
一
、
序

　
「
Ｋ
の
昇
天
（
或
は
Ｋ
の
溺
死
）」
は
、
あ
る
日
突
然
、「
あ
な
た
」
と

い
う
、「
私
」
と
一
面
識
も
な
い
人
物
か
ら
、
Ｋ
の
溺
死
の
原
因
に
つ

い
て
思
い
悩
ん
で
い
る
よ
う
な
手
紙
が
送
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
始
ま

る
物
語
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、「
Ｋ
の
昇
天
（
或
は
Ｋ
の
溺
死
）」
と
い
う
作
品
の
研
究

で
は
、
Ｋ
と
い
う
人
物
を
中
心
に
据
え
た
考
察
が
多
く
を
占
め
て
い
た
。

そ
こ
で
、
今
回
わ
た
し
は
こ
の
作
品
を
、
語
り
手
で
あ
り
、
作
中
で
Ｋ

の
ほ
か
に
唯
一
、
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
「
私
」
を
中

心
に
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

　

成
立
は
、
ノ
ー
ト
第
八
帖
（
二
一
―
二
四
）
九
月
十
七
日
、
十
八
日

日
記
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
大
正
十
五
年
九
月
十
八
日
。
初
出
は
、『
青

空
』
第
二
巻
第
十
号　

通
巻
第
二
十
号
（
大
正
十
五
年
九
月
二
十
五
日

印
刷
納
本
、
十
月
一
日
発
行
、
一
―
一
〇
頁
）
で
あ
る
。
本
文
の
タ
イ

ト
ル
は
「
Ｋ
の
昇
天
（
或
は
Ｋ
の
溺
死
）」。
末
尾
に
「
―
九
月
十
八
日

麻
布
飯
倉
に
て
―
」
と
の
付
記
が
あ
る
。 １

　

考
察
を
述
べ
る
前
に
、
本
作
品
の
概
要
を
記
す
こ
と
と
す
る
。

　

Ｋ
君
の
溺
死
の
原
因
に
つ
い
て
思
い
悩
む
「
あ
な
た
」
か
ら
の
突
然

の
手
紙
に
よ
っ
て
、「
私
」
が
Ｋ
君
の
彼
地
で
の
溺
死
に
つ
い
て
は
じ

め
て
知
り
、
大
層
驚
く
と
同
時
に
、「
私
」
自
身
、
奇
異
だ
と
感
じ
な

が
ら
も
「
Ｋ
君
は
と
う

く
月
世
界
へ
行
つ
た
」
と
思
う
所
以
を
、
Ｋ

君
と
の
影
を
め
ぐ
る
不
思
議
な
出
会
い
を
も
と
に
、「
あ
な
た
」
に
語

り
か
け
る
。「
私
」
は
病
気
の
療
養
の
た
め
に
訪
れ
て
い
た
Ｎ
海
岸
で

の
は
じ
め
て
の
満
月
の
夜
、
眠
れ
ず
旅
館
を
出
て
砂
浜
へ
と
向
か
い
、
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海
を
眺
め
て
い
た
。
ふ
と
目
を
砂
浜
に
転
じ
る
と
、「
私
」
以
外
の
も

う
一
人
の
人
を
発
見
す
る
。
そ
の
人
影
は
「
私
」
に
背
を
向
け
て
、
砂

浜
を
前
に
進
ん
だ
り
、
後
ろ
に
退
い
た
り
、
立
ち
留
ま
っ
た
り
を
繰
り

返
し
て
い
る
。「
私
」
は
段
々
と
そ
の
人
影
に
注
意
を
払
う
よ
う
に
な

る
。
口
笛
を
吹
い
て
み
る
な
ど
気
を
引
こ
う
と
す
る
も
の
の
効
果
は
な

く
、
つ
い
に
自
ら
そ
の
人
影
に
声
を
か
け
る
。
砂
浜
で
一
体
何
を
し
て

い
た
の
か
を
問
う
と
、
人
影
の
正
体
で
あ
る
Ｋ
君
は
、
自
分
の
影
を
見

て
い
た
と
い
う
。
Ｋ
君
は
影
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
と
、
段
々
と
自

分
の
姿
が
見
え
て
く
る
、
そ
し
て
次
第
に
、
影
の
自
分
は
彼
自
身
の
人

格
を
持
ち
は
じ
め
、
そ
れ
に
つ
れ
て
此
方
の
自
分
は
段
々
気
持
ち
が
杳

か
に
な
っ
て
、
或
る
瞬
間
か
ら
月
へ
向
か
っ
て
、
ス
ー
ス
ー
ッ
と
魂
が

昇
っ
て
行
く
と
い
う
。

　

こ
の
不
思
議
な
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
二
人
は
毎
日
訪
ね
合
っ
た
り
、

一
緒
に
散
歩
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
と
月
程
の
間
に
、

私
は
や
や
健
康
を
取
戻
し
、
此
方
へ
帰
る
こ
と
に
決
め
た
一
方
で
、
Ｋ

君
の
病
気
は
徐
々
に
進
ん
で
い
た
。「
私
」
は
影
が
Ｋ
君
を
奪
っ
た
と

い
う
直
感
を
も
と
に
不
幸
な
満
月
の
夜
に
つ
い
て
語
り
だ
す
。

　
 

二
、「
あ
な
た
」
の
存
在

　

