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「風

博

士
」
解

読

あ
る
い
は
蛸
博
士
の
好
計

花

田

俊

典

「
風
博
士
」

(
「青

い
馬
」

2
、
昭

6

・
6
)
論

の
困
難
は
、
な

に
よ
り
そ
れ

が
あ

る

筋

を
そ
な
え

た
物
語
と
し

て
は
解
読
不
能
な

〈
馬
鹿

バ
ナ
シ
〉
と
見
な

さ
れ
て
き

た
と

こ
ろ
に
あ

る
の
だ

ろ
う
。
「
理
解
す
る

の
で
は
な
く
、
感
じ
れ
ば

い
い
の
だ
」
、
こ
う
奥
野
健
男

が
読
後

の

「
当
惑
」
の
は

て
に
気
づ

い
た
と
解
説

す
る

(「
解
説
」
、
『
定
本
坂

口
安
吾
全
集
』

1
、
冬
樹
社
、

昭
43

・
1
、

の
ち

『
坂

只
安
吾
』
文
芸
春
秋
、
昭
47

・
9
)
と
き
、
彼

の
脳
裏

に
は
た
ぶ
ん
安
吾

自
身

の

「
閃
〉
国
O
国
に
就

て
」
(「
青

い
馬
」
5
、
昭
7

・
3
)
と
、
あ
と

ひ
と

つ
、

佐

々
木
基

一

「
坂

只
安
吾
」

(「群
像
」

昭
26

・
11
)

の
こ
と
が
想
起

さ
れ

て
い

た
の
か
も
知
れ
な

い
。

佐

々
木
基

一
の
評

言
は
、

よ
く
知

ら
れ

て
い
る
。

僕
は
長

い
間
、
坂

口
安
吾

の

『風
博
士
』

の
秘
密

に
推
参
し
た

い
と
希

つ
て
い
た
。
風
博
士

の
正
体

は
何

で
あ

ろ
う
か
。
蛸
博
士
誹
誘

の

一
文
を

の
こ
し

て
消

え
去

つ
た
風
博
士
ー
も
し

そ
の

一
文
が
な
か

つ
た
な
ら
、
僕

ら
は
風
博
士

の
存
在

に
も
気
づ
か
な
か

つ
た

で
あ
ろ
う
.
だ
が
、
そ

の

一

文
は
風
博
士

の
存
在
証
明

で
は
あ

つ
て
も
、
風
博
士

の
正
体

で
は
な
い
。

坂

口
安
吾

の
作
品
に
は
、
濃
刺

と
し
た

一
陣

の
風
が
、
素
材

の
間
を
吹
き

ぬ
け

て
枯
葉

を
ま
い
上

ら
せ
て
い
る
と
い

つ
た
趣
が
あ

る
。
ま
た
別

の
形

容

を
す
れ
ば
、
百
米
短
距
離
走
者
が

ト
ラ

ッ
ク
を
ま

つ
し
ぐ
ら

に
駈
け

て

行

つ
た
と
き

の
よ
う
な
印
象
が
あ

る
。
わ
ず
か
十
秒
そ

こ
い
ら

の
間

に
さ

つ
と
駈

け
ぬ
け
る
そ
の
走
者

の
姿
勢
を
、
僕
ら

は
は

つ
き
り
目

に
や
き

つ

け
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
何
か
風

の
よ
う
な
も

の
が
猛
烈
な
勢

い
で
駈
け

て
通

つ
た
、

そ
ん
な
漠

た
る
印
象
し
か
も

つ
こ
と
が
出
来
な

い
。

こ
う
佐

々
木

は
自
問
自
答

し
な
が
ら
、

「
風
博
士

の
正
体

は
要
す
る

に

一
陣

の

風

に
す
ぎ
な
か

つ
た

の
だ
」
と
結
語
す
る
。
「
僕
は
疾
走

す
る
百
米
走
者

の
姿
を

高
速
度
写
真

に
と

つ
て
分
析
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
坂

口
の
場
合

に
は
、
結
果

は
ど
う
や
ら
無
駄
な
努
力

に
す
ぎ
な
か

つ
た
よ
う
だ
」
。

「
風
博
士
」

…
篇

に
読

み
取

る

べ
き
は
、

つ
ま
り

「漠

た
る
印
象
」

そ
の
も

の
。
奥

野
健
男

に
よ
れ
ば
、
「
か
な
し
み

の
涯

に
あ
る
只
惜

し
さ
を
、
は
ず
か
し

さ
を
泣

き
笑

い
を
た
だ
感

じ
れ
ば

い
い
の
だ
」

(『
坂

口
安
吾
』
)
。

以
後

の
論
は
お
よ
そ
こ
の
延
長
線
上

に
組

み
立

て
ら
れ

て
き
た
と

い

っ
て
よ

い
。

周
章
者

で
正
義
漢

の
風
博
上

が
し

た
た
か
な
蛸
博
士

の
妊
計

の
ま
え

に
敗
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北
し

て
悲
憤

の
あ
ま
り
風
と
な

っ
て
消
え
去

っ
て
し
ま
う
、

こ
の
構
図

に

つ
い

て
た
と
え
ば
宗
谷
真
爾

「
坂

口
安
吾
論
ー
虚
空

の
幻
術
師
」
(『
エ
ロ
ス
と
渥
葉
』

冬
樹
社
、
昭
48

・
5
)
は
、
「
蝟
は
言
わ
ず
と
知
れ

て
リ
ン
ガ

ム
に
ほ
か
な
ら
ぬ

で
あ

ろ
う
が
、
人
間
を

ア
ー
ト

マ
ン
で
あ
る
風
と
、
肉
体

で
あ
る

『
蛸
』

に
分

け

て
そ

の
相
克
を
描

い
た
」
も

の
と
論
じ
る
。

八
木
敏
雄

「
消
え
な
ま
し
も

の

を
i
坂

只
安
吾
と

エ
ド
ガ

ー

・
ボ

ー
」

(「
ユ
リ
イ
ヵ
」

昭
50

・
12
)

