
は
じ
め
に

夏
目
漱
石

『

行
人』

は

｢

東
京
朝
日
新
聞｣

｢
大
阪
朝
日
新
聞｣

に
一
九
一
二

(

大
正
元)

年
十
二
月
六
日
か
ら
一
九
一
三

(

大

正
二)

年
四
月
七
日
ま
で
連
載
、
漱
石
の
胃
潰
瘍
再
発
と

〈

神
経
衰
弱〉

の
た
め
、
約
五
ヶ
月
の
休
載
を
経
て
、
一
九
一
三

(

大
正

二)

年
九
月
一
八
日
か
ら
連
載
を
再
開
し
、
一
一
月
一
五
日
に
連
載
を
終
え
た
。
そ
の
後
、
一
九
一
四

(

大
正
三)

年
一
月
七
日
に

大
倉
書
店
か
ら
初
刊
本

『

行
人』

が
発
行
さ
れ
た
。

先
行
研
究
で
は
、
新
聞
連
載
の
途
中
に
約
五
ヶ
月
の
中
断
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
特
に

｢

塵
労｣

の
章
を
作
品
の
構
成
の
上

で
の

｢

分
裂｣

と
と
る
論

(

１)

が
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
江
藤
淳
の
よ
う
に

『
行
人』

の
テ
ー
マ
を

｢『

我
執』

の
主
題
の
追
究

(

２)｣

と

す
る
こ
と
で
一
郎
を
物
語
の
中
心
に
据
え
、
作
品
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
論

(

３)
も
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
小
宮
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豊
隆
が

｢

観
察
者
と
し
て
の
位
置
に
立
つ
て
ゐ
る

(

４)｣

と
定
め
た
二
郎
の
立
場
を
見
直
す
動
き
も
現
れ
た
。
橋
本
佳
は
二
郎
か
ら
直
へ

の
恋
心
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
一
郎
と
の
対
話
を
避
け
よ
う
と
す
る
二
郎
の
行
動
を
論
拠
と
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

二
郎
が
一
郎
か
ら
何
回
催
促
さ
れ
て
も
、
和
歌
山
の
報
告
を
つ
い
に
し
な
か
っ
た
の
は
、
報
告
す
る
材
料
が
な
か
っ
た
か
ら

で
は
な
く
て
、
和
歌
山
で
の
行
動
が
、
一
郎
の
前
で
正
直
に
は
語
り
得
ぬ
よ
う
な
種
類
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う

(

５)

。

伊
豆
利
彦
は
さ
ら
に
、
二
郎
の
語
り
の
時
制
に
着
目
し
、
二
郎
が
語
る

〈

現
在〉

に
お
い
て
、
二
郎
の
直
へ
の
気
持
ち
が
一
郎
を

狂
気
に
か
り
た
て
て
い
る

(

６)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
に
対
し
て
山
尾
仁
子
は
、
二
郎
は

｢

既
に
一
郎
の
妻
と
な
っ
た
お
直
を

〈

嫂〉

と
し
て
よ
り
外
に
見
て
い
な
い

(

７)｣

と
述
べ
、
二
郎
に
と
っ
て
直
は
恋
愛
の
対
象
に
な
り
え
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
論
じ
て
い
る
。

二
郎
の
直
へ
の
思
慕
に
つ
い
て
の
論
争
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
当
初
、
一
郎
の
苦
悩
に
焦
点
を
当
て
、｢

観
察
者｣

や
狂
言
回
し

と
し
て
し
か
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
二
郎
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
っ
た
論
が
多
く
提
出
さ
れ
て
い
る
。
有
名
な
の
は
、

重
松
泰
雄
が
い
わ
ゆ
る

〈

二
郎
説
話〉

は
直
と
二
郎
の
恋
愛
問
題
の
み
で
な
く
、｢

嫂
に
近
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て｣

二
郎
は
一
郎
の

孤
独
に
近
付
き
、〈

一
郎
説
話〉

の
重
要
な

｢

前
提｣
と
な
っ
て
い
る
と
論
じ
た
も
の
で
あ
る

(

８)

。

ま
た
、
近
年
着
目
さ
れ
て
い
る

『

行
人』

読
解
へ
の
視
点
の
一
つ
と
し
て
、
二
郎
に
よ
る
語
り
に
つ
い
て
の
論
が
展
開
さ
れ
て
き

た
。
佐
藤
泉
は
、『

行
人』

の
時
制
の
不
一
致
に
着
目
し
、
構
成
や
主
題
が
そ
の
た
め
に

｢

捩
れ｣

て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る

(

９)

。
そ

の
他
に
も
、『

行
人』

の
構
想
の
転
換
を
指
摘
す
る
論

(

�)

な
ど
、
作
品
内
に
お
け
る
テ
ー
マ
の
連
続
性
や
非
連
続
性
に
着
目
し
な
が
ら

多
く
の
論
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
先
行
研
究
で
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
郎
が

『

行
人』

の
地
の
文
に
お
い
て
視
点
人
物
で
あ
る
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に
も
関
わ
ら
ず
、
直
に
恋
慕
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
あ
る
程
度

〈

ど
の
よ
う
に
も
読
め
る〉

よ
う
に
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二

郎
は
、
自
ら
が
見
聞
き
し
た
情
報
を
統
合
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
の
う
え
、
情
報
を
ま
と
め
、｢

現
在｣

の
彼
の
立
場
か
ら
物
事

や
人
物
を
評
価
す
る
こ
と
も
殆
ど
な
い
。
視
点
人
物
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
二
郎
は

｢

語
る｣

こ
と
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
本
論
で
は
、
本
来

｢

解
る｣

は
ず
の
立
場
で
あ
る
二
郎
は
な
ぜ

｢

解
ら
な
い｣

と
語
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
触
れ

な
が
ら
、
先
行
研
究
で
は
あ
ま
り
分
析
、
考
察
さ
れ
な
か
っ
た
直
の
形
象
に
つ
い
て
考
え
る
。
二
郎
が
一
郎
に
対
し
て
応
答
す
る
直

の

｢

人
格｣

は
何
を
指
し
、
語
り
の
う
え
で
そ
の
言
葉
は
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
行
く
。

一
、『

行
人』
の
語
り

『

行
人』

は
、
二
郎
が
大
阪
に
到
着
す
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。｢

友
達｣

三
章
ま
で
は
作
品
内
現
在
の
二
郎
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
描
か
れ
る
。
し
か
し
、｢

友
達｣
四
章
冒
頭
に
お
い
て
急
遽
地
の
文
で
以
下
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

そ
れ
は
夕
方
の
比
較
的
長
く
続
く
夏
の
日
の
事
で
あ
つ
た
。
二
人
の
歩
い
て
ゐ
る
岡
の
上
は
殊
更
明
る
く
見
え
た
。

(｢

友
達｣

四)

こ
の
一
文
か
ら
、
視
点
人
物
は
二
郎
の
み
で
は
な
く
、
二
郎
と
岡
田
の
こ
と
を

｢

二
人｣

と
い
う
人
称
を
用
い
て
語
る
語
り
手
が

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
さ
ら
に
地
の
文
で
は
、｢

其
晩｣
や

｢

其
日｣

、｢

其
時｣

と
い
っ
た
時
制
を
用
い
て
語
ら

れ
る
場
面
が
頻
発
す
る

(

�)