作
品
の
冒
頭
か
ら
突
如
現
れ
、
最
後
ま
で
詳
し
く
語
ら
れ
る
こ
と
の

な
い
「
あ
な
た
」
と
い
う
人
物
と
「
私
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
い
く

つ
か
の
先
行
研
究
を
挙
げ
な
が
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

陳
蘇
黔
氏 ２
は
、「
Ｋ
と
は
生
前
か
ら
の
知
り
合
い
と
い
う
間
柄
が
窺

え
る
。（
中
略
）『
あ
な
た
』
に
つ
い
て
、
手
紙
を
書
く
き
っ
か
け
と
な

る
Ｋ
の
溺
死
を
知
ら
せ
て
き
た
人
物
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
何
ら
言
及

が
な
い
こ
と
に
、
意
図
的
な
も
の
が
読
め
る
設
定
（
語
り
手
の
意
図
す

る
も
の
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
）
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
よ
う
に

思
え
る
。」
と
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
大
塚
常
樹
氏 ３
は
、
そ
こ

か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、「『
あ
な
た
』
に
つ
い
て
は
、『
私
』

が
知
り
合
う
よ
り
も
前
か
ら
Ｋ
と
懇
意
で
あ
っ
た
よ
う
に
読
め
る
し
、

海
岸
で
は
Ｋ
の
そ
ば
に
い
な
か
っ
た
こ
と
、
Ｋ
の
死
に
方
に
関
心
を
持

つ
人
物
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
『
あ
な
た
』
と
い
う
呼

び
か
け
方
か
ら
は
、
親
や
先
生
筋
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
、
従
っ
て
、

親
友
、
恋
人
等
は
考
え
ら
れ
よ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
島
村

輝
氏 ４
は
「
こ
の
物
語
の
な
か
で
、『
私
』
に
返
事
を
書
く
よ
う
に
動
機

づ
け
る
手
紙
を
書
い
た
『
あ
な
た
』
は
『
私
』
に
と
っ
て
《
探
偵
》
の
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役
割
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
物
語
、
つ
ま
り
『
Ｋ

の
昇
天
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
全
体
と
し
て
の
そ
の
《
探
偵
》
で
あ

る
『
あ
な
た
』
に
対
し
て
『
Ｋ
の
溺
死
』
に
つ
い
て
の
《
容
疑
者
》
で

あ
る
『
私
』
が
為
し
た
《
釈
明
》《
弁
明
》
と
い
っ
た
観
点
か
ら
読
む

こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
と
い
う
よ
う
に
、
先
の

二
人
と
は
少
し
異
な
る
考
察
を
し
て
い
る
。

　

た
し
か
に
先
行
研
究
が
い
う
よ
う
に
、
わ
ざ
わ
ざ
面
識
の
な
い

「
私
」
に
手
紙
ま
で
送
り
、
Ｋ
の
死
因
に
つ
い
て
の
情
報
を
求
め
て
い

る
点
で
、「
あ
な
た
」
と
Ｋ
と
の
関
係
は
親
密
で
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
大
塚
常
樹
氏
の
い
う
よ
う
に
「
あ
な
た
」
が
Ｋ
の
親
友
や

恋
人
、
恋
愛
の
対
象
と
な
る
人
物
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
Ｋ
の
最

期
に
つ
い
て
切
実
に
知
り
た
が
っ
て
い
る
人
物
に
対
し
て
、「
Ｋ
君
は

と
う

く
月
世
界
へ
行
つ
た
」
な
ど
「
私
」
自
身
も
「
奇
異
な
こ
と
」

だ
と
思
う
考
え
を
、
時
に
は
言
い
切
る
よ
う
な
形
で
、
わ
ざ
わ
ざ
丁
寧

に
返
信
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
点
で
、
島
村
輝
氏
の
「
あ
な

た
」
が
探
偵
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
は
、
恋
仲
と
み
る
よ

り
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
探
偵
の
よ
う
に
真
実

を
追
及
し
よ
う
と
す
る
役
割
を
も
っ
た
人
物
に
対
し
、
先
ほ
ど
も
述
べ

た
よ
う
な
「
私
」
自
身
も
甚
だ
現
実
離
れ
し
て
い
る
と
感
じ
る
話
を
、

釈
明
や
弁
明
と
し
て
話
す
こ
と
は
、
却
っ
て
不
利
で
あ
り
、
苦
し
い
言

い
逃
れ
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
か
ら
は
「
私
」
が
語
る
、「
私
」
と
「
あ
な
た
」
の

関
係
性
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て
み
よ
う
と
思
う
。

　

作
品
冒
頭
部
で
は
、「
そ
し
て
僅
か
�

�

一
と
月
程
の
間
に
、
あ
の
療
養

地
の
Ｎ
海
岸
で
偶
然
に
も
、
Ｋ
君
と
相
識
つ
た
と
い
ふ
様
な
、
一
面
識

�

�

�

も
な
い

�

�

�

私
に
お
手
紙
を
下
さ
る
や
う
に
な
つ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。」

（
傍
点
筆
者
、
以
下
同
様
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
あ
な
た
」
と
は
赤
の
他

人
で
あ
り
、
Ｋ
と
も
知
り
合
っ
て
か
ら
日
が
浅
い
こ
と
を
強
調
す
る
。

続
け
て
「
私
は
あ
な
た
か
ら
の
お
手
紙
で
は
じ
め
て

�

�

�

�

Ｋ
君
の
彼
地
で
の

溺
死
を
知
つ
た
の
で
す
。
私
は
大
層
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