は
、
ボ

ー

の

「
息

の
紛
失
」

そ
の
他

と
の
類
似
を
指
摘

し
、

「坂

口
安

吾
と

エ
ド
ガ
ー

・

ボ

ー
が

『
消
え
な
ま
し
も

の
を
」

の
衝
動

を
共
ハ有
し

て
い
た
」
と
述

べ
る
。
安

吾

の
イ

ン
ド
哲
学

へ
の
浅
か
ら
ぬ
造
詣
、

ボ
ー

へ
の
親
災

を
思
え
ば

と
も
に
そ

の
か
ぎ
り

に
お

い
て
首
肯

さ
れ
て
然

る

べ
き
論

だ
ろ
う
。

ま
た
村
上
護

「安
吾

初
期
創

作
三
篇
に

つ
い

て
」
(
「安
吾

通
信
」

1
、

昭
58

・
2
、

の
ち

『安
吾
風

来
記
ー

フ
ァ
ル
ス
の
求
道
者
』
新
書
館
、
昭
61

・
3
)
は
、
「悪
略
神

の
ご

と
き

蛸
博
士

が
ド
ビ

ュ
ッ
シ
ー
な
ら
、

つ
い
に
は
突
風

と
な

っ
て
消
失

し
て
し
ま
う

風
博
士

を
、

サ

テ
イ
と
見
立

て
て
い
る
」

と
し
て
、

サ
テ

イ
の
感
化
が
取

り
沙

汰

さ
れ
る
ド
ビ

ュ
ッ
シ
ー
作
曲

の
歌
劇

「
ペ

レ
ア
ス
と

メ
リ
ザ

ン
ド
」
(
一
九
〇

二
年

に
オ

ペ
ラ

・
コ
ミ

ッ
ク
座

で
初
演
)
を
あ

い
だ

に
置
き
、
「
ド
ビ

ュ
ッ
シ
ー

(蛸
博
士
)

が
サ
テ

ィ

(風
博
士
)
か

ら
メ
リ
ザ

ン
ド
姫
を
奪

っ
た
と

い
う
こ

と
に
な
る
。
/

こ
う
し

た
下
敷
き

の
話
が
あ
れ
ば
、
あ
と

は
安
吾
的
宇
宙

の
展

開

で
あ

る
」

と
解

い
て
み
せ
る
。

関
井
光
男

「
道
化

の
意
匠
」
(関
井
光
男
編

『
坂

口
安
吾

の
世
界

〈
異
装
叢
書

1
>
』
冬
樹
社
、
昭
51

・
4
)
は
、
W

・
カ
イ
ザ
ー

『
グ

ロ
テ
ス
ク
な
も

の
』
を

援
用
し

つ
つ
、
「
坂

口
安

吾

の
文
学
作

品

の
根
底

に
は
、
よ
く
読
む
と
、
不
合

理

き

わ
ま
り
な

い

〈グ

ロ
テ

ス
ク
な
も

の
〉
が
あ

る
」
と
し

て
、
「風
博
士
」

に
も

言
及
す

る
。

「
風
」

は
、
坂

口
安
吾

の
文

学

の
な
か

で
は
、
重
要

な
キ
ー

・
イ
メ
ー
ジ

を
も

っ
た
表
現

で
あ

る
が
、

こ
れ
と
並
ん

で
用

い
ら
れ

る

「
石
」
、
「
海
」

と

い

っ
た

こ
と
ば
を
合
わ
せ

て
み
る
と
、
そ

こ
に
涯
ぴ
あ
が
る

の
は
、
「
非

人
称
的
な
あ
る
も

の
国
。。
」
、
〈グ

ロ
テ

ス
ク
な
も

の
〉

へ
の
か
た
ぶ
き

で
あ

る
。
風
博
士
は
蛸
博
士

の
好

計

に
よ

っ
て
現
実

に
破
れ
、
イ

ン
フ
ル

エ
ン

ザ
と
な

っ
て
消

え

て
ゆ
く
が
、

そ
れ
は
風
博
士
が
蛸

博
士
と

い
う

〈
グ

ロ

テ
ス
ク
な
も

の
〉

に
侵

さ
れ
、
許
容

す
る
か
ら

で
あ
る
。

風
博

士

に
対
置

さ
れ

て
登
場
す

る
蛸
博
士

は
、
「人

間

の
仮
面

を
被
り
、
内

に
あ
ら
ゆ
る
悪

計

を
蔵

す
と

こ
ろ
」
の
異
形

の
者
、
疎
外
さ
れ
た

〈
グ

ロ
テ
ス
ク
な
も

の
〉

(道
化
)

と
し
て
現
わ
れ
、
風
博
士

を
う
ち

の
め
す
が
、

最
後

に
風
博

士

は
蛸
博
士

と
同
体
化
す

る
。

そ
れ
は
両
義
的

な
現
実

を
受

け
入

れ
る
と
い

う
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な

い
。

こ
の
関
井
光
男

の
図
式

は
な
か

な
か
あ
ざ

や
か
で
、

し
か
も
示
唆

に
と
ん
で

い
る
。

さ
き

の
宗
谷
真
爾

や
八
木
敏
雄

の
意
見

が
作
者

の
側

の
着
想

の
次

元
に

と
ど

ま

っ
て
い
た

の
に
対
し

て
、

こ
ち
ら

は
作
品

の
内
側

の
構
図

に
ま
で
そ
れ

な
り

に
踏

み
込

ん
で
い
る
か
ら

で
あ

る
。

と

こ
ろ
で
、
さ
き

の
佐

々
木
基

一
の
問

い
に
対
し

て
、
関
井
光
男

は

「
秘
密

な
ど

は
ど

こ
に
も
な

い
。

(略
)
風
博
士

は

『
風
』
と
な

っ
て
消

え
て
し
ま

う
。

た
だ

そ
れ
だ
け

に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
大
仰

に
か
ま
え

て
意
味
を
考

え
る
こ

と
は
な

い
」
と

一
蹴
し

て
い
る
。

い
か

に
も

「
風
博
士
」

に
お
け
る
筋

の
展
開

に

「
大
仰
」
な

「
意
味
」
が
あ

ろ
う
と
は
思
え
な

い
。

に
し

て
も

「
風
博
士
」
と
は
し
か
し
、

い

っ
た

い
ど
う

い
う

ハ
ナ

シ
な

の
か
。
関
井
光
男

の
要
約

に
よ
れ
ば
、

こ
う
な
る
。

彼
は
ま
ず

「
無
毛
赤
色

の
怪
物
」

で
あ

る
が
、

髭
を
か
ぶ
る

こ
と

に

よ

っ
て
日
常

の
人
間
と
な
り
、

風
博
士

の
美

し
き
麗
わ
し
き
妻

を
略

奪
す

る
。

風
博
士
は
悲
憤
慷
慨
し
、

蛸

博
士

へ
の
復
讐

を
試
み
る
が
、

何
度

一72一



や

っ
て
も
失
敗
す

る
。
風
博
士

は
復
讐
を
あ
き
ら
め
、
美
し
き
嫁
を
迎
え

る
こ
と

に
す

る
が
、

そ
の
婚
礼

の
日
、
突
然

「
風
」
と
な

っ
て
消
え
る
。

そ
し

て

「
こ
の
日
、
か

の
憎
む

べ
き
蛸
博
士
は
、
恰
も

こ
の
同
じ
瞬
間

に

於

て
、
イ

ン
フ
ル

エ
ン
ザ

に
犯
さ
」
れ
る
。

つ
い
で
に
も
う
ひ
と

つ
、

神
谷
忠
孝

『
坂

口
安
吾

〈鑑
賞

日
本
現
代
文
学

22
>
』

(角
川
書
店

、
昭
56

・
1
)