。
つ
ま
り
、『

行
人』

に
お
け
る
二
郎
は
主
な
視
点
人
物
で
は
あ
る
が
、
二
郎
の
視
点
を
離
れ
て
物
語
を
進

397



行
さ
せ
る
語
り
手
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
二
郎
は
、｢

其
晩｣
｢

其
日｣

と
い
っ
た
指
示
語
で
時
間
を
示
す
こ
と
が
出

来
る

〈

現
在〉

に
存
在
し
、
そ
の
地
点
で
の
視
点
で
語
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

二
郎
の
語
り
に
つ
い
て
、
佐
藤
泉
は
、
二
郎
が
語
る｢

今｣
(

＝｢

象
徴
的〈

今〉)

と
出
来
事
が
起
こ
る
現
時
点
と
し
て
の｢

今｣

(

＝

｢
そ
の
都
度
の

〈

今〉
｣)

が
両
立
さ
れ
て
い
る
構
成
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。
ま
た
、『

行
人』

に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る

｢

盲
女｣

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
、
駒
尺
喜
美
は
、｢

盲
女
は
ほ
と
ん
ど
彼
女
の
一
生
を
か
け
て
真
実
を
求
め
て
き
た
。
だ
が
人
は

け
っ
し
て
そ
れ
を
与
え
よ
う
と
は
し
な
い

(

�)｣

こ
と
を
決
定
的
に
一
郎
に
示
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
生
方
智
子
は｢

精
神
病
の
娘
さ
ん｣

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て

｢

語
り
手
の
無
意
識
レ
ベ
ル
に
は

〈

女
は
何
を
欲
望
し
て
い
る
の
か〉

、
さ
ら
に
は

〈

二
郎
は
何
を
欲
望

し
て
い
る
の
か〉

と
い
う
謎
が
、
語
り
手
の
意
識
レ
ベ
ル
に
は

〈

一
郎
は
狂
気
な
の
か〉

と
い
う
謎
が
配
分
さ
れ
る

(

�)｣

と
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
論
に
対
し
て
、
野
網
摩
利
子
は
以
下
の
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
小
説
内
挿
話
の
位
置
づ
け
も
明
確
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
話
は
、
登
場
人
物
の
心
理
の
方
向
性
を

決
め
て
い
く
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
。
一
郎
は
、
そ
れ
ら
の
話
を
誰
よ
り
も
真
剣
に
受
け
と
め
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
話
中
の
人

物
が
持
っ
て
い
た
心
理
の
傾
斜
が
身
に
付
い
た
。(
中
略)

諸
話
の
言
葉
と
そ
れ
が
持
っ
て
い
た
心
理
の
時
間
形
式
に
魅
せ
ら

れ
た
一
郎
が
、
し
だ
い
に
あ
の
切
迫
し
た
心
理
と
言
動
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い

(

�)

。

野
網
は
語
り
手

(

一
郎
・
二
郎)

は
語
ら
れ
た
話
か
ら
自
身
の
心
理
を
構
成
し
、
彼
ら
も
ま
た
、
物
語
を
語
り
出
し
て
い
る
こ
と

に
着
目
し
て
い
る
。
駒
尺
は
一
郎
だ
け
を
対
象
に
し
て
い
た
が
、
野
網
は
二
郎
も
一
郎
と
同
様
に
同
様
に
、
自
身
が
語
る
内
容
か
ら

影
響
を
受
け
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
下
敷
き
に
、
本
章
で
は
、
二
郎
が

｢

語
る｣

時
間
の
整
理
と
、
二
郎

398



の

｢

語
り｣

と
視
点
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
る
。

ま
ず
、
語
り
手
の
時
制
と

〈

現
在〉

と
の
距
離
に
つ
い
て
整
理
す
る
た
め
に
、
過
去
に
お
け
る
日
時
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。

次
の
引
用
は

｢

友
達｣

の
章
で
三
沢
と
二
郎
が
話
す
場
面
で
あ
る
。

｢

あ
の
女
は
君
を
覚
え
て
ゐ
た
か
い｣

／

｢

覚
え
て
ゐ
る
さ
。
此
間
会
つ
て
、
僕
か
ら
無
理
に
酒
を
呑
ま
さ
れ
た
許
だ
も
の｣

／

｢

恨
ん
で
ゐ
た
ら
う｣

／
今
迄
横
を
向
い
て
そ
つ
ぼ
へ
口
を
利
い
て
ゐ
た
三
沢
は
、
此
時
急
に
顔
を
向
け
直
し
て
き
つ
と
正

面
か
ら
自
分
を
見
た
。
其
変
化
に
気
の
付
い
た
自
分
は
す
ぐ
真
面
目
な
顔
を
し
た
。
け
れ
ど
も
彼
が
あ
の
女
の
室
に
入
つ
た
時
、

二
人
の
間
に
何
ん
な
談
話
が
交
換
さ
れ
た
か
に
就
て
、
彼
は
遂
に
何
事
を
も
語
ら
な
か
つ
た
。

(｢

友
達｣

三
十
一)

傍
線
部
の

｢

彼
は
遂
に
何
事
を
も
語
ら
な
か
つ
た｣

は
、
語
り
手
の
二
郎
が
三
沢
と
会
話
し
て
い
た
時
間
よ
り
も
未
来
に
あ
る

〈

現
在〉

か
ら
当
時
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
語
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。｢

友
達｣

以
外
の
章
で
も
、
特
徴
的
な
語
り
が
所
々
に
見

ら
れ
る
が
、
二
郎
が
語
る

｢

其
時｣

や

｢

此
時｣
は
具
体
的
に
何
年
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
作
品
内
に
手
掛
か
り
は
な
い

(

�)

。

〈

現
在〉

の
視
点
を
持
つ
二
郎
の
語
り
は
ど
の
よ
う
な
効
果
を
生
む
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
引
用
は

｢

帰
つ
て
か
ら｣

二
章
に
お
け

る
一
郎
の
眠
り
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。

彼
は
聖
者
の
如
く
只
す
や
�
�
と
眠
つ
て
ゐ
た
。
此
眠
方
が
自
分
に
は
今
で
も
不
審
の
一
つ
に
な
つ
て
ゐ
る
。

(｢

帰
つ
て
か
ら｣

二)
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こ
の
箇
所
に
対
応
す
る
記
述
と
し
て
、
Ｈ
さ
ん
の
語
り
に
よ
る

『

行
人』

終
末
の
部
分
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
一
郎
が

｢

ぐ
う
�
�

寐
て
ゐ｣

(｢

塵
労｣

五
十
二)

る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、｢

帰
つ
て
か
ら｣

二
章
に
お
い
て
二
郎
は
一
郎
の
睡
眠
を

｢
不
審｣

に
感
じ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
や
、
一
郎
が
家
族
の
前
で
よ
く
眠
れ
な
い
と
い
う
状
態
が

〈

現
在〉

ま
で
ず
っ
と
続
い
て

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
読
者
に
提
示
す
る
。

さ
ら
に
、〈
現
在〉

の
二
郎
と
そ
の
他
の
登
場
人
物
の
関
係
や
距
離
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
。
以
下
は

〈

現
在〉

の
二
郎
と
重
と

の
交
流
を
推
測
さ
せ
る
箇
所
で
あ
る
。

自
分
は
今
で
も
雨
で
叩
か
れ
た
や
う
な
お
重
の
仏
頂
面
を
覚
え
て
ゐ
る
。
お
重
は
又
石
�
を
溶
い
た
金
盥
の
中
に
顔
を
突
込

ん
だ
と
し
か
思
は
れ
な
い
自
分
の
異
な
顔
を
、
何
う
し
て
も
忘
れ
得
な
い
さ
う
で
あ
る
。

(｢

帰
つ
て
か
ら｣

九)