」
と
、
Ｋ
の

死
と
い
う
出
来
事
に
つ
い
て
、
第
三
者
の
立
場
か
ら
衝
撃
を
受
け
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
に
は
「
と
同
時
に
『
Ｋ
君
は
と
う

�

�

�

�

�

く
月
世
�

�

界
へ
行
つ
た

�

�

�

�

�

』
と
思
つ
た
の
で
す
。」
と
、
前
の
文
で
Ｋ
の
死
を
初
め

て
知
り
、
驚
い
て
い
る
人
物
と
同
一
人
物
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
発
言

を
以
て
、
Ｋ
の
死
を
、
ま
る
で
お
と
ぎ
話
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
そ

し
て
、
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
次
に
は
「
ど
う
し
て
私
が
そ

�

�

�

�

�

�

�

ん
な
奇
異
な
こ
と
を
思
つ
た
か

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

、
そ
れ
を
私
は
今
こ
ゝ
で
お
話
し
し
よ

う
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
は
或
は
Ｋ
君
の
死
の
謎
を
解
く
一
つ
の
鍵

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
ふ
か
ら
で
す
。」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で

95 梶井基次郎「Ｋの昇天　（或はＫの溺死）」――「私」の二重性について――



あ
る
。

　

こ
れ
ら
が
、
作
品
の
冒
頭
部
と
い
う
、
物
語
の
方
向
性
を
決
定
づ
け

る
部
分
に
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
ら
を
一
続
き
に
発
し
た
人
物

が
、「
私
」
と
い
う
、
物
語
を
支
配
す
る
語
り
手
で
あ
り
、
Ｋ
と
接
触

を
持
つ
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、「
私
」
と
い
う
こ
の
物
語
を
語
る
人
物
の
立
場
が
、
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
落
ち
着
き
な
く
変
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
以
後
の
「
語
り
」
に
も
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
「
私
」
と
「
あ
な
た
」
と
の
関
係
が
窺
え
る
部
分
に
は
、
他
に
も
以
下

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

・
御
存
じ
で
せ
う
が

�

�

�

�

�

�

�

、
そ
れ
は
ハ
イ
ネ
の
詩
に
作
曲
し
た
も
の
で
、

・ 
あ
な
た
に
も
そ
れ
が
突
飛
で
あ
り
ま
せ
う
や
う
に

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

、
そ
れ
は
私
に
も

實
に
突
飛
で
し
た
。

・
こ
れ
が
Ｋ
君
の
口
調
で
し
た
ね
。

・ 
聞
き
た
ゞ
し
て
は
見
な
か
つ
た
の
で
す
が
、
或
は
そ
れ
が
は
じ
ま
り

か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

一
つ
め
の
書
き
抜
き
で
は
、「
私
」
が
Ｋ
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
夜
、

砂
浜
で
人
か
げ
（
後
の
Ｋ
）
を
見
か
け
、
そ
の
人
影
に
興
味
を
持
ち
、

「
私
」
が
何
と
か
気
を
引
こ
う
と
、
口
笛
で
吹
い
た
曲
に
つ
い
て
の
話

の
際
に
、
ご
存
知
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、
と
「
あ
な
た
」
に
配
慮
す
る

様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
二
つ
目
の
書
き
抜
き
は
、「
私
」
が
Ｋ
に
声

を
か
け
た
後
、
漁
船
の
と
も
で
「
私
」
が
Ｋ
に
浜
辺
で
一
体
何
を
し
て

い
た
の
か
と
尋
ね
た
時
、
Ｋ
が
躊
躇
し
な
が
ら
も
ゆ
っ
く
り
と
、
Ｋ
に

と
っ
て
影
が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
告
白
の
瞬
間
の
場
面
で
あ

る
。
こ
こ
で
も
、「
あ
な
た
」
と
同
様
に
私
に
も
突
飛
な
こ
と
で
し
た

と
、「
私
」
が
「
あ
な
た
」
と
同
じ
よ
う
に
思
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う

一
言
を
、
意
識
的
に
そ
っ
と
添
え
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
Ｋ
が
自
身

に
と
っ
て
影
が
如
何
に
魅
力
的
な
も
の
で
あ
る
か
と
語
る
中
で
、
影
の

光
源
は
、「
電
燈
の
光
線
の
よ
う
な
も
の
で
は
駄
目
だ
。
月
の
光
が
一

番
い
ゝ
」
と
言
っ
た
直
後
、
そ
の
訳
は
Ｋ
自
身
の
経
験
に
よ
る
も
の
な

の
だ
と
、
Ｋ
の
言
葉
を
「
私
」
が
間
接
話
法
で
再
現
し
、「
こ
れ
が
Ｋ

君
の
口
調
で
し
た
ね
」
と
「
あ
な
た
」
に
促
す
の
で
あ
る
。
最
後
の
も

の
は
、
Ｋ
が
「
私
」
に
朝
、「
海
の
眞
向
い
か
ら
登
る
太
陽
の
光
で
作

つ
た
の
だ
と
い
う
、
等
身
の
シ
ル
ウ
エ
ッ
ト
」
を
見
せ
て
く
れ
た
際
に
、

高
校
の
こ
ろ
の
思
い
出
を
話
す
Ｋ
に
つ
い
て
、「
私
」
は
「
そ
ん
な
こ

と
ま
で
話
す
Ｋ
君
で
し
た
。
聞
き
た
ゞ
し
て
は
見
な
か
つ
た
の
で
す
が
、

或
は
そ
れ
が
は
じ
ま
り
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。」
と
意
味
深
な
言
葉
を