の

「風
博
士
」
鑑
賞

を
も
見

て
お

こ
う
。

登
場

人
物

は
、
風
博
士

と

「僕
」

と
十
七
歳

の
花
嫁

で
あ

る
が
、
風
博

士

の
口
か
ら
蛸
博
士
と
、

バ

ス
ク
生

ま
れ

の
先
妻

の
こ
と
が
語
ら
れ

る
と

い
う
し
く
み
に
な

っ
て
い
る
。
風
博
士

の
年
齢

は
四
十
八
年
前

に
パ
リ
に

留

学
し

た
と
あ

る
か
ら
大
体
七

L「
歳
前

後
と

い
う
と

こ
ろ

で
あ
ろ
う
。

(略
)

風
博

士

の
復

讐

は
と
い
え
ば
蛸
博
士

の
婁

を
奪

っ
て
禿
頭

を
白

日

の

も
と

に
さ
ら

さ
せ

る
こ
と

で
恥
を
か
か
せ

る
と

い
う
も

の
だ
が
、
蛸
博
士

が
も

う
ひ
と

つ
婁
を
も

っ
て
い
た

こ
と

で
も
く
ろ
み
は
失
敗

に
終
わ
る
。

(略
)
風
博
士

の

「
紛
失
」
事
件
は
、
風
博
士

の
二
度
目

の
結
婚
式

当
日

で
あ

っ
た
と

い
う

の
が

「
僕
」
の
証
言
と
し

て
次

に
語
ら
れ
る
。
(
略
)
最

初

の
妻
を
蛸
博
士

に
奪
わ
れ
た

こ
と

で
、
風
博
士

の
内
部

に
女
性

不
信
が

あ

っ
て
、
気
を
と
り
直
し

て
は
み
た
も

の
の
、

ま
た
も
裏

切
ら
れ
る
か
も

し
れ

ぬ
と

い
う
不
安
が
、
結
婚

式
当
日

の

「紛
失
」

に

つ
な
が

っ
た
と
も

言
え
る
。
お

の
れ

の

ロ
マ
ン
チ

シ
ズ

ム
が
現
実
世
界

で
通
用
し
な
い
こ
と

を
見
究
あ
た
か
ら

こ
そ
、
結
婚
式

の
日
に
風
博
十

は

「
紛
失
」

し
た
の
で

あ
る
。

す
な
わ
ち
、
風
博

七
に
は

「
先
妻
」
が

い
た
と

い
う

の
だ
。
ま
た
、
「
復
讐
を

あ
き
ら
め
、
美

し
き
嫁
を
迎

え
る
こ
と

に
し

た
」

(関
井
)
と

い
う
。
「
女
性
不

信
が
あ

っ
」
た
が

「気
を
と

り
直

し
て
」

(神
谷
)

み
た
と
も

い
う
。

は
た
し

て
そ
う
な

の
か
。
「
風
博
士
」
全
体

の
ど
こ
に
そ
う
書

か
れ

て
い
る
の

か
。
ど

こ
か
ら
そ
う
推
察

で
き
る

の
か
。
「
復
讐
を
あ
き
ら
め
」

る
物
語
、
「
女

性
不
信
」

の
物
語
な
ど

は
、
あ
き
ら
か

に
こ
ち

ら
側
か
ら

の
挿
入

に
ほ
か
な
ら

な
い
。

作
品

の
側
が

つ
む
ぎ
だ
し

て
く
る
物
語
と
は
、
や
は
り

い
い
が
た

い
。

「風
博

上
」

の
世

界
は

「
理
解
す
る

の
で
は
な
く
、

感
じ
れ
ば

い
い
の
だ
」

(奥
野
健

男
)

と
い

っ
た
意

見

の
背
後

に
は
、
じ

つ
は

こ
う

い
う
読
解

の
素
朴

な
困
難

が
あ
る
。
「
な
ぜ
博
士

は
風
と
化

し
た
か
?

そ
の
真
相

は
、
右

の
荒
筋

か
ら
も
、

ま
た
実
際

に

『
風
博
士
』
を
熟
読

し

て
も
、

つ
い
に
誰

に
も
わ
か
ら

な

い
仕
組

に
な

っ
て
い
る
」

(八
木
敏
雄
)

と
か
、

「
た
と
え
ば
風
博
士

は
な
ぜ

こ
れ

ほ
ど
ま

で
に
蛸
博
士
を
憎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
、

そ
れ

ほ
ど
憎

ん

で
い
た
は
ず

な

の
に
ど
う
し

て
あ

っ
さ
り
消

え
去

る

こ
と

に
決

め
た

の
か
、

(略
)
作
品

の
内
部
か
ら

そ
れ
ら

の
論
理
的
根
拠
を
探
り
だ

そ
う
と
す
る
試
み

は
無
益
だ
と

い
う
よ
り
、
そ
も
そ
も
不
可
能

で
あ

る
」
(曽
根
博
義

「
『
風
博
士
』

論
」
、
「
安
吾
通
信
」

1
)
と

い
う

の
が
、
ほ
ぼ
今
日

の
定
説
な

の
で
あ
る
。

だ
が
、
さ
き

の
佐
々
木
基

一
の
問

い
は
、

い
ま
ふ
た
た
び
試
み
ら
れ

て
も
よ

い

の
で
は
な

い
か
。
風
博

士

の
正
体

は
何

で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
ミ

ス
テ
リ

ァ
ス

な
問
い
を
く
ぐ
り
抜

け
る

こ
と
な
し
に

「
風
博

士
」

を
論

じ
る

こ
と
は
、

お
び

た
だ
し
い

モ
チ
ー

フ
論

の
こ
れ
以
上

の
乱
立
を
招
く
だ

け
に
な
る
よ
う
な
気

が

す
る
。

二

 