ま
た
、
次
の
箇
所
は
、〈

現
在〉

の
二
郎
に
も
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

け
れ
ど
も
書
斎
に
入
つ
た
彼
女
が
兄
と
差
向
ひ
で
何
ん
な
談
話
を
し
た
か
、
そ
れ
は
今
だ
に
知
る
事
を
得
な
い
。
自
分
丈
で

は
な
い
、
其
委
細
を
知
つ
て
ゐ
る
も
の
は
、
彼
等
二
人
よ
り
以
外
に
、
恐
ら
く
天
下
に
一
人
も
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。

(｢

帰
つ
て
か
ら｣

三
十
四)

こ
の
部
分
は
、
一
郎
と
貞
が
当
時
の
こ
と
を
話
さ
な
い
、
も
し
く
は
話
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
読
者
に
提
示
し

て
い
る
。
こ
の
疑
問
は
、
物
語
全
編
を
通
し
て
読
ん
で
も

｢

解
決｣

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
な
伏
線
を
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張
る
よ
う
な
語
り
に
よ
っ
て
、
二
郎
が
示
さ
な
い

(

も
し
く
は
示
せ
な
い)

こ
と
を
想
像
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
連
載

中
断
後
の

｢

塵
労｣

に
お
い
て
も

｢

帰
つ
て
か
ら｣

ほ
ど
で
は
な
い
が
、
二
郎
の

〈

現
在〉

か
ら
の
視
点
が
見
ら
れ
る
。

物
語
全
編
を
通
し
て
、
基
本
的
に
過
去
形
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に

｢

今
だ
に｣

｢

今
で
も｣

な
ど
の
語
か
ら
、
過
去
完
了
の

視
点
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
二
郎
が
知
り
得
な
い
こ
と
に
は
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
語
り
の
視
点
に
つ

い
て
は

『
行
人』
の
語
り
は
二
郎
の
視
点
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
二
郎
の
視
点
を
通
し
て
語
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
二
郎
が
知
り
得
な
か
っ
た
こ
と
は
描
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
ゆ
え
に
、
不
可
視
の
部
分
と
い
っ
た
も
の
が
出
来
て

し
ま
う
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

特
に
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
二
郎
は

〈

現
在〉

、
後
悔
や

｢

懺
悔｣

の
念
を
持
っ
て
物
語
を
編
ん
で
い
る
よ

う
で
あ
る

(

�)

。
自
分
は
此
時
の
自
分
の
心
理
状
態
を
解
剖
し
て
、
今
か
ら
顧
み
る
と
、
兄
に
調
戯
ふ
と
い
ふ
程
で
も
な
い
が
、
多
少
彼
を
焦

ら
す
気
味
で
ゐ
た
の
は
慥
で
あ
る
と
自
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
尤
も
自
分
が
何
故
そ
れ
程
兄
に
対
し
て
大
胆
に
な
り
得
た
か
は
、

我
な
が
ら
解
ら
な
い
。
恐
ら
く
嫂
の
態
度
が
知
ら
ぬ
間
に
自
分
に
乗
り
移
つ
て
ゐ
た
も
の
だ
ら
う
。
自
分
は
今
に
な
つ
て
、
取

り
返
す
事
も
償
ふ
事
も
出
来
な
い
此
態
度
を
深
く
懺
悔
し
た
い
と
思
ふ
。

(｢

兄｣

四
十
二)

二
郎
が

｢

深
く
懺
悔
し
た
い｣

と
願
う
対
象
は
一
郎
で
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
文
章
も
ま
た
、
一
郎
の
身
に
何
か
が
起
こ
る
と
い
う

よ
う
な
語
り
方
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
展
開
は

『

行
人』

を
通
し
て
読
ん
で
も
明
確
に
は
描
か
れ
な
い
。
し
か
し
、
自
ら
の

立
場
を
明
ら
か
に
し
な
い
視
点
人
物
の
二
郎
が
、
深
い

｢

懺
悔｣

を
示
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
二
郎
の
視
点
を
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通
し
て
描
か
れ
る

『

行
人』

に
お
い
て
、
問
題
に
な
る
の
は
、｢

塵
労｣

に
お
け
る
Ｈ
さ
ん
の
手
紙
以
降
で
あ
る
。
Ｈ
さ
ん
の
手
紙

を
読
ん
だ
二
郎
は
、
ど
の
よ
う
に
思
考
し
、
行
動
す
る
の
か
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
二
郎
の
こ
の

｢

懺
悔｣

の
念
に
よ
っ
て
、
Ｈ
さ

ん
の
手
紙
以
降
は
恣
意
的
に
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
憶
測
を
与
え
る
語
り
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二

郎
が
和
歌
山
で
の
直
の
様
子
に
つ
い
て
一
郎
に
報
告
す
る
場
面
で
、
あ
え
て

｢

懺
悔
し
た
い｣

と
記
し
た
こ
と
で
、〈

現
在〉

の
一

郎
は
直
を
失
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
二
郎
と
直
の
和
歌
山
行
が
原
因
で
は
な
い
か
、
と
い
う
深
読
み
も
出
来
て
し
ま
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、｢

帰
つ
て
か
ら｣

三
十
四
章
の
一
郎
と
貞
の
会
見
や
、｢

塵
労｣

の
Ｈ
さ
ん
の
手
紙
以
降
の
よ
う
に
、
二
郎

の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
作
品
内
に
三
人
称
で
語
る
語
り
手
が
存
在
し
て
も
、
二
郎
が
関
知
し
な
い
こ
と
、
も
し
く
は
関
知

で
き
な
い
こ
と
は
作
品
に
記
さ
れ
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
二
郎
が
知
り
得
な
い
部
分
と

｢

懺
悔｣

の
念
が

『

行
人』

に
描
か
れ
て
い

る
部
分
の
外
側
を
想
像
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
考
慮
し
、
二
郎
の
視
点
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
二
郎
の

｢

後

悔｣

の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
。

二
、
二
郎
が
見
る
直

二
郎
は
和
歌
の
浦
に
て
、
一
郎
に

｢

他
の
心
が
解
る
か
い｣

(｢

兄｣

二
十)

と
問
わ
れ
た
時
、｢

他
の
心
な
ん
て
、
い
く
ら
学
問

を
し
た
つ
て
、
研
究
を
し
た
つ
て
、
解
り
つ
こ
な
い
だ
ら
う
と
僕
は
思
ふ
ん
で
す｣

(｢

兄｣

二
十
一)

と
答
え
る
。
作
品
内
過
去
に

お
け
る
二
郎
は
、
他
人
の
心
を
読
む
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
、
他
人
が
自
分
に

｢

本
式
の
本
当｣

を
言
う
こ
と
も

な
い
と｢

諦
め
て｣

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
一
郎
は
直
の｢
心｣

を
知
り
た
い
と
願
い
、
二
郎
に
直
の｢

節
操
を
試｣

す
よ
う
に
頼
む
。
そ
の
依
頼
に
窮
し
た
二
郎
は

｢

倫
理
上
の
大
問
題｣

(｢

兄｣
二
十
五)

と
述
べ
、｢

機
会
が
あ
つ
た
ら
姉
さ
ん
に
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と
く
と
腹
の
中
を
聞
い
て
見
る
気
で
ゐ
た
ん
で
す
か
ら｣