残
す
。
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こ
れ
ら
四
つ
の
書
き
抜
き
か
ら
は
、「
あ
な
た
」
と
「
私
」
が
妙
に

親
し
げ
な
様
子
が
窺
え
る
。
最
初
の
三
つ
に
関
し
て
い
え
ば
、
も
と
も

と
「
あ
な
た
」
が
同
意
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
言
い
回
し
で
あ
る
と

い
え
る
し
、
四
つ
め
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
Ｋ
自
ら
個
人
的
な
話
を

「
私
」
に
話
し
た
こ
と
の
強
調
と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、

Ｋ
が
影
に
こ
だ
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
推
察
を
「
あ
な

た
」
に
そ
っ
と
打
ち
明
け
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
も
う
一
度
、「
あ
な
た
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
「
あ
な
た
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
読
者
で
あ
る
わ
た
し
た
ち
に
知
ら

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
て
、
特
定
の
「
誰
か
」
に
結
び
つ
け

る
こ
と
は
極
め
て
困
難
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
本
作

品
の
冒
頭
が
「
お
手
紙
に
よ
り
ま
す
と
、
あ
な
た
は
Ｋ
君
の
溺
死
に
つ

い
て
…
」
と
始
ま
る
よ
う
に
、
Ｋ
の
死
を
「
私
」
に
告
げ
る
大
事
な
役

割
を
担
っ
て
お
り
、「
私
」
は
Ｋ
と
の
過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て
語
る

際
に
、「
あ
な
た
」
の
存
在
を
意
識
し
、
か
つ
「
私
」
は
「
あ
な
た
」

と
一
面
識
も
な
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、「
あ
な
た
」
の
こ
と
を
知
っ
て

い
る
か
の
よ
う
に
親
し
げ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
「
あ
な
た
」
が
実
在
す
る
人
物
で
は

な
い
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。「
あ
な
た
」
と
い
う
存

在
は
、「
私
」
が
Ｋ
の
死
に
つ
い
て
何
ら
か
を
告
白
す
る
た
め
に
設
け

た
架
空
の
人
物
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。「
あ

な
た
」
と
い
う
存
在
の
手
掛
か
り
と
な
る
情
報
は
、
作
品
中
か
ら
ほ
と

ん
ど
確
認
で
き
な
い
上
に
、「
私
」
自
身
「
あ
な
た
」
に
つ
い
て
は
、

一
切
知
る
由
も
な
い
こ
と
を
強
調
し
距
離
を
保
っ
て
い
る
。
し
か
し
一

方
で
、
Ｋ
の
込
み
入
っ
た
事
情
に
関
す
る
話
題
に
対
し
、
実
に
意
図
的

に
含
み
の
あ
る
言
葉
を
添
え
て
い
る
。「
あ
な
た
」
の
立
ち
位
置
が
見

ず
知
ら
ず
の
他
人
で
あ
る
一
方
で
、
妙
に
近
し
い
存
在
で
も
あ
る
と
い

う
二
面
性
は
、
そ
も
そ
も
「
あ
な
た
」
は
「
私
」
が
意
図
し
て
設
け
た

存
在
だ
と
い
う
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
と
、
わ
た
し
は
考
え
る
。

三
、「
私
」
と
Ｋ

　

ま
ず
は
「
私
」
と
Ｋ
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
先
行
研
究
を
挙

げ
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
二
者
の
関
係
を
考
察
し
て
い
く
。

　

は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
事
実
と
し
て
あ
っ
た
の
は
「
Ｋ
の

溺
死
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
Ｋ
の
昇
天
」
と
は
、「
私
」
が

こ
の
事
実
に
対
し
て
は
た
ら
か
せ
た
想
像
の
世
界
で
の
出
来
事
で

あ
る
。（
中
略
）「
Ｋ
の
溺
死
」
を
「
Ｋ
の
昇
天
」
と
し
て
納
得
す

る
と
い
う
こ
と
は
、「
私
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
Ｋ
の
死
の
意
味
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付
け
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。（
中
略
）
Ｋ

に
と
っ
て
「
私
」
は
ま
さ
し
く
自
分
の
影
が
実
体
化
し
た
姿
に
他

な
ら
な
か
っ
た
。（
中
略
）「
私
」
は
「
影
」
で
あ
る
自
身
が
「
Ｋ

の
昇
天
」
に
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
を
物
語
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
、「
私
」
は
そ
の

よ
う
に
「
Ｋ
の
溺
死
」
を
描
き
出
す
こ
と
で
、
今
自
分
が
「
現

実
」
の
中
で
生
き
て
い
く
道
を
歩
ん
で
い
る
こ
と
を
、
高
ら
か
に

宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
島
村
輝
氏 ５
）

 　
「
人
」
を
使
わ
ず
「
影
」
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
」
と

「
影
」
と
の
合
体
、
と
同
時
に
両
者
の
分
離
を
潜
在
的
に
予
想
さ

せ
る
語
彙
に
な
っ
て
い
る
。（
中
略
）
Ｋ
の
み
な
ら
ず
「
私
」
も

「
影
」
の
神
秘
を
解
し
得
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ

う
。「
私
」
の
想
像
す
る
Ｋ
は
、
イ
カ
ル
ス
の
よ
う
に
墜
落
す
る

こ
と
な
く
、
人
格
を
持
っ
た
「
影
」
に
導
か
れ
、
魂
は
月
光
を
遡

っ
て
昇
天
し
、
体
は
干
潮
の
高
波
に
翻
弄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。（
中
略
）
Ｋ
の
溺
死
は
、「
昇
天
」
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
美
的
空
間
へ
の
転
身
と
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
Ｋ
の
昇