さ
て
、

こ
こ
ら

で
よ
う
や
く
、
探
偵
小
説

に
お

い
て
罠
を
掛
け

て
引
き

つ

り

こ
む
手

只
そ

の
も

の
の
、
す

な
わ
ち

こ
の
手

口

の
特
徴

の
話

に
入

る
。

こ
の
特
徴
は
三

つ
の
層
を
な
し
、
相
互

に
密
接

に
関
連
し
、
ね
ら

い

昭



の
的
が
な
か

に
ま
ん

べ
ん
な
く

つ
ま

っ
て
い
る
。
第

一
に
謎
解
き

の
緊
張

が
あ

る
。
こ
れ
が
、
さ
な
き
だ
に
探
偵
的

な
も

の
と
し
て
、
第

二
に
、
往

々

に
し

て
そ

こ
か
ら
き
わ
め
て
重
要

な
も

の
が
体
験

さ
れ
る
裏
面
性
と

い
う

特
殊
な

ア
ク

セ
ン
ト
を
と
も
な
い

つ
つ
、
仮
面
剥
奪
、
す
な
わ
ち
暴
露
を

さ
し
示
す
。
暴
露
は
第

三
に
、
事
件

の
物
語

ら
れ
な

か

っ
た
部
分
、
物
語

以
前

の
も

の
か
ら
は
じ
め
て
解
き
明

か
さ
れ

る
は
ず

の
事
件

の
経
過

へ
と

立
ち

い
た
る
。

こ
の
第

三
の
も
の
が
探
偵
小
説

の
も

っ
と
も
鮮
明
な
特
徴

で
、

こ
れ
が
探
偵
小
説

を
、
探
偵

と
は
ほ
と

ん
ど
無
関
係

に
と

い
え

る
ほ

ど
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
に
す

る
の
だ
。
小
説

の
冒
頭

の
句
以
前
、
最

初

の
章
以
前
に
、

な
に
ご

と
か
が
起

り
、

こ
の
な

に
ご
と
か
を
知

っ
て
い

る
も

の
は
だ
れ

一
人

い
な
い
。

お
そ
ら
く
作
者
自
身

で
さ
え
も
。

ひ
と

つ

の
暗
部
が
な
お
知

ら
れ
ざ

る
も

の
と
し

て
存
在
し
、

そ
こ
か
ら
、
そ

こ
を

め
が
け

て
、

つ
づ
く

一
連

の
事
件
と

い
う
車

の
積

み
荷
全
体
が
運
動
を
起

す
。

(傍
点
原
文
)

E

・
プ

ロ

ッ
ホ

「探
偵
小
説

の
哲
学
的
考
察
」

(種
村
季
弘
訳
、
『
異
化
』
現

代

思
潮
社
、
昭

60

・
3
)

か
ら
引

い
て
み
た
。

い
か
に
も
事
件

は
す

で
に
起
き

て
し
ま

っ
て
い
る
。
風
博
士
は
消
え
、

一
通

の
奇
妙

な
遺
書
だ

け
が
残

さ
れ

て
い
る
と

い
う
。
そ

の
事
件

の
全
体
を
、
誰

も

知

ら
な
い
。
「僕
」
の
み
知

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
じ

つ
は

「僕
」
も

知

ら
な

い
。
風
博
士
も
蛸
博
L
も
少
女
も

こ
こ
に
は

い
な

い
。

た
だ

「僕
」

だ

け
が
い
る
。

「風
博
卜
」

は
、

こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
。

か
り

に
全
体
を
、

「
僕
」

の
語
り

の
前
半
部
、

「風
博
士

の
遺
書
」
、

残

り
の

「
僕
」

の
語
り

の
部
分

の
三

つ
に
分

け

て
お
く
。

い
わ
ゆ
る
入

れ
子
型

の
構
造

と

い
う
わ
け
だ
。

冒
頭

に
お
け
る

「
僕
」

の
演
説

の
主
眼
は
、

こ
の
事
件

と
事

件
に
関
係

す
る

人
び
と

に

つ
い
て
誰
も
知
ら
な

い
こ
と
を
、

つ
ま
り
自
分

ひ
と
り
が
知

っ
て
い

る
こ
と
を
通
告

す
る
と

こ
ろ

に
あ

る
。

あ

わ
せ

て
現
在

の
状
況
を

も
説
明

す

る
。

い
さ
さ
か
面
倒

で
も
、
あ
ら
た
め

て

「
僕
」

の
語
り
に
た
ん
ね
ん
に
耳

を

傾
け

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

諸
君
は
、
東
京
市
某
町
某
番

地
な
る
風
博
士

の
邸
宅

を
御
存

じ
で
あ
ろ

う
乎
?

御
存
じ
な

い
。
そ
れ
は
大
変
残
念

で
あ
る
。

そ
し
て
諸
君

は
偉

大
な
る
風
博
士
を
御

存
知

で
あ
ろ
う
か
?

御
存
知

な
い
。

そ
れ

は
大
変

残
念

で
あ
る
。

で
は
偉
大
な
る
風
博
士

が
自
殺

し
た
こ
と
も
御
存

じ
な

い

で
あ
ろ
う
か
?

な
い
。
鳴
乎
。
で
は
諸

君
は
遺
書

だ
け
が
発
見

さ
れ

て
、

偉
大
な
る
風
博

士
は
杏
と
し

て
紛
失

し
た

こ
と
も
御
存
知

な
い
で
あ

ろ
う

か
?

な

い
。

嵯
乎

。

で
は
諸
君

は
僕

が
其
筋

の
嫌
疑

の
た
め

に
並

々
な

ら

ぬ
困
難

を
感

じ

て
い
る

こ
と
も

御
存
知

な

い
の
で
あ

ろ
う
か
?