と
も
述
べ
る
。
二
郎
は
一
郎
の

｢

発
作｣

を
恐
れ
、｢

本
式
の
本
当｣

を

言
う
人
は
い
な
い
と
思
い
な
が
ら

｢

腹
の
中
を
聞｣

こ
う
と
思
っ
て
い
た
の
だ
と
咄
嗟
に
応
答
し
て
い
る
。

二
郎
は
母
親
に
も
同
様
の
応
答
を
し
て
い
る
。
直
の
態
度
に
苦
言
を
呈
す
る
母
親
に
二
郎
は
、｢

姉
さ
ん
も
遠
慮
し
て
わ
ざ
と
口

を
利
か
ず
に
ゐ
る
ん
で
せ
う｣

(｢

兄｣

十
三)

と

｢

気
休
め｣

を
言
っ
た
と
述
べ
る
。
ま
た
、
二
郎
は

｢

其
内
機
会
が
あ
つ
た
ら
、

姉
さ
ん
に
ま
た
能
く
腹
の
中
を
僕
か
ら
聞
い
て
見
ま
せ
う｣
(｢

兄｣

十
四)

と
言
い
切
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は

｢

折
角
斯
ん
な
景

色
の
好
い
所
へ
来
な
が
ら
、
際
限
も
な
く
母
を
相
手
に
、
嫂
を
陰
で
評
し
て
ゐ
る
の
が
馬
鹿
ら
し
く
感｣

じ
た
ゆ
え
に
出
た
言
葉
で

あ
る
。｢

腹
の
中｣

を
知
る
と
い
う
言
葉
は
、
二
郎
に
と
っ
て

｢

馬
鹿
ら
し｣

い
話
を
切
り
上
げ
る
た
め
に
使
っ
た
、
い
わ
ば
方
便

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
二
郎
は
、
一
郎
夫
婦
の
問
題
に
つ
い
て
、
母
を
安
心
さ
せ
ら
れ
る
の
は
家
族
の
中
で
二
郎
自
身
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
こ
こ
で
知
る
こ
と
に
な
る
。
二
郎
は
ま
た
、
一
郎
か
ら
同
様
の
相
談
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
こ
と
で
直
の

｢

腹
の
中｣

を
知
り

得
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
自
分
の
立
場
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
族
の
中
で
直
に
本
心
を
聞
け
る
の
は
二
郎
の
み
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
の
心
は
分
か
ら
な
い
と
決
め
て
か
か
っ
て
い
る
ら
し
い
二
郎
は
し
か
し
、
直
に
つ
い
て
は

｢

平
生
こ
そ
嫂
の
性
質
を
幾
分
か
し

つ
か
り
手
に
握
つ
て
ゐ
る
積
で
あ
つ
た｣

(｢

兄｣

三
十
九)

と
述
懐
す
る
。
二
郎
の
そ
の
僻
見
を
破
る
こ
と
に
な
る
の
は
、『

行
人』

に
お
け
る
一
つ
の
山
場
で
も
あ
る
、
直
と
二
郎
の
和
歌
山
行
で
あ
る
。

自
分
は
嫂
の
後
姿
を
見
詰
め
な
が
ら
、
又
彼
女
の
人
と
な
り
に
思
ひ
及
ん
だ
。
自
分
は
、
い
ざ
本
式
に
彼
女
の
口
か
ら
本
当

の
所
を
聞
い
て
見
や
う
と
す
る
と
、
丸
で
八
幡
の
藪
知
ら
ず
へ
這
入
つ
た
様
に
、
凡
て
が
解
ら
な
く
な
つ
た
。

(｢

兄｣

三
十
九)
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二
郎
が
和
歌
山
で
発
見
し
た
の
は
、
解
っ
て
い
た
つ
も
り
の
直
の

｢

人
と
な
り｣

さ
え
も
、
直
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
解
ら
な

く
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
郎
は
一
郎
に
直
の

｢

本
当
の
所｣

は

｢

解
ら
な｣

い
と
報
告
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

一
郎
の
依
頼
通
り
、
和
歌
山
で
直
と
一
夜
を
過
し
た
後
、
二
郎
と
一
郎
は
以
下
の
よ
う
な
応
答
を
し
て
い
る
。

｢

姉
さ
ん
に
就
い
て
…
…｣

／

｢

無
論｣

／

｢

姉
さ
ん
の
人
格
に
就
て
、
御
疑
ひ
に
な
る
所
は
丸
で
あ
り
ま
せ
ん｣

(｢

兄｣

四
十
三)

二
郎
が
発
し
た
直
の

｢
人
格｣

と
は
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、｢

人
格｣

と
い
う
語
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

井
上
哲
次
郎
の

『

中
学
修
身
教
科
書

(

�)』

に
、｢

人
格｣

に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
存
在
す
る
。

各
人
一
切
の
道
徳
は
、
人
格
の
発
表
な
れ
ば
、
人
格
な
き
人
に
は
、
道
徳
亦
見
る
べ
か
ら
ず
、
故
に
人
格
を
陶
冶
す
る
は
、

即
ち
人
の
徳
性
を
涵
養
す
る
に
外
な
ら
ざ
る
な
り
。
是
を
以
て
人
の
人
格
に
対
す
る
責
務
は
、
自
己
に
対
す
る
責
務
中
、
最
も

高
尚
な
る
も
の
た
る
こ
と
を
知
る
べ
し

｢

道
徳｣

は

｢

人
格｣

の
根
源
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
郎
が
こ
こ
で
直
の

｢

人
格｣

に
つ
い
て
言
及
し
た

こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
二
郎
が
直
の

｢

人
格｣
に
言
及
し
た
こ
と
で
、
二
郎
は
直
の

｢

最
も
高
尚｣

な
も
の
、

即
ち

｢

道
徳｣

と

｢

倫
理｣

に
触
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
二
郎
か
ら
直
の

｢

人
格｣

に
つ
い
て
の
言
葉
を
聞
い
た
後
、

一
郎
が

｢

急
に
色
を
変
へ｣

た
こ
と
へ
の
説
明
が
つ
く
。
つ
ま
り
、
二
郎
は
嫂
の

｢

道
徳｣

を
擁
護
す
る
た
め
に
あ
え
て

｢

人
格｣
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と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
二
郎
は
そ
の
時
の
一
郎
の
様
子
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。

自
分
は
其
時
場
合
に
よ
れ
ば
、
兄
か
ら
拳
骨
を
食
ふ
か
、
又
は
後
か
ら
熱
罵
を
浴
せ
掛
け
ら
れ
る
事
と
予
期
し
て
ゐ
た
。
色

を
変
へ
た
彼
を
後
に
見
捨
て
ゝ
、
自
分
の
席
を
立
つ
た
位
だ
か
ら
、
自
分
は
普
通
よ
り
余
程
彼
を
見
縊
つ
て
ゐ
た
に
違
な
か
つ

た
。
其
上
自
分
は
い
ざ
と
な
れ
ば
腕
力
に
訴
へ
て
で
も
嫂
を
弁
護
す
る
気
概
を
十
分
具
へ
て
ゐ
た
。
是
は
嫂
が
潔
白
だ
か
ら
と

い
ふ
よ
り
も
嫂
に
新
た
な
る
同
情
が
加
は
つ
た
か
ら
と
云
ふ
方
が
適
切
か
も
知
れ
な
か
つ
た
。
云
い
換
へ
る
と
、
自
分
は
兄
を

夫
丈
軽
蔑
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

(｢

兄｣

四
十
四)

二
郎
が

｢

人
格｣

と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
は
、
一
郎
に
対
す
る

｢

敵
愾
心｣

及
び

｢

軽
蔑｣

が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の

｢

敵
愾
心｣

や

｢

軽
蔑｣

は
、
一
郎
の
｢

癇
癪
を
起
し｣

(｢

兄｣

四
十
三)