天
と
い
う
捉
え
方
は
、
Ｋ
の
溺
死
と
い
う
事
実
を
越
え
Ｋ
と

「
私
」
と
が
二
人
で
紡
ぎ
だ
し
た
美
的
幻
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
濱
川
勝
彦
氏 ６
）

　

Ｋ
と
同
じ
価
値
観
を
共
有
す
る
〈
私
〉
が
、
影
に
魅
せ
ら
れ
、

い
つ
か
は
月
に
照
ら
さ
れ
た
影
に
自
分
の
分
身
が
現
世
の
自
分
を

超
越
し
て
、
月
へ
飛
び
立
ち
、
地
上
に
お
け
る
肉
体
の
自
分
が
滅

ん
で
い
く
こ
と
を
希
求
し
た
〈
私
〉
が
、
身
代
わ
り
の
よ
う
な
Ｋ

と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
自
分
を
見
つ
め
な
お
す
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
っ
た
。
逆
説
に
な
る
が
、
現
実
の
存
在
か
ら
消
え
つ
つ
あ

る
Ｋ
に
再
生
の
力
を
わ
け
て
も
ら
い
、
現
実
社
会
に
適
応
す
る
よ

う
、
や
り
直
し
を
決
意
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
陳
蘇
黔
氏 ７
）

　

濱
川
勝
彦
氏
や
陳
蘇
黔
氏
は
と
も
に
、
出
会
っ
た
当
初
か
ら
、
絶
え

ず
影
に
こ
だ
わ
る
Ｋ
に
対
し
て
、「
私
」
が
理
解
の
あ
る
態
度
で
接
し

て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
島
村
輝
氏
や
濱
川
勝
彦
氏
が
述
べ
て

い
る
、
Ｋ
の
死
を
昇
天
と
意
味
づ
け
、
幻
想
世
界
に
閉
じ
込
め
る
こ
と

で
、「
私
」
自
身
は
現
実
世
界
を
生
き
て
い
く
の
だ
と
い
う
考
え
は
、

本
文
中
の
「
私
が
稍
健
康
を
取
戻
し
、
此
方
へ
歸
る
決
心
が
出
來
る
や

う
に
な
つ 
た  
に 
反
し
、
Ｋ
君
の
病
氣
は
徐
々
に
進
ん
で
ゐ
た
や
う
に
思

マ 

マ

は
れ
ま
す
。」
と
い
う
部
分
に
着
目
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
病
が
快
方
に
向
か
い
、
Ｎ
を
去
る
「
私
」
に
関
し
て
、
島
村
輝
氏
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は
、「『
私
』
は
そ
の
よ
う
に
『
Ｋ
の
溺
死
』
を
描
き
出
す
こ
と
で
、
今

自
分
が
『
現
実
』
の
中
で
生
き
て
い
く
道
を
歩
ん
で
い
る
こ
と
を
、
高

ら
か
に
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
、
濱
川
勝
彦
氏
は
、「
Ｋ

の
昇
天
と
い
う
捉
え
方
は
、
Ｋ
の
溺
死
と
い
う
事
実
を
越
え
Ｋ
と

『
私
』
と
が
二
人
で
紡
ぎ
だ
し
た
美
的
幻
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。」
と

考
え
て
お
り
、
ま
た
、
陳
蘇
黔
氏
は
「
私
」
が
「
現
実
の
存
在
か
ら
消

え
つ
つ
あ
る
Ｋ
に
再
生
の
力
を
わ
け
て
も
ら
い
、
現
実
社
会
に
適
応
す

る
よ
う
、
や
り
直
し
を
決
意
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
と
述
べ
て

い
る
。

　

わ
た
し
は
、
彼
ら
三
者
が
い
う
よ
う
に
、「
私
」
が
Ｋ
と
は
異
な
る

世
界
で
生
き
て
い
く
結
果
と
な
っ
た
と
い
う
考
え
に
は
い
く
ら
か
納
得

で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
と
も
と
「
私
」
自
身
が
病
に
侵
さ
れ
て

い
た
と
い
う
点
が
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
は
、
作
品

中
の
「
私
」
の
様
子
に
つ
い
て
書
か
れ
た
部
分
の
引
用
で
あ
る
。

そ
れ
は
何
時
頃
だ
つ
た
か
、
私
が
Ｎ
へ
行
つ
て
は
じ
め
て
の
滿
月

の
晩
で
す
。
私
は
病
氣
の
故
で
そ
の
頃
夜
が
ど
う
し
て
も
眠
れ
な

い
の
で
し
た
。

 　
「
私
」
が
Ｋ
と
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
先
の
文
に
も
あ
る
よ

う
に
「
私
」
が
療
養
の
た
め
に
Ｎ
と
い
う
場
所
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
が

そ
も
そ
も
の
始
ま
り
な
の
で
あ
る
。
病
名
や
病
状
に
つ
い
て
こ
そ
本
文

中
で
は
詳
し
く
書
か
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
病
で
あ
れ
、

夜
も
眠
れ
ず
に
い
る
「
私
」
が
精
神
的
に
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
病
の
た
め
に
不
安
定
な
状
態
で
あ
る
「
私
」
が
語
る
Ｋ
と