於

戯
。

で
は
諸
君

は
僕

が
偉
大

な
る
風
博
士

の
愛
弟
子

で
あ

っ
た
こ
と
も
御

存
じ
あ
る
ま
い
。

「
僕
」

は

「諸
君
」

が
こ
の
事
件

に
関
し

て
な

に
ひ
と

つ
知

ら
な

い
こ
と
を

告
知

す
る
。

「風
博
士

の
邸
宅
」
と

は
事
件

の
現
場

で
あ

る
。
「
偉
大
な

る
風
博

士
」

と
は
事
件

の
当
事
者

で
あ
る
。

「僕
」

は
事
件

の
唯

一
の
目
撃
者

で
あ

り
、

「遺
書
」

は
唯

一
の
物
証

で
あ
る
。

そ
れ
ら
す

べ
て
を

「
諸
君
」
は
知
ら
な

い

は
ず
だ
。
優
位

に
立
と

う
と
す

る

「
僕
」

の
戦
略

は
、
な
か
な
か
し
た
た
か
だ

と

い
わ
ね
ば
な

ら
な

い
。

つ
い
で

「
僕
」

は
現
在

の
自
分
が
窮
地

に
あ
る

こ
と
を
訴
え

る
。

し
か
し
警
察

は
知

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
し

て
其
筋

の
計
算

に
由
れ

ば
、
偉
大
な
る
風
博
士

は
僕
と
共
ハ謀

の
う
え
遺
書
を
捏
造
し

て
自

殺
を
装

い
、
か
く

て
か

の
憎
む

べ
き
蛸
博
士

の
名
誉
殿
損

を
た
く
ら
ん
だ
に
相
違
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あ

る
ま

い
と
睨
ん
だ

の
で
あ
る
。

誰

ひ
と
り
知
ら
な
い
と
い
う
風
博
士

の
存
在
と
、

そ
の
風
博
士
と

「
僕
」
が

師
弟

の
関
係
に
あ

っ
た
こ
と
を
、
「
其
筋
」
の
み

「
知

っ
て
い
た
」
と
考

え
る

に

は
無
理
が
あ
る
。

た
ぶ
ん
こ
れ

は

「
僕
」

の
強
迫
意
識

の
所
産

に
す
ぎ
な
い
。

も
し

「
其
筋
」
が
風
博
士

の
存
在
を
知

っ
て
い
た
の
な
ら
、
「
偉
大
な
る
風
博
士

は
僕
と
共
謀

の
う
え
遺
書
を
捏
造
し

て
自
殺
を
装

い
、
か
の
憎

む

べ
き
蛸
博
士

の
名
誉
殿
損

を
た
く
ら

ん
だ

に
相
違
あ
る
ま

い
」

と
い
う

「其
筋

の
計
算
」

は

出

て
こ
な
い
。
蛸
博
士
を
誹
諺
す
る

一
通

の

「
遺
書

」
を
ま
え
に
し
て
、
「其
筋
」

が
風
博
士

の
単
独
犯
説

で
は
な
し

に

「
僕
」

と

の
共
謀
説

を

「計
算
」
す

る
の

は
、
風
博
士

の
存
在
が
未
確
認

で
あ
る
た
あ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
、
「僕
」
は
懸
命

に
風
博
士

の
存
在

を
主
張
す

る
。
こ
の
場
合
、
そ
れ

は
不
在

の
証
明

に
よ
る
し
か
な

い
。
不
在
証
明
と
は
裏

が
え
し
の
存
在
証
明

で

あ
る
か
ら
だ
。

諸
君
、

こ
れ
は
明
ら
か

に
誤
解

で
あ
る
。
何

と
な

れ
ば
偉
大
な

る
風
博

士

は
自
殺
し

た
か
ら

で
あ
る
。
果
し

て
自
殺

し
た
乎

?

然

り
、
偉
大
な

る
風
博
士

は
紛
失
し
た

の
で
あ
る
。
諸

君
は
軽
率

に
真
理
を
疑

っ
て
い
い

の
で
あ

ろ
う
か
?

な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
れ
は
諸
君

の
生
涯

に
様

々
な
不
運

を
齎
ら
す

に
相
違
な

い
か
ら

で
あ
る
。
真

理
は
信
ぜ

ら
る
べ
き
性
質

の
も

の
で
あ

る
か
ら
、
諸
君
は
偉
大
な
る
風
博
士

の
死
を
信

じ
な
け
れ
ば
な

ら

な
い
。

再
確
認
し

て
お
け
ば
、
「
僕
」
が

「
明
ら
か
に
誤
解

で
あ
る
」
と
抗
弁
す

る
の

は
、
「其
筋

の
計
算
」
に
よ
る
自
殺
偽
装
説
、
遺
書
捏
造
説
、
共
謀
説

に
対
し

て

で
あ

る
。

そ
の
た
め

に
は
風
博
士

が
い
な
く
な

っ
た
と
い
う

こ
と
、
す
な
わ
ち

風
博
士

の
不
在
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
さ
え
証
明

で
き
れ
ば
す

べ
て
解
決
す

る
。

が
、
「
僕
」

の
語
り
く
ち
は
、

じ

つ
は
微
妙

に
揺
れ

て
い
る
。

「果
し

て
自
殺

し
た
乎

?
」

と
問

い
な
が
ら
、

そ
れ

に
対
す

る
答

は

「
然

り
、
偉
大
な

る
風
博

士

は
紛
失

し
た
の
で
あ

る
。
」
と

い
う
も

の
で
し
か
な

い
。
こ
れ
よ
り
さ
き
、
冒

頭

ち
か
く
で
も
、

や
は
り

「
自
殺
」
と

「
紛
失
」
が
両
用
さ
れ

て
い
た
。
両
用

と
い
う
よ
り
、
「
自
殺
」
と

い

っ
た
あ
と
、
た
だ
ち

に
そ
れ
が
、
「
紛
失
」
と

い

い
か
え
ら
れ

て
い
た
。

そ
の
呼
吸

は
、

こ
こ
で
も
同
様

で
あ
る
。

こ
の

「僕
」
の
ゆ
れ
は
、
な

に
を
意
味

し

て
い
る
の
か
。
「僕
」

に
風
博
士

の

「自
殺
」
が
確
信

さ
れ

て
い
る
の
で
は
な

い
。
「
僕
」
は
た
だ
、
風
博
士

の

「
紛

失
」
を

「自
殺
」
だ
と
信
じ

よ
う
と
し

て
い
る

に
す
ぎ
な

い
。
「
真
理
は
信
ぜ
ら

る
べ
き
性
質

の
も

の
で
あ

る
」
、
と

「僕
」
は
説
く
。
そ
れ

は

「諸
君
」

に
対

し

て
発
さ
れ
た

こ
と
ば
と

い
う
よ
り
、
「
僕
」
自
身

へ
向
け
ら
れ
た
も

の
だ
。

ふ
た
た
び
プ

ロ
ッ
ホ
の
こ
と
ば
を
く
り
返
せ
ば
、

「小

説

の
冒

頭

の
句

以
前
、

最
初

の
章
以
前

に
、
な

に
ご
と
か
が
起
り
、

こ
の
な
に
ご
と
か
を
知

っ
て
い
る

も

の
は
だ
れ

一
人

い
な

い
」
。
「
ひ
と

つ
の
暗
部
が
な
お
知

ら
れ
ざ
る
も
の
と
し

て
存
在
し
」

て
い
る
。

三

 

「
僕
」

は

「
諸
君
」

に
向
か

っ
て

「
風
博

士

の
遺
書
」

を
公
開

す
る
。

そ
の

目
的
は
何
か
。
「
僕
」

の
語
り

の
後
半
部

分

の
は
じ
め
に
は
、

こ
う
あ
る
。

諸
君

は
偉
大
な
る
風
博
士

の
遺
書

を
読
ん

で
、

ど
ん
な
に
深

い
感
動

を

催
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
か
?

そ
し

て
ど
ん
な

に
劇

し
い
怒

り
を
覚

え
ら
れ

た

で
あ
ろ
う

か
?