な
が
ら
そ
れ
を
抑
え
る
様
子
を
見
、｢

も
う
少
し
待
つ
て

ゐ
れ
ば
自
分
の
力
で
破
裂
す
る
か
、
又
は
自
分
の
力
で
何
処
か
へ
飛
で
行
く｣

と

｢

観
察｣

し
、
直
の
よ
う
に

｢

済
ま
し
て｣

い
る

の
が
一
郎
へ
の
適
切
な
対
応
で
あ
る
、
と
二
郎
は
理
解
し
た
か
ら
で
あ
る
。
二
郎
が
直
の

｢

道
徳｣

の
根
源
で
あ
る

｢

人
格｣

に
言

及
し
た
こ
と
で
、
一
郎
は
そ
れ
以
上
、
直
の

｢

節
操｣
に
つ
い
て
訊
く
こ
と
は
出
来
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
郎
が
本
当

に
知
り
た
か
っ
た
の
は
直
の

〈

本
心〉

で
あ
り
、｢

道
徳｣
で
は
な
い
。
二
郎
は

｢

人
格｣

と
い
う
言
葉
を
使
い
、
意
識
的
に
一
郎

の
問
い
を
す
り
替
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
直
と
過
し
た
二
郎
が
い
く
ら
言
葉
を
尽
く
し
て
も
疑
い
が
晴
れ
な
い
こ
と
と
同
時
に
、

二
郎
に
は
直
の

〈

本
心〉

が
分
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

和
歌
山
で
の
一
夜
の
後
、
二
郎
に
よ
る
直
の

｢

冷
淡｣

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
変
化
す
る
。
直
と
の
和
歌
山
で
の
一
夜
に
お
い
て
、

直
は
二
郎
に

｢

小
刀
細
工｣

(｢

兄｣

三
十
七)

で
死
ぬ
よ
り
は

｢

大
水｣

｢
雷
火｣

に
よ
っ
て
死
に
た
い
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
直

405



は
自
身
に
つ
い
て
、｢

丁
度
親
の
手
で
植
付
け
ら
れ
た
鉢
植
の
や
う
な
も
の
で
一
遍
植
ら
れ
た
が
最
後
、
誰
か
来
て
動
か
し
て
呉
れ

な
い
以
上
、
と
て
も
動
け
や
し
ま
せ
ん｣

(｢

塵
労｣

四)

と
、｢

鉢
植｣

を
例
に
出
し
な
が
ら
述
べ
る
と
同
時
に
、｢

凝
と
し
て
ゐ
る

よ
り
外
に
仕
方
が
な
い｣

と
自
認
し
て
い
る
。
一
郎
に
対
し
て
も
直
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。

彼
女
の
口
に
す
る
所
は
重
に
彼
等
夫
婦
間
に
横
た
は
る
気
不
味
さ
の
閃
電
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
さ
う
し
て
気
不
味
さ
の
近
因

に
就
て
は
遂
に
一
言
も
口
に
し
な
か
つ
た
。
そ
れ
を
聞
く
と
、
彼
女
は
た
ゞ

｢

何
故
だ
か
分
ら
な
い
の
よ｣

と
い
ふ
丈
で
あ
つ

た
。
実
際
彼
女
に
は
そ
れ
が
分
ら
な
い
の
か
も
知
れ
な
か
つ
た
。
又
分
つ
て
ゐ
る
癖
に
わ
ざ
と
話
さ
な
い
の
か
も
知
れ
な
か
つ

た
。
／

｢

何
う
せ
妾
が
斯
ん
な
馬
鹿
に
生
れ
た
ん
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
わ
。
い
く
ら
何
う
し
た
つ
て
為
る
や
う
に
為
る
よ
り
外

に
道
は
な
い
ん
だ
か
ら
。
さ
う
思
つ
て
諦
ら
め
て
ゐ
れ
ば
夫
迄
よ｣

／
彼
女
は
初
め
か
ら
運
命
な
ら
畏
れ
な
い
と
い
ふ
宗
教
心

を
、
自
分
一
人
で
持
つ
て
生
れ
た
女
ら
し
か
つ
た
。
其
代
り
他
の
運
命
も
畏
れ
な
い
と
い
ふ
性
質
に
も
見
え
た
。

(｢

塵
労｣

四)

直
は
一
郎
に
関
し
て
、｢

分
ら
な
い｣

と

｢

諦
ら
め
て
ゐ｣

る
と
述
べ
て
い
る
。｢

動
け
な
い｣

直
は

｢

凝
と
し
て
ゐ
る
外
に
仕
方

が
な
い｣

ゆ
え
の
苦
労
を
初
め
て
二
郎
に
打
ち
明
け
た
の
で
あ
る
。
二
郎
と
同
様
に
、
直
も
ま
た
、
他
者
を

｢

分
ら
な
い｣

、｢

諦
ら

め
て
ゐ｣

る
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
直
の
理
解
者
と
し
て
の
二
郎
と
い
っ
た
関
係
性
が
浮
か
び
上
が
る
構
造
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

二
郎
は
直
を

｢

運
命
な
ら
畏
れ
な
い｣

｢

凝
つ
と
し
て
ゐ
る｣

女
性
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
ま
た

『

行
人』

に
お
い
て
直
は

暴
風
雨
や
雨
と
い
っ
た
自
然
と
と
も
に
描
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
着
目
し
つ
つ
、
次
章
以
降
、
二
郎
の
視
点
を
通
し
て
、
直
と
一
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郎
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
。

三
、
一
郎
と

｢

自
然｣

一
郎
は
科
学
の
発
展
に
つ
い
て
、｢

人
間
の
不
安
は
科
学
の
発
展
か
ら
来
る
。
進
ん
で
止
ま
る
事
を
知
ら
な
い
科
学
は
、
か
つ
て

我
々
に
止
ま
る
事
を
許
し
て
呉
れ
た
事
が
な
い｣

(｢

塵
労｣

三
十
二)

と
述
べ
る
。

｢

止
ま
る
事
を
知
ら
な
い｣

科
学
と
同
様
に
、
一
郎
も
ま
た

｢

実
際
僕
の
心
は
宿
な
し
の
乞
食
見
た
や
う
に
朝
か
ら
晩
迄
う
ろ

�
�
し
て
ゐ
る
。
二
六
時
中
不
安
に
追
ひ
懸
け
ら
れ
て
ゐ
る｣

と
自
身
を
評
し
て
い
る
。
一
郎
の
自
身
に
対
す
る

｢

動
か
な
い
も
の

が
懐
か
し
い｣

と
い
う
分
析
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
し
て
判
断
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
一
郎
の

｢

動
か
な

い
も
の｣

に
対
す
る
信
頼
感
や
好
意
が
読
み
取
れ
る
。

兄
さ
ん
の
眼
に
は
御
父
さ
ん
も
御
母
さ
ん
も
偽
の
器
な
の
で
す
。
細
君
は
殊
に
さ
う
見
え
る
ら
し
い
の
で
、
兄
さ
ん
は
其
細

君
の
頭
に
此
間
手
を
加
へ
た
と
云
ひ
ま
し
た
。
／

｢
一
度
打
つ
て
も
落
付
い
て
ゐ
る
。
二
度
打
つ
て
も
落
付
い
て
ゐ
る
。
三
度

目
に
は
抵
抗
す
る
だ
ら
う
と
思
つ
た
が
、
矢
つ
張
り
逆
ら
は
な
い
。
僕
が
打
て
ば
打
つ
ほ
ど
向
は
レ
デ
ー
ら
し
く
な
る
。
そ
の