出
会
う
前
の
場
面
で
の
情
景
描
写
に
、
影
を
意
識
し
た
表
現
が
あ
る
こ

と
に
注
目
し
た
い
。

　
・ 
そ
の
晩
も
と
う
と
う
寐
床
を
起
き
て
仕
舞
ひ
ま
し
て
、
幸
ひ
月
夜
で

も
あ
り
、
旅
館
を
出
て
、
錯
落
と
し
た
松
樹
の
影�

を
踏
み
な
が
ら
砂

濱
へ
出
て
行
き
ま
し
た
。

・ 
引
き
上
げ
ら
れ
た
漁
船
や
、
地
引
網
を
巻
く
轆
轤
な
ど
が
白
い
砂
に

鮮
や
か
な
影�

を
落
と
し
て
い
る
他
、
濱
に
は
何
の
人
影

�

�

も
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

こ
れ
ら
は
、「
私
」
が
Ｋ
と
の
出
会
い
を
語
る
最
初
の
部
分
を
引
用

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
「
私
」
は
ま
だ
Ｋ
の
姿
す
ら
目
に
し

て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
文
中
に
既
に
影
を
意
識
し
た
表
現
が

あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
後
「
私
」
が
浜
辺
で
Ｋ
を
見
つ
け
、
不
審
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に
思
い
な
が
ら
も
興
味
を
持
ち
、
恐
る
恐
る
話
し
か
け
る
場
面
へ
と
入

る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
も
Ｋ
か
ら
「
影
の
話
」
を
聞
く
以
前
に
、「
私
」

は
Ｋ
の
こ
と
を
十
二
回
も
「
人
影
�

�

」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
は
、「
私
」
が
Ｋ
か
ら
の
影
響
で
影
に
意
識
が
向
く
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
Ｋ
と
懇
意
に
な
る
よ
り
も
前
か
ら
す
で

に
影
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、「
私
」
と
Ｋ
と
の
関
係
性
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
き
た
い
。「
私
」
に
と
っ
て
Ｋ
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

Ｋ
と
の
出
会
い
は
「
あ
の
療
養
地
の
Ｎ
海
岸
で
偶
然
に
」
見
か
け
た

こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
海
を
眺
め
て
い
た
「
私
」
が
視
線
を
浜
辺

へ
と
移
す
と
、
そ
こ
に
は
自
分
以
外
に
一
つ
の
人
影
に
気
づ
く
。「
私
」

は
、
そ
の
人
影
（
後
の
Ｋ
）
が
何
か
落
し
物
を
捜
す
よ
う
に
砂
浜
を
行

っ
た
り
来
た
り
す
る
様
子
が
気
が
か
り
で
あ
っ
た
。
何
と
か
気
を
引
こ

う
と
口
笛
を
吹
き
て
み
る
も
の
の
、
何
の
効
果
も
な
い
。
そ
こ
で
い
よ

い
よ
そ
の
人
影
に
近
づ
い
て
い
く
う
ち
に
、「
彼
の
人
」
が
落
し
物
を

捜
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
影
を
踏
ん
で
ゐ
る
」
と
こ
ろ
を
見
て
し

ま
う
。
意
を
決
し
て
人
影
に
話
し
か
け
る
と
、
深
い
瞳
の
Ｋ
が
振
り
返

り
、
極
ま
り
悪
そ
う
に
「
自
分
の
影
を
見
て
ゐ
た
」
と
言
う
。

　

こ
の
場
面
で
、
一
つ
注
目
す
べ
き
点
は
、「
私
」
は
Ｋ
が
影
を
踏
ん

で
い
る
の
を
目
撃
し
た
と
い
う
の
に
対
し
、
Ｋ
は
自
分
の
影
を
見
て
い

た
だ
け
だ
と
い
っ
て
い
て
、
両
者
に
食
い
違
い
が
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
の
相
違
が
単
な
る
「
私
」
の
見
間
違
い
に
留
ま
る
こ
と
で

は
な
く
、
実
在
と
し
て
在
る
本
来
の
Ｋ
と
「
私
」
を
通
し
て
み
る
Ｋ
に

違
い
が
生
じ
て
い
る
こ
と
の
表
れ
だ
と
わ
た
し
は
考
え
る
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
あ
な
た
」
と
い
う
人
物
は
、
Ｋ
と
い
う

人
物
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
「
私
」
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
架
空
の
存

在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
や
、「
私
」
が
Ｋ
を
砂
浜
で
見
か
け
て
、
話
し

か
け
よ
う
と
近
づ
い
た
際
に
、「
私
」
は
Ｋ
が
Ｋ
の
影
を
踏
ん
で
い
る

と
こ
ろ
を
見
て
し
ま
っ
た
と
語
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
Ｋ
は
「
私
」

に
砂
浜
で
一
体
何
を
し
て
い
た
の
か
と
問
わ
れ
た
と
き
に
、
自
分

（
Ｋ
）
の
影
を
見
て
い
た
と
い
う
食
い
違
い
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
踏
ま
え
て
、
本
作
品
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
と
、
わ
た
し
は
、

