
れ
る
に
際
し
て 、
「
美
し
き
町」
の
表
題
に
改
め
ら
れ

た 。

な
お
『
幻
燈
』
（
新
潮
社 、

九
ニ
―
)

に
は
「
夢
を
築

お
わ
り
に

(
4)

 

(

3
)
 

(

2
)
 E

氏
は 、

自
分
の
「
正
し
く
「
美
し
き
町」

の
一

軒」

に 、

「
私」

が
飼
う
「
レ
オ
」

の
子
を
も
ら
い
受
け
る
予
定
で
あ

る 。
隅
田
川
に
浮
か
ぶ 、
中
州
に
建
設
さ
れ
よ
う
と
し
た
「
街」

を
継
承
す
る
「
一

軒」

に 、

ラ
イ
オ
ン
を
意
味
す
る
「
レ
オ
」

の
子
は
い
か
に
も
似
つ
か
わ
し
い

。

ラ
イ
オ
ン
は
イ
タ
リ
ア

の
水
上
都
市
ベ

ネ
チ
ア
の
守
護
聖
人
マ
ル
コ
の
シ
ン
ボ
ル
で

あ
る

。

E
氏
の
家
が

、
「
正
し
く
「
美
し
き
町」

の
一

軒」

で

あ
る
こ
と
は 、

こ
う
し
た
細
部
で
も
示
さ
れ
て
い
る
の
だ

。

と
こ
ろ
が
問
題
は 、

川
崎
の
本
名
テ
オ
ド
ー

ル
も 、

ベ

ネ
チ

ア
の
か
つ
て
の
守
護
聖
人
の
名
と
一

致
し
て
い
る
点
で
あ
る 。

E
氏
が
あ
え
て
「
レ
オ
」

の
名
を
持
つ
犬
の
子
を
飼
う
と
い

う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は

、

完
成
が
目
指
さ
れ
る
「
街」

に 、

川
崎

の
影
響
を
削
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う(
15) 。

E
氏
は 、

自
ら
の
芸
術
家
と
し
て
の
成
長
を
証

し
立
て
る
「
一

軒」

の
独
立
性
を
も
っ
て

、

E
氏
が
発
端
と

な
っ
た
「
企
て
」

が
、

今
後
新
た
に
出
発
す
る
こ
と
を
願
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る 。

し
か
し
、

「
私
」

は
「
話」

を
語
り
直
す
こ
と
で 、

E
氏
の

成
果
を 、
「
企
て
」

の
部
分
的
な
達
成
に
当
た
ら
な
い
こ
と
を

示
し
た

。
テ
ク
ス
ト

が
「
愚
作」
「
未
定
稿」
と
さ
れ
る
の
は 、

そ
れ
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る 。
な
ぜ
な
ら 、
「
企
て
」
を
「
題

目」

に 、

そ
の
完
成
を
追
い
求
め
る
と
い
う
「
夢」

は 、

E
氏

の
達
成
で
一

区
切
り
つ
け
て
し
ま
う
と
、

読
者
に
対
し
て
「
街」

く
人
々
」 、
『
美
し
い
町
』
（
細
川
書
店 、
一
九
四
七）
に
は
「
美

し
い
町」
で 、
そ
れ
ぞ
れ
収
め
ら
れ
て
い
る 。
本
稿
で
は
『
定

本
佐
藤
春
夫
全
集
』

第
三
巻
（
臨
川
書
店 、
一
九
九
八）

に

則
り 、
「
美
し
き
町」
で
統
一

す
る 。

本
文
の
引
用
も
同
全
集

に
拠
っ
た 。

『
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
よ
り
』
と
の
比
較
に
つ
い
て
は 、
海
老
原
由

香
「
佐
藤
春
夫
「
美
し
き
町」

論
序
説」
（『
駒
沢
女
子
大
学

研
究
紀
要
』 、
一
九
九
八
・

―
二）

を
参
照 。
『
ア
ル
ン
ハ
イ

ム
の
地
所
』
か
ら
の
影
署
は 、

磯
田
光
一

『
鹿
鳴
館
の
系
譜

近
代
日
本
文
芸
史
誌
』
（
文
藝
春
秋 、
一
九
八
三）
で
指
摘
さ

れ
て
い
る 。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
櫻
井
啓
一
「「
美
し
き
町」
の
夢
想
家
た

ち
l
|
「
美
し
き
町」

考
—
|」

（「
文
藝
と
批
評」 、

二
0
0

0
•

五）

や
南
明
日
香
「
ま
ち
づ
く
り
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル

ー
ー
佐
藤
春
夫
『
美
し
き
町
』

を
め
ぐ
っ
て」
（『
国
文
学
研

究
』 、
二
0
0
七
•

三） 、
河
原
和
枝
「
大
正
の
ユ
ー
ト
ピ
ア」

（『
文
化
社
会
学
へ
の
招
待
ー
ー
〈
芸
術〉

か
ら
〈
社
会
学〉

へ
』

所
収 、

世
界
思
想
社 、

二
0
0
二）

を
参
照 。

な
お
西

村
伊
作
の
芸
術
生
活
村
に
関
し
て
は 、

加
藤
百
合
『
大
正
の

夢
の
設
計
家

西
村
伊
作
と
文
化
学
院
』
（
朝
日
新
聞
社 、
一

九
九
O)

が
詳
し
い 。

「
佐
藤
春
夫
「
美
し
き
町」
論
ー
ー
芸
術
家
E
氏
の
修
業
時
代」

（『
東
京
女
子
大
学
紀
要
論
集
』 、
一
九
九
九
・

九
・

―
二）
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