た
め
に
僕
は
益
無
頼
漢
扱
ひ
に
さ
れ
な
く
て
は
済
ま
な
く
な
る
。
僕
は
自
分
の
人
格
の
堕
落
を
証
明
す
る
た
め
に
、
怒
を
子
羊

の
上
に
洩
ら
す
と
同
じ
事
だ
。
夫
の
怒
を
利
用
し
て
、
自
分
の
優
越
に
誇
ら
う
と
す
る
相
手
は
残
酷
ぢ
や
な
い
か
。
君
、
女
は

腕
力
に
訴
へ
る
男
よ
り
遙
に
残
酷
な
も
の
だ
よ
。
僕
は
何
故
女
が
僕
に
打
た
れ
た
時
、
起
つ
て
抵
抗
し
て
呉
れ
な
か
つ
た
と
思

ふ
。
抵
抗
し
な
い
で
も
好
い
か
ら
、
何
故
一
言
で
も
云
ひ
争
つ
て
呉
れ
な
か
つ
た
と
思
ふ｣

(｢

塵
労｣

三
十
七)
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直
を
打
っ
た
こ
と
を
Ｈ
さ
ん
に
告
白
し
た
一
郎
は
、
抵
抗
し
な
い
直
に
対
し
て

｢

僕
は
何
故
女
が
僕
に
打
た
れ
た
時
、
起
つ
て
抵

抗
し
て
呉
れ
な
か
つ
た
と
思｣

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
郎
は
、｢

二
六
時
中
不
安
に
追
ひ
懸
け
ら
れ
て
ゐ
る｣

自
分
に
対
立
す
る
も

の
と
し
て

｢

動
か
な
い
も
の
が
恋
し
い｣

と
述
べ
、｢

進
ん
で
止
ま
る
事
を
知
ら
な
い
科
学｣

に
よ
っ
て
人
間
は
不
安
に
な
る
と
論

じ
る
。
こ
の
論
理
の
過
程
は
整
然
と
し
て
お
り
、
筋
が
通
っ
て
い
る
。
一
郎
に
と
っ
て

〈

動
く
も
の〉

と

〈

動
か
な
い
も
の〉

は
そ

の
ま
ま
、〈
安
定
し
て
い
る
も
の〉

と

〈

不
安
定
な
も
の〉

の
構
図
に
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
直
に
対
し
て

だ
け
は
、
怒
る
一
郎
自
身
と
同
じ
よ
う
に

｢

抵
抗｣

や

｢

云
ひ
争
つ
て｣

欲
し
か
っ
た
と
吐
露
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
が
人
間
の
本

質
で
あ
る
と
一
郎
は
考
え
て
お
り
、
そ
う
し
な
か
っ
た
直
は
、
一
郎
に

｢

偽
の
器｣

と
い
う
認
識
を
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
が
、
一
郎
が
知
り
た
い
の
は
、
Ｈ
さ
ん
へ
の

｢

君
の
心
と
僕
の
心
と
は
一
帯
何
処
迄
通
じ
て
ゐ
て
、
何
処
か
ら
離
れ
て
ゐ
る
の
だ

ら
う｣

と
い
う
言
葉
の
通
り
、
他
人
の｢

心｣

で
あ
り
、
直
を
打
つ
こ
と
で
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
郎
は
直
を
打
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
一
郎
の
身
体
と
論
理
の
乖
離
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
郎
は
テ
レ
パ

シ
ー
に
も
傾
倒
す
る
が
、
自
分
の
肌
の
痛
み
を
重
も
感
じ
る
か
、
と
い
う
実
験
を
し
て
い
た
。
人
の
心
を
知
る
た
め
に
ま
ず
身
体
感

覚
を
用
い
て
確
認
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
身
体
と
論
理
を
統
合
し
よ
う
と
努
め
る
様
子
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
安
倍
能
成
は

｢

自
己
の
問
題
と
し
て
見
た
る
自
然
主
義
的
思
想｣
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

我
等
の
科
学
的
知
識
は
精
確
で
な
く
て
も
、
我
等
が
科
学
的
精
神
の
影
響
を
う
け
て
居
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
科
学
的
精

神
が
我
等
に
与
へ
た
も
の
は
、
物
質
的
世
界
観
人
生
観
で
あ
つ
た
。(

中
略)

我
等
の
経
験
に
は
精
神
よ
り
も
物
質
の
方
が
有

力
に
な
つ
た
。
精
神
的
事
物
よ
り
も
物
質
的
事
物
の
方
が
、
よ
り
多
く
現
実
に
な
つ
て
来
た
。
我
等
が
沈
思
し
、
瞑
想
し
、
感

慨
す
る
所
を
空
と
見
、
無
力
と
見
、
偏
に
我
等
が
見
、
聞
き
、
嗅
ぎ
、
触
れ
、
味
ふ
所
の
も
の
を
確
実
な
り
と
す
る
に
至
つ
た
。
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か
く
て
こ
の
世
界
を
ば
大
い
な
る
物
質
の
盲
動
と
見
る
器
械
観
的
の
傾
向
が
我
等
に
生
じ
、
人
間
が
人
間
自
身
を
見
て
も
、
精

神
的
に
と
よ
り
は
、
生
理
的
、
物
理
的
一
言
に
は
物
質
的
に
見
て
来
だ
し
た

(

�)

。

一
郎
の
感
じ
る
身
体
と
論
理
の
乖
離
は
こ
の
時
期
の

｢

教
養
派｣

と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
や
そ
の
周
辺
と
近
い
も
の
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
身
体
を

｢

器｣

と
し
て
見
、
精
神
や
論
理
と
の
乖
離
を
訴
え
続
け
る
一
郎
は
、
人
の

｢

心｣

や

〈

本
心〉

と
も
い
う
べ

き
も
の
を
摸
索
し
て
い
る
。
Ｈ
さ
ん
も
ま
た
、
一
郎
に
つ
い
て

｢

兄
さ
ん
は
自
分
の
身
躯
や
心
が
自
分
を
裏
切
る
曲
者
の
様
に
云
ひ

ま
す｣

(｢

塵
労｣

四
十
六)

と
記
し
て
い
る
。
一
郎
は｢

絶
対
の
境
地
を
認
め
て
ゐ｣

(｢

塵
労｣

四
十
五)

な
が
ら
も
、
人
の｢

心｣

や
身
体
は
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
も
ま
た
十
分
に
理
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
で
身
体
が
論
理
に
追
い
つ
か
な
い
、
も

し
く
は
論
理
が
身
体
に
追
い
つ
か
な
い
矛
盾
し
た
感
覚
を
一
郎
は
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
郎
の
視
点
で
見
る
直
は

｢

凝
つ
と
し
て｣

、〈

自
然〉

と
共
に
死
に
た
い
と
願
う
女
性
と
し
て
語
ら
れ
て

い
る
。
対
し
て
一
郎
は
、
直
を

｢

抵
抗
し
な
い｣

｢

逆
ら
は
な
い｣

女
性
と
認
識
し
な
が
ら
、
直
に

｢

絶
対
の
境
地｣

で
あ
る

｢

心

の
落
ち
付
き｣

を
認
め
て
い
な
い
。
こ
こ
に
二
郎
の
、
一
郎
に
対
す
る
批
判
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『