こ
の
物
語
が
、
病
に
よ
っ
て
不
安
定
な
心
持
で
あ
る
「
私
」
が
、
実
在

す
る
Ｋ
と
「
私
」
が
生
き
る
現
実
と
は
異
な
る
、
幻
想
の
世
界
を
同
時

に
持
ち
合
わ
せ
、「
私
」
の
中
で
そ
の
二
つ
の
世
界
が
併
存
す
る
と
い

う
こ
と
を
「
私
」
自
身
が
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
不
可
思
議
な
世
界
観

を
「
あ
な
た
」
と
い
う
架
空
の
他
人
を
設
け
、
告
白
し
て
い
る
物
語
で

あ
る
と
考
え
る
。

　

次
に
引
用
す
る
も
の
の
語
り
方
に
注
目
し
て
み
よ
う
と
思
う
。 
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―
―
と
い
ふ
譯
は
、
自
分
は
自
分
の
經
驗
で
さ
う
信
じ
る
よ
う
に

な
つ
た
の
で
、
或
は
私
自
身
に
し
か
さ
う
で
あ
る
の
に
�
ぎ
な
い

か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
そ
れ
が
客
觀
的
に
最
上
で
あ
る
に
し
た
處

で
、
ど
ん
な
根
據
で
さ
う
な
の
か
、
そ
れ
は
非
常
に
深
遠
な
こ

と
ゝ
思
ひ
ま
す
。
ど
う
し
て
人
間
の
頭
で
そ
ん
な
こ
と
が
わ
か
る

も
の
で
す
か
。
―
―
こ
れ
が
Ｋ
君
の
口
調
で
し
た
ね
。
何
よ
り
も

Ｋ
君
は
自
分
の
感
じ
に
頼
り
、
そ
の
感
じ
の
由
つ
て
來
た
る
所
を

説
明
出
來
な
い
神
秘
の
な
か
に
置
い
て
ゐ
ま
し
た
。

然
し
私
は
そ
の
直
感
を
固
執
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
自
身

に
と
つ
て
も
そ
の
直
感
は
參
考
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
本
當

の
死
因
、
そ
れ
は
私
に
と
つ
て
も
五
里
霧
中
で
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
目
の
引
用
は
、
Ｋ
が
影
に
つ
い
て
語
る
様
子
を
「
私
」
が
間
接

引
用
で
説
明
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
間
接
引
用
で
あ
る
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
Ｋ
の
発
言
に
は
少
な
か
ら
ず
「
私
」
の
介

入
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
二
つ
目
は
、「
私
」
が
「
私
」

の
直
感
を
も
と
に
、
Ｋ
の
最
期
に
つ
い
て
語
り
だ
す
直
前
の
断
わ
り
の

部
分
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
引
用
は
そ
れ
ぞ
れ
直
感
の
来
た
る
所
に
つ

い
て
語
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
が
、
直
感
の
由
っ
て
来
た
る
所
が
「
神

秘
」
で
あ
る
こ
と
と
、「
本
當
の
死
因
」
が
「
五
里
霧
中
」
で
あ
る
と

い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
考
え
出

所
を
巧
妙
に
暈
し
て
い
る
と
い
う
点
で
酷
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
類
似
点
か
ら
も
、
Ｋ
と
い
う
人
物
が
あ
る
点
で
非
常
に
「
私
」
に

似
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

　

そ
し
て
こ
こ
で
、「
私
」
が
語
る
Ｋ
の
最
期
の
瞬
間
に
つ
い
て
考
え

た
い
。

　

ま
ず
「
私
」
は
、
あ
く
ま
で
自
分
の
直
感
を
も
と
に
、「
そ
の
不
幸

な
満
月
の
夜
の
こ
と
を
假
に
組
み
立
て
」
よ
う
と
思
う
、
と
幾
ら
か
大

げ
さ
な
断
り
を
入
れ
る
。
そ
し
て
、
本
暦
で
調
べ
た
と
い
う
デ
ー
タ
を

も
と
に
、
月
齢
や
月
の
出
、
月
が
南
中
す
る
時
刻
を
細
か
く
並
べ
、
Ｋ

が
海
へ
と
近
づ
く
様
子
を
推
察
し
語
り
継
い
で
い
く
。
以
下
は
作
品
末

尾
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　

私
は
Ｋ
君
が
海
へ
入
っ
た
の
は
こ
の
時
刻
の
前
後
で
は
な
い
か

と
思
ふ
の
で
す

�

�

�

�

�

。
私
が
は
じ
め
て
Ｋ
君
の
後
姿
を
、
あ
の
満
月
の

夜
に
砂
濱
に
見
出
し
た
の
も
ほ
ゞ
南
中
の
時
刻
だ
つ
た
の
で
す
か

ら
。
そ
し
て
も
う
一
歩
想
像
を
�
め
る
な
ら
ば

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

、
月
が
少
し
西
へ

傾
き
は
じ
め
た
頃
と
思
い
ま
す

�

�

�

�

。
若
し
左
う
と
す
れ
ば

�

�

�

�

�

�

�

�

、
Ｋ
君
の
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所
謂
一
尺
乃
至
二
尺
の
影
は
北
側
と
云
つ
て
も
稍
東
に
偏
し
た
方