僕

に
は
よ
く

お
察

し
す

る

こ
と

が
出
来

る

の
で
あ

る
。
偉
大
な
る
風
博
士
は
か
く

て
自
殺

し
た

の
で
あ
る
。
然

り
、
偉
大

な

る
風
博
十
は
果
し

て
死
ん
だ

の
で
あ
る
。

極
め
て
不
可
解

な
方
法

に
よ

っ
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て
、

そ
し
て
屍
体
を
残

さ
な
い
方
法

に
よ

っ
て
、

そ
れ
が
行

わ
れ
た
た
め

に
、

一
部

の
人

々
は
こ
れ
は
怪

し
い
と
睨

ん
だ

の
で
あ
る
。

あ
あ
僕

は
大

変
残
念

で
あ

る
。

「僕
」

は

「深

い
感
動
」

や

「劇

し
い
怒

り
」

を

「諸
君
」

と
共
ハ有

す
る
た

め
に

「風
博
士

の
遺
書
」

を
公
開

し

て
い
る

の
で
は
な
い
。

風
博
士

が

「
自
殺

し
た
」

に
相
違
な

い
、

な
に
よ
り

の
証
拠

を
提

示
し

て
い
る

の
で
あ
る
。

い
か
に
も

「風
博
士

の
遺
書
」

に
は
彼

が
み
ず
か
ら
意
志

し

て

「消

え
去
る

こ
と
に
き
め
た
」
次
第

が
開
陳

さ
れ
て

い
る
。
彼

の
陳
述

に
よ
れ
ば
、
彼

は
蛸

博

十
と

「論
敵
」

で
あ

っ
た
が

「
バ

ス
ク
開
開
」
論
争

に
惨

敗
を
喫
し
た

こ
と
、

自
宅

の

コ
戸
只
に
bd
鋤
コ
o
爵

の
皮
を
撒
布
」
さ
れ
た

こ
と
、
「
麗
わ
し
き
」
妻
を

「
何
等

の
愛

な
く
し

て
」
寝
取
ら
れ
た

こ
と
な
ど
が
原
因

で
、
「奮

然
蹴
起
し
」

蛸

博
士

の
正
体
を
暴
露

し
よ
う
と
し
た
が
、
失

敗

に
終

わ

っ
た

の
で

「
止
む
を

得
」
ず

「
余

の
方

よ
り
消

え
去

る

こ
と

に
き
あ
た
」
と

い
う
。

彼

の

〈
消
失
〉
宣
言
は
、
彼
な
り

に
論
理
的

で
、

つ
じ

つ
ま
が
あ

っ
て
い
る
。

「
諸
君
は

よ
く
余

の
悲
し

み
を
計

り
う
る

で
あ

ろ
う
乎
」
、
彼

に
念
を

お
さ
れ

る
ま

で
も
な
く
、
彼

の
失
意
は
察

し

て
余

り
あ
る
。

こ
の

「
風
博
士

の
遺
書
」
を
示
し
た

の
ち
、
「
僕
」
は

「偉

大
な
る
風
博

士

の

臨
終
」

の

「
唯

一
の
目
撃
者
」

と
し

て
、

そ

の
顯
末

を
語
り
だ
す
。

こ
こ
に
、

じ

つ
は
難

関
が
あ
る
。

「遺
書
」

で
風
博
士

が
開
陳
す

る

〈消
失
〉

の
理
由

と
、
そ
れ
を
受

け
て

「
僕
」
が
語
る

「
目
撃
」
談
と

で
は
、
く
い
ち
が

っ

て
い
る
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「遺

書
」
で
風
博
士

の

〈消
失
〉
の
最
大

の
契

機

と
し

て
語
ら
れ
て
い
る

の
は

「
バ

ス
ク
生

れ
」

の

「妻
」

を
蛸
博
士

に

「籠

絡

せ
ら
れ
た
」

こ
と
だ
が
、

一
方

の

「
僕
」
の
語
り

に
よ
れ
ば
、
「当
年
十
七
歳

の
大
変
美

し
い
少
女
」

と
の
結
婚
式

を

「失
念

し
て
い
た
」

か
ら
だ
と

い
う

こ

と
に
な

る
。
「妻
」
と

「
少
女
」
は
別
人
な

の
か
ど
う
か
。
か

り
に
別
人

で
あ

っ

た
と
し
た
ら
、
「
妻
」
を

「
籠
絡
せ
ら
れ
」
て

「消

え
去

る

こ
と
に
き
め

た
」
風

博
士

が
、
な
ぜ

「少

女
」
と
結
婚
し
よ
う
と
し

て
い
る

の
か
。

さ
き

の
関
井
光

男
や
神
谷
忠
孝

の
読
解

に

「
風
博

士
は
復
讐

を
あ
き
ら
め
、
美
し
き
嫁
を
迎
え

る

こ
と

に
す
る
」
(関
井
)
と
か
、
「
最
初

の
妻
を
蛸

博
士

に
奪
わ
れ
た

こ
と

で
、

気
を
と
り
直
し

て
は
み
た
も

の
の
」
(神
谷
)
と
あ

っ
た
の
は
、
そ

こ
に

つ
じ

つ

ま
を
あ
わ
せ
よ
う
と
す
る
苦
慮
な

の
で
あ
る
。
そ

の
ほ
か
、

こ
の

「
遺
書
」
は

な
ぜ

「
諸
君
」
に
向
け

て
書
か
れ

て
い
る

の
か
。
「
遺
書
」
は

い

つ
書
か
れ
た

の

か
。

風
博
士

の

〈
消
失
〉

の
真
意
は
ど

こ
に
あ
る

の
か
。

浅
子
逸
男

「
フ

ァ
ル
ス
、
初
期

の
カ
タ
リ
」

(『
坂

口
安
吾
私
論
「
虚

空

に
舞

う
花
』
有
精
堂
、
昭
60

・
5
)
、
お
よ
び

「
『
風
博
士
』
論
」

(同
前
)
は

「
『
風

博
士
』
と
は
、
男
性

で
あ

る
風
博
士

に
よ
る
、
女
性

で
あ
る
蛸
博
士
と

の
葛
藤

と
、
そ

の
果

て
の
逃
走

の
小
説

で
あ
る
」
と
見
な
す
。
そ

の
よ
う
な
見
立

て
自

体

に
た
だ
ち

に
同
意
す
る

つ
も
り
は
な

い
が
、
じ

つ
は
卓
抜
な
指
摘

を

い
く

つ

か
浅
子
は
同
時

に
し

て
く
れ

て
い
る
。

い
ま
さ
し
あ
た
り
必
要
な

の
は
次

の
く

だ
り

で
あ
る
。

「
風
博
士
」

の
物
語

の
上

で
の
語
り
手
は
博
士

の
助
手

「
僕
」

で
あ

る
。

「
僕
」
は
、
手
際
よ
く
自
分

の
お
か
れ

て
い
る
状
況
を
説
明
し
、
風
博
士

の
遺

書

の
前
ま

で
読
者
を
み
ち
び
く
。
あ
け

て
み
る
と
、
遺
書

ま

で
も
が

読
者

に
対

し

て
直
接
呼
び
か
け
る
文
体

に
な

っ
て
い
る

「
僕
」
と

い
う
、

博
士

の
助
手

で
も
あ
る
愛
弟
子
が

い
る

の
だ
か
ら
、
た
と
え
ば

「
僕
」

に

あ

て
て
遺
書

は
書
か
れ

て
も
よ

い
は
ず

で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
あ
ま
り

に
も

面
妖

な

こ
と
に
、

こ
の
遺
書