行
人』

内
に
お
け
る
二
郎
の
視
点
は

｢

後
悔｣
を
纏
い
な
が
ら
、
中
立
の
立
場
を
保
持
し
、
語
っ
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、

二
郎
の
、
一
郎
へ
の
批
判
は
直
の
形
象
を
通
し
て
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
物
語
終
盤
に
お
い
て
二
郎
に
代
り
、

Ｈ
さ
ん
が
手
紙
と
い
う
媒
体
を
通
し
て
語
り
手
に
成
り
代
わ
っ
た
理
由
が
分
か
る
。
Ｈ
さ
ん
は
一
郎
の
話
の
中
に

｢

暗
い
奥
に
は
矛

盾｣
(｢

塵
労｣

五
十
一)

が
あ
る
こ
と
を
察
知
し
な
が
ら
、｢

親
し
い
性
質｣

(｢

塵
労｣

四
十
六)

の
た
め
に
一
郎
を

｢

敬
愛｣

し

て
い
る
。
二
郎
は
矛
盾
や
批
判
を

｢

後
悔｣

ゆ
え
に
隠
蔽
し
た
語
り
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
視
点
を
持
つ
二
郎
は
、

一
郎
の
懊
悩
そ
れ
自
体
を
一
郎
に
近
い
人
物
で
あ
る
が
た
め
に
見
え
な
い
、
ま
た
は
分
か
ら
な
い
人
物
と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
。
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そ
の
た
め
、
長
野
家
に
無
関
係
な
Ｈ
さ
ん
の
視
点
に
よ
っ
て
一
郎
を
見
る
こ
と
で
し
か
、
一
郎
の
懊
悩
を
描
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

二
郎
か
ら
Ｈ
さ
ん
へ
視
点
が
移
動
し
た
こ
と
で
、
二
郎
は
一
郎
の
悩
み
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
一
郎
が
直
に
つ
い
て
言

及
す
る
際
に
、
自
身
を

｢

人
格
の
堕
落｣

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
評
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
二
郎
は
Ｈ
さ
ん
か
ら
の
手
紙
を
読
む

こ
と
で
知
る
の
で
あ
る
。
二
郎
が
想
像
す
る
以
上
に
、
一
郎
は

｢

人
格｣

の
語
を
烈
し
く
受
容
し
た
よ
う
で
あ
る
。
二
郎
が
直
の

｢

人
格｣

を
保
証
し
た
た
め
に
、
一
郎
は
自
身
の

｢

人
格｣

を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に
二
郎
は
受
け
取
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ゆ
え
に
、
二
郎
は
作
品
内
で

｢

人
格
の
出
来
て
ゐ
な
か
つ
た
当
時
の
自
分｣

(｢

兄｣

四
十
三)

と
過
去
の
自
分
を
評

価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

直
に

｢

同
情｣

し
、
一
郎
を
批
判
、｢

軽
蔑｣

し
た
二
郎
は
、
直
の

｢

人
格｣

に
問
題
を
す
り
替
え
る
こ
と
で
、
一
郎
か
ら
の
問

い
を
避
け
る
の
だ
が
、｢

人
格｣

と
い
う
語
を
使
用
し
た
こ
と
で
、
一
郎
の
懊
悩
を
一
層
深
く
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
付
く
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に

『

行
人』

の
主
な
視
点
人
物
は
二
郎
で
あ
る
。
ま
れ
に
地
の
文
に
お
い
て
、
語
り
手
に
よ
る
三
人
称
の
語
り
や
、
三
沢
の
視
点
が

見
ら
れ
る
箇
所
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
二
郎
の
視
点
か
ら
見
た
り
、
聞
い
た
り
し
た
も
の
を

｢

自
分｣

と
い
う
一
人
称
で
語
り
、

作
品
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。『

彼
岸
過
迄』

の
敬
太
郎
と
語
り
手
の
関
係
よ
り
も
二
郎
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

ま
た
、
二
郎
の
視
点
人
物
で
あ
る
と
い
う
意
識
や
記
録
す
る
意
識
を
高
め
た
の
が

『

心』

の

｢

私｣

で
あ
る
。『

彼
岸
過
迄』

の
敬
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太
郎
は
受
話
器
を
耳
に
当
て
る
の
み
の

〈

聴
き
手〉

で
あ
っ
た
が
、
二
郎
は
作
品
冒
頭
の
三
沢
と
の
連
絡
の
齟
齬
に
暗
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
二
郎
が
行
動
す
る
こ
と
で
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
で
作
品
が
成
立
し
て
い
る
。『

心』

の

｢

私｣

は
先

生
や
静
と
は
血
縁
関
係
が
な
い
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
赤
の
他
人
と
は
思
え
な
い
敬
愛
を
抱
い
て
い
る
。
二
郎
は
長
野
家
の
一
員
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
一
郎
や
母
、
直
と
の
複
雑
な
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
二
郎
は
長
野
家
に
生
れ
た
た
め
に
一
郎
た
ち
に

関
わ
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
二
郎
は

｢

解
ら
な
い｣

態
度
を
と
る
こ
と
で
問
題
を
回
避
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
二
郎
が
下
宿
を
し
て
も
変
ら
な
い
。
血
縁
関
係
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
り
立
つ
と
は
限

ら
な
い
こ
と
を
、
二
郎
は
そ
の
視
点
か
ら
描
き
出
し
て
い
る
。

｢

解
ら
な
い｣

と
述
べ
る
二
郎
は
し
か
し
、〈

現
在〉

に
お
い
て
、
後
悔
を
滲
ま
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
二
郎
が
発
し
た

｢

人
格｣

と
い
う
語
に
起
因
す
る
よ
う
で
あ
る
。『

行
人』

で
は

｢

人
格｣

の
語
の
連
関
に
よ
っ
て
、
二
郎
―
直
―
一
郎
と
い
う
三
人
の
関
係

が
描
か
れ
て
い
る

(

�)

。｢

解
ら
な｣

か
っ
た
過
去
の
二
郎
が
、｢

解
ら
な
い｣

ゆ
え
に
問
題
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で

〈

現
在〉

ま

で
影
響
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
ま
た
、
二
郎
の

｢

後
悔｣

は
過
去
の
自
分
が
軽
率
に
発
し
た

｢

人
格｣

に
端
を
発

し
、｢

人
格｣

の
語
の
連
鎖
は
、『

行
人』

の
語
り
の
上
で
、
二
郎
の

｢

懺
悔｣

を
読
者
に
印
象
付
け
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。『

行
人』

は
一
郎
と
直
の
物
語
だ
け
で
は
な
く
、
二
人
を
観
察
し
、〈

現
在〉

に
お
い
て
内
省
す
る
二
郎
の
物
語
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
二
郎
は

『

行
人』

の
中
の
一
視
点
人
物
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
内
部
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『

行
人』

の
Ｈ
さ
ん
の
手
紙
を
読
ん
だ
二
郎
の
心
境
の
変
化
は
、
物
語
の
断
絶
の
た
め
に
描
か
れ
て
い
な
い
訳
で
は
な
い
。
二
郎
の
言
葉
に
よ
っ

て

『

行
人』

の
中
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

※『

行
人』

本
文
引
用
に
つ
い
て
、
決
定
稿
を

『

漱
石
全
集』

八
巻

(

岩
波
書
店
一
九
九
四
・
七
／
尚
、
底
本
は
初
出

｢

東
京
朝
日
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新
聞｣

一
九
一
二
・
一
二
・
六
〜
一
九
一
三
・
四
・
七
、
一
九
一
三
・
九
・
一
八
〜
一
一
・
一
五)