向
に
落
ち
る
譯
で
Ｋ
君
は
そ
の
影
を
�
ひ
な
が
ら
海
岸
線
を
斜
に

海
へ
歩
み
入
つ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

Ｋ
君
は
病
と
共
に
精
神
が
鋭
く
尖
り
、
そ
の
夜
は
影
が
本
當
に

「
見
え
る
も
の
」
に
な
つ
た
の
だ
と
思
は
れ
ま
す

�

�

�

�

�

。
肩
が
現
は
れ
、

頸
が
顕
は
れ
、
微
か
な
眩
暈
の
如
き
も
の
を
覚
え
る
と
共
に
、

「
氣
配
」
の
な
か
ゝ
ら
遂
に
頭
が
見
え
は
じ
め
、
そ
し
て
或
る
瞬

間
が
過
ぎ
て
、
Ｋ
君
の
魂
は
月
光
の
流
れ
に
逆
ら
ひ
な
が
ら
徐
々

に
月
の
方
へ
登
つ
て
ゆ
き
ま
す

�

�

�

�

。
Ｋ
君
の
身
體
は
段
々
意
識
の
支

配
を
失
ひ
、
無
意
味
な
歩
み
は
一
歩
々
々
海
へ
近
づ
い
て
行
く
の

�

�

�

で
す
�

�

。
影
の
方
の
彼
は
�
に
一
箇
の
人
格
を
持
ち
ま
し
た

�

�

�

�

�

。
Ｋ
君

の
魂
は
な
ほ
高
く
昇
天
し
て
ゆ
き
ま
す

�

�

�

�

。
そ
し
て
そ
の
形
骸
は
影

の
彼
に
導
か
れ
つ
ゝ
、
機
械
人
形
の
様
に
海
へ
歩
み
入
つ
た
の
で

は
な
い
で
せ
う
か
。
次
い
で
干
潮
時
の
高
い
浪
が
Ｋ
君
を
海
中
へ

仆
し
ま
す

�

�

�

�

。
若
し
そ
の
と
き
形
骸
に
感
覚
が
蘇
つ
て
く
れ
ば
、
魂

は
そ
れ
と
共
に
元
へ
歸
つ
た
の
で
あ
り
ま
す

�

�

�

�

�

�

�

�

�

。（
中
略
）

　

Ｋ
君
の
身
體
は
仆
れ
る
と
共
に
沖
へ
�
ば
れ
ま
し
た

�

�

�

�

�

�

。
感
覚
は

ま
だ
蘇
り
ま
せ
ん

�

�

�

�

�

。
次
の
浪
が
濱
邊
を
引
摺
り
あ
げ
ま
し
た

�

�

�

�

�

�

�

�

。
感

覚
は
ま
だ
歸
り
ま
せ
ん

�

�

�

�

�

。
ま
た
、
沖
へ
引
去
ら
れ
、
ま
た
濱
邊
へ

叩
き
つ
け
ら
れ
ま
し
た

�

�

�

�

�

�

�

�

�

。
然
も
魂
は
月
の
方
へ
昇
天
し
て
ゆ
く
の

�

�

�

�

�

�

�

で
す
�

�

。

　

�
に
肉
體
は
無
感
覚
で
終
わ
り
ま
し
た

�

�

�

�

�

�

。
干
潮
は
十
一
時
五
十

六
分
と
記
載
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
時
刻
の
激
浪
に
形
骸
の
翻
弄

を
委
ね
た
ま
ゝ
、
Ｋ
君
の
魂
は
月
へ
月
へ
、
飛
翔
し
去
つ
た
の
で

�

�

�

�

�

�

�

�

あ
り
ま
す

�

�

�

�

。

　

こ
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
私
」
の
語
り
方
が
、
は
じ
め

の
う
ち
は
、
丁
寧
に
「
〜
と
思
い
ま
す
」
と
「
不
幸
な
満
月
の
夜
の
こ

と
」
を
、
想
像
を
も
と
に
語
る
様
子
が
窺
え
た
が
、
引
用
部
分
に
も
あ

る
よ
う
に
、
Ｋ
に
と
っ
て
「
影
が
本
當
に
『
見
え
る
も
の
』
に
な
つ

た
」
直
後
か
ら
は
、
一
転
し
て
、
今
ま
さ
に
目
の
前
で
起
き
て
い
る
こ

と
の
よ
う
に
確
信
を
持
っ
た
口
調
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。
こ
の
転
換
は
、
先
に
述
べ
た
「
私
」
の
不
安
定
さ
や
、「
私
」
が

現
実
と
は
異
な
る
世
界
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
表
し
て

い
る
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
品
冒
頭
で
は
あ
た
か
も
「
あ
な
た
」

と
い
う
人
物
か
ら
突
然
受
け
た
手
紙
へ
の
返
信
と
い
う
形
を
と
っ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
品
末
尾
で
は
み
ご
と
に
破
綻
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
こ
の
作
品
は
、
冒
頭
で
手
紙
の

返
信
と
い
う
形
を
提
示
し
な
が
ら
も
、
最
後
は
Ｋ
の
死
に
立
ち
会
っ
た
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か
の
よ
う
な
臨
場
感
の
あ
る
語
り
へ
と
変
化
す
る
こ
と
や
、
そ
の
途
中

途
中
で
、「
私
」
が
こ
の
物
語
を
語
る
た
め
に
作
り
あ
げ
た
「
あ
な
た
」

と
い
う
人
物
に
対
し
て
同
意
を
求
め
る
よ
う
な
、
非
常
に
意
識
的
な
一

言
が
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
語
り
手
で
あ
る
の
語
り
が
不
安
定
で

あ
る
こ
と
が
実
に
巧
妙
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
の
魅

力
で
あ
る
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
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