は
不
特
定

多
数

の
読
み
手
を
想
定

し
た
、

い

わ
ば
開
か
れ
た
遺

書
な

の
で
あ
る
。

ま
さ

に
そ
れ
が

「
風
博
士
」
と

い
う

小
説

が
荒
唐
無
稽

で
あ
る
所

以

で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら

こ
そ

「
僕
」
と
博
士

が
共
ハ謀

の
う
え
遺
書

を
捏
造

し
た
と
警
察

で
は
み

て
い
る

の
だ
と
解
釈

で
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き
な
い

こ
と
も
な

い
。

い
ず
れ

に
せ
よ
、
物
語

の
上

で
の
語

り
手

「僕
」

と
、
遺
書

の
語
り
と
が
同

一
方
向
を
向

い
て
い
る
と

い
う
仕
組

で
あ

る
。

浅
子

の
い
う
と
お
り
、
「
僕
」

の
語
り
と
、
「
風
博
士

の
遺
書
」

の
語
り
と

は

「
同

一
方
向
を
向

い
て
い
る
」
○
と

い
う
よ
り
、
そ
の
文
体
は
ほ
と
ん
ど
同

一
の

も

の
で
あ
る
。
「
あ
ま
り

に
も
面
妖
な
」
そ

の
事

実
は
、

し
か
し

「
『
風
博
士
』

と
い
う
小
説

が
荒
唐
無
稽

で
あ
る
」

(浅
子
)

か
ら
で
は
な
い
。

「僕
」

と
風
博

士

が
師
弟
関
係

に
あ

る
か

ら
で
も
な

い
。
語

り
手

の

「僕
」

と

「風
博
士

の
遺

書
」

の
書
き
手
と
が
、
じ

つ
は
同

一
人
物
だ

か
ら

で
あ

る
。
「
僕
」

が
、
「
其
筋

の
計
算
」
ど

お
り
、
「
遺
書
を
捏
造
し
」
た

の
で
あ

る
。
ミ

ス
テ
リ
ー
に
登
場
す

る
遺
書

は
捏
造

さ
れ
た
も

の
と
相
場

は
き
ま

っ
て
い
る
、
な
ど
と

い

っ
て
す
ま

せ
る

つ
も
り
は
な

い
が
、

こ
の

「
あ
ま
り

に
も
面
妖
な
」
事
実
は
、
作
者
が
仕

掛
け
た
謎
解
き

の
第

一
階
梯

に
ほ
か
な
ら
な

い
。

「
風
博
士

の
遺
書
」

を
、

だ
か
ら
再
読

す
る
必
要

が
あ
る
。
便
宜
的

に
さ
き

の
神

谷
忠
孝

の
要
約

を
借

り
て
み
る
。

風
博
士

が
蛸
博
士

を
憎
む

よ
う
に
な

っ
た
原
因

と
し
て
三

つ
の
理
由

が
述

べ
ら
れ

る
。

一
つ
め
は
、
歴
史
学
者
同
士

の
ラ
イ
バ
ル
意
識

で
あ

る
。
源

義
経

が
日
本
を
脱
出

し
て
成
吉
思
汗

と
な

り
バ

ス
ク
地
方

に
隠
栖

し
た
と

す

る
風
博
上

の
学
説

に
対
し
、
蛸
博
士
が
現
実
論
か
ら
否
定
し
た

こ
と
。

二

つ
め

は
バ
ナ
ナ
の
皮
を
風
博
士

の
家

の
戸

只
に
お

い
て
転
倒
さ
せ

る
こ

と

で
殺
害
を
図

っ
た

こ
と
。
そ
し

て
三

つ
め
は

バ
ス
ク
生
ま
れ

の
風
博
士

の
妻
を
蛸
博
士
が

「
愛
な
く
し

て
」
奪

っ
た
と

い
う
も

の
で
あ
る
。

こ
の

う
ち
二

つ
め
は
風
博
士

の
被
害
妄
想
と

い
う

こ
と
に
な
る
が
、
蝟
博
士

の

現
実
主
義

の
前

に
風
博

士

の
ロ
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
が
敗

退
す
る
と
い
う
構
造

に
な

っ
て
い
る
。

だ
が
留
意
す

べ
き
は
、

こ
の

「
三

つ
の
理
由
」

が
た
だ
並
置

さ
れ
て
い
る

の

で
は
な
い

こ
と
だ
。

さ
き
に
も
述

べ
た
よ
う

に
、

こ
れ
ら
三

つ
の
出
来
事

の
う

ち
、
風
博
士

に
と

っ
て
最
大

の
痛
恨
事

は

「
妻
を
寝

取
」
ら
れ
た

こ
と

に
あ
る
。

そ

の
こ
と
を
語

る
に
際
し

て
は
、
ま
ず
第

一
に

「
バ

ス
ク
開
關
」

の
祖

を
め
ぐ

る
応
酬
が
語
ら
れ

る
。

こ
の
逸
話
が
示
す
も

の
は
、
風
博
士

が

「論

理

の
権
威

を
信
じ
、
そ

の
枠
組

の
中

で
人
を
説
得
し

よ
う
と
必
死

に
努
め

な
が
ら
、
知

ら

ぬ
間

に
そ

の
枠
を
踏
み
外
し

て
し
ま
」
(曽
根
博
義
)
う
人
物
だ
と

い
う
こ
と

で

あ
る
。

た
わ

い
な
い
着
想

を
強
引

に
論
理

で
装

い
、

自
縄
自
縛

の
泥
沼

に
陥

っ

て
し
ま
う
人
物

の
類

い

で
あ
る
。
第

二
は

「切
鋤
b
鋤
b
o
」
事
件

で
、
こ
れ

は
神
谷

忠
孝
も

い
う
と
お
り
風
博
士

の

「
被
害
妄
想
」
資
質
を
も

の
語

る
。
「
余

の
告
訴

に
対
し
世
人

は
挙
げ

て
余
を
罵
倒

し
た
」

と
い
う
彼

の
状

況
認
識

は
、
あ
き
ら

か

に
被

害
妄
想

者

の
そ
れ

で
あ
る
。

そ
し

て
、

こ

の
二

つ
を
受
け

て
第

三

の

「
悲
痛
な

る
椿
事
」
が
語
ら
れ

る
の
で
あ

る
。
「
彼

は
余

の
妻

を
寝
取

っ
た

の
で

あ
る
!
」
と

い
う
風
博
士

の
発
言

は
だ
か
ら
、

た
ぶ

ん
彼

ひ
と
り
の
思

い
込
み

に
す
ぎ
な

い
。

な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
、

「
余

の
妻
は

バ
ス
ク
生
ま
れ

の
女
性

で

あ

っ
た
」

か
ら

「余

の
研
究

を
助
く
る

こ
と
」
云
々
と
強
引

に
論
理
化

さ
れ
、

し
か
も

あ
ま
り
に
被
害
妄
想
的

で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

も
と

よ
り
、

こ
の

「風
博
士

の
遺
書

」

の
捏
造
者

で
あ
る

「
僕
」

に
そ

の
カ

ラ
ク
リ
が
自
覚

さ
れ

て
い
る
の
で
は
な

い
。

「
僕
」

も
ま
た
、

「
諸
君
、
偉
大
な

る
風
博
士

は
風
と
な

っ
た
の
で
あ

る
。
果

し
て
風

と
な

っ
た
か
?