と
し
、
本
文
引
用
は
決
定
稿

に
よ
る
。
但
し
、
旧
漢
字
は
適
宜
新
漢
字
に
改
め
、
振
り
仮
名
は
省
略
し
た
。

※
引
用
文
中
の
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
ま
た
、｢

／｣

は
改
行
を
示
す
。

注(

１)

佐
々
木
雅
発

｢
夏
目
漱
石
―

『

行
人』

を
め
ぐ
っ
て
―｣
(｢

国
文
学
解
釈
と
鑑
賞｣

一
九
六
九
・
一
一)

な
ど
が
あ
る
。

(

２)

江
藤
淳

『

夏
目
漱
石』

角
川
文
庫
、
一
九
六
八
・
七

(

３)

例
を
挙
げ
る
と
、
片
岡
良
一

｢

行
人｣

(『

夏
目
漱
石
の
作
品』

厚
文
社
、
一
九
五
五)

、
小
宮
豊
隆

『

漱
石
全
集
第
一
一
巻』

解
説

(

岩
波

書
店

一
九
五
六)

な
ど
が
あ
る
。

(

４)

前
註
３
に
挙
げ
た
小
宮
豊
隆

『
漱
石
全
集
第
一
一
巻』

解
説

(

岩
波
書
店
、
一
九
五
六)

。

(

５)

橋
本
佳

｢『

行
人』

に
つ
い
て｣
(｢
国
語
と
国
文
学｣

一
九
六
七
・
七)

(

６)

伊
豆
利
彦

｢『

行
人』

論
の
前
提｣

(｢
日
本
文
学｣

一
九
六
九
・
三)

(

７)

山
尾
仁
子

｢

夏
目
漱
石

『

行
人』

論

構
想
の
変
化
に
つ
い
て

｣
(｢

叙
説｣

一
九
巻
、
一
九
九
二
・
一
二)

(

８)

重
松
泰
雄

｢｢

行
人｣

の
主
題
―
と
く
に

〈

二
郎
説
話〉

の
意
味
す
る
も
の
―｣

(｢

国
語
と
国
文
学｣

四
七
巻
九
号
、
一
九
七
〇
・
九)

(

９)

佐
藤
泉

｢『

行
人』

の
構
成

二
つ
の

〈

今〉

二
つ
の
見
取
り
図｣

(｢

国
文
学
研
究｣

一
九
九
一
・
三)

(

�)

平
岡
敏
夫
が

｢｢

行
人｣

そ
の
周
辺｣

(｢

国
語
と
国
文
学｣
四
九
巻
四
号
、
一
九
七
二
・
四)

に
お
い
て
最
初
に
貞
と
一
郎
の
間
の
愛
を
指

摘
し
、
秋
山
公
男
が

｢｢

行
人｣

の
構
想
と
構
造

一
郎
・
お
貞
の
位
相
に
関
す
る
一
考
察

｣
(｢

国
語
と
国
文
学｣

五
六
巻
一
〇
号
、

一
九
七
九
・
一
〇)

で
よ
り
詳
細
に
分
析
し
た
。

(

�)

例
を
挙
げ
る
と
、｢

其
晩
は
と
う
�
�
岡
田
の
家
へ
泊
つ
た
。｣

(｢

友
達｣
五)
や

｢

其
時
は
た
ゞ
お
兼
さ
ん
に
気
の
毒
を
し
た
と
い
ふ
心
丈

で
、
お
兼
さ
ん
の
赤
く
な
つ
た
意
味
を
知
ら
う
抔
と
は
夢
に
も
思
は
な
か
つ
た
。｣

(｢
友
達｣

六)

、｢

其
日
は
自
分
に
取
つ
て
、
何
だ
か
不
安
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に
感
ぜ
ら
れ
た
。｣

(｢

兄｣

十
七)

｢

其
日
程
落
付
か
な
い
事
も
亦
珍
ら
し
か
つ
た
。｣
(

同)

な
ど
が
あ
る
。

(
�)

佐
藤
泉

｢『

行
人』

の
構
成

二
つ
の

〈

今〉

二
つ
の
見
取
り
図｣

(｢

国
文
学
研
究｣

一
九
九
一
・
三)

(
�)

駒
尺
喜
美

｢｢

行
人｣

論

到
着
点
と
出
発
点
と

｣
(『

漱
石

そ
の
自
己
本
位
と
連
帯
と』

八
木
書
店
、
一
九
七
〇
・
五
／

『

漱

石
作
品
論
集
成』

九
巻
、
桜
楓
社
、
一
九
九
一
・
二)

(

�)

生
方
智
子

｢

歇
私
的
里
者
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

『

行
人』

の

〈

語
り〉

と

〈

構
成〉｣

(｢

漱
石
研
究｣

一
五
号
、
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
二
・
一

〇)

(

�)

野
網
摩
利
子

｢
夏
目
漱
石

『

行
人』

に
お
け
る
、
心
理
の
時
間
形
式｣

(｢

文
学｣

一
四
巻
六
号
、
二
〇
一
三
・
一
一)

(

�)

須
田
喜
代
次
は

｢『
行
人』

論

(

１)

新
時
代
と

『

長
野
家』

｣
(｢

大
妻
国
文｣

一
九
八
九
・
四)

の
中
で

『

行
人』

作
品
内

現
在
を

｢

明
治
四
十
二
年
以
降
の
明
治

｢

四
十
何
年｣｣

と
述
べ
て
い
る
。

(

�)

一
例
を
挙
げ
る
と
、
佐
藤
勝
は

｢

作
家
の
論
理
と
小
説
の
論
理

｢

行
人｣

論｣
(｢

国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究｣

二
一
巻
一
四
号
、

一
九
七
六
・
一
一)

の
中
で

｢｢

取
り
返
す
事
も
償
ふ
事
も
出
来
な
い｣

ゆ
え
の

｢

懺
悔｣

の
意
志
を
持
つ
二
郎
は
、
明
ら
か
に
当
時
の
二
郎

か
ら
大
き
く
へ
だ
た
っ
て
い
る｣

と
指
摘
し
て
い
る
。

(

�)

井
上
哲
次
郎

『

中
学
修
身
教
科
書』

(

金
港
堂
、
一
九
〇
二)

(

�)

安
倍
能
成｢

自
己
の
問
題
と
し
て
見
た
る
自
然
主
義
的
思
想｣

(

初
出｢

ホ
ト
ト
ギ
ス｣

一
九
一
〇
・
一
、『

日
本
近
代
文
学
大
系』

五
七
巻
、

角
川
書
店
、
一
九
七
二
・
九)

(

	)

森
田
草
平
は

『

続
夏
目
漱
石』

(

養
徳
社
、
一
九
四
三
・
一
一)

に
お
い
て
、｢

煤
煙
事
件｣

の
後
、
漱
石
か
ら
二
人
の
関
係
は

｢

恋
愛｣

で

は
な
く

｢

遊
び
と
し
か
思
は
れ
な
い｣

と
評
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
森
田
は
、
相
手
と

｢

恋
愛
以
上｣

の

｢

人
格
と
人
格
と
の
接

触｣

を
求
め
て
い
た
と
主
張
し
た
が
、
漱
石
は

｢

男
女
両
性
が
人
格
の
接
触
に
拠
る
霊
と
霊
と
の
結
合
を
求
め
る
の
に
、
恋
愛
を
措
い
て
他
に

道
が
あ
る
も
の
か｣

と
応
答
し
た
よ
う
で
あ
る
。
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