然

り
、

風

と
な

っ
た

の
で
あ

る
。
何

と
な
れ
ば

そ
の
姿

が
消

え
去

せ
た

の
で
は
な
い
か
」

云

々
と
論
理
的

に
弁
じ
立

て
る
、
そ
し

て
ま

た
、
「
其
筋

の
嫌
疑

の
た
め
に
並

々

な
ら
ぬ
困
難
を
感
じ

て
い
る
」
と

い

っ
た
強
迫
意
識
を
も

つ
人
物
だ
か

ら
で
あ

る
。

四
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風
博

上
は

「遺
書
」

の
末
尾

に

「
し
か
ら
ば
余

の
方
よ
り
消

え
去

る
こ
と
に

き
め
た
。

あ
あ
悲

し
い
か
な
」
と
書
き
し
る
し

て
か
ら
消
え
た

の
だ
か
ら
、

こ

の

「
遺
書
」
は
、
や
は
り

「
お
そ
ら
く
は
結
婚
式
当

日
」
(
神
谷
忠
孝
)
か
、
そ

の
翌
朝

は
や
く
に
書
か
れ

た
も

の
と
設
定
さ
れ

て
い
る
と

ひ
と
ま
ず
考

え

て
よ

い
。
と
す
れ
ば
、
「
バ

ス
ク
生
れ
」
の

「
妻
」
と

「
十
七
歳

の
少
女
」
と
は
、
お

の
ず
か
ら
同

一
人
物

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

「僕
」

に
よ
れ
ば
、
風
博
士

は
結
婚
式
を

「
失
念

し
た
」

が
た
め
に

「消

え

失

せ
た
の
」
だ
と

い
う
。

一
方
、
風
博
士
自
身
に
よ
れ
ば
、
蛸
博
士

の

「悪
略

に
及
ば

ざ
る
こ
と
す

で
に
明
白
」

で

「
刀
折
れ
矢
尽
き
た
」

た
め
に

「消

え
去

る
こ
と
に
き
め

た
」

の
だ
と

い
う
。

こ
の
矛
盾
は
、

じ

つ
は
風
博
士

の
内
側

の

心
情

と
、
彼
を
外
側
か
ら

「
目
撃
」
し
た
結
果

の
憶

測
と

の
相
違

に
よ

っ
て
生

じ
た
も

の
に
ほ
か
な

ら
な

い
。

「僕
」

の

「
目
撃
」
し
た
光
景
を

「
つ
ぶ
さ
に
」
追

っ
て
み
よ
う
。

「先
生
約
束

の
時
間
が
す
ぎ
ま
し
た
」

僕

は
な

る
べ
く
偉
大
な
る
博
士
を
脅
か
さ
な
い
よ
う
に
、
特

に
静
粛
な

ポ
オ
ズ
を
と

っ
て
口
上
を
述

べ
た

の
で
あ
る
が
、
結
果

に
於

て
そ
れ

は
偉

大

な
る
博
士
を
脅
か
す

に
充
分

で
あ

っ
た
。

な
ぜ
な
ら
偉
大
な

る
博
士

は

色

は
槌
せ

て
い
た
け
れ
ど
燕
尾
服
を
身

に
ま
と
い
、

そ
の
う
え
膝
頭

に
は

シ
ル
ク

ハ
ッ
ト
を
載
せ

て
、
大
変
立

派
な
チ

ュ
ー
リ

ッ
プ
を
胸

の
ボ
タ
ン

に
は
さ
ん

で
い
た
か
ら

で
あ
る
。

つ
ま
り
偉
大

な
る
博
士

は
深
く
結
婚
式

を
期
待
し
、
同
時

に
深
く
結
婚
式

を
失
念

し
た
に
相
違
な

い
色

々
の
条
件

を
明
示
し

て
い
た
。

「
P
O
P
O
P
O
!
」

偉
大
な
る
博
士

は

シ
ル
ク

ハ
ッ
ト
を
被

り
直
し
た

の
で
あ
る
。
そ
し

て

数
秒

の
間
疑

わ
し
げ

に
僕

の
顔
を
凝
視
め

て
い
た
が
、
や
が

て
失
念
し

て

い
た
も

の
を
あ

り
あ
り
と
思

い
出

し
た
深

い
感
動

が
表

れ
た

の
で
あ

っ

た
。

高
T
A
T
A
T
A
T
A
T
A
H
!
」

已

に
そ
の
瞬
間
、
僕

は
鋭

い
叫
び
声
を
き

い
た

の
み

で
、
偉
大
な
る
博

士

の
姿

は
蹴
飛
ば

さ
れ

た
扉

の
向
う
側

に
見
失

っ
て
い
た
。
僕
は
び

っ
く

り
し
て
追
跡
し

た
の
で
あ

る
。

そ
し

て
奇
蹟

の
起

っ
た

の
は
即
ち
丁
度

こ

の
瞬

間

で
あ

っ
た
。
偉

大
な

る
博

士

の
姿

は
突
然
消

え
失

せ
た

の

で
あ

る
。

風
博
士

は

「深
く
結
婚
式
を
期
待
し
」
て
い
た
。
が
、
「
深
く
結
婚
式
を
失
念

し

た
」
か
ど
う
か

は
疑
わ
し

い
。
「
期
待
」

に
は
物
証
が
あ
る
が
、
「
失
念
」
は

「
僕
」

の
憶
測

の
域

に
と
ど

ま
る
か
ら

で
あ

る
。

「特

に
静
粛
な
ポ

オ
ズ
を
と

っ
て
口
上
を
述

べ
」

る

「
僕
」

に
対
し

て
、
風

博
士

は

「数
秒

の
間
疑

わ
し
げ

に
僕

の
顔
を
凝
視
め
」
る
。
な
ぜ

か
。
「僕
」

の

口
調
か
ら
す
れ
ば
、
風
博
士

が
結
婚
式
を

「
失
念
し

て
い
た
」
か
ら
だ
と

い
い

た
げ
だ
が
、
そ
う

で
は
な
か

ろ
う
。
風
博
士

の
疑
惑

の
ま
な
ざ
し
は
、
「
僕
」
に

向
け
ら
れ

て
い
る
。
「花
嫁
」
と

「
僕

の
書
斎
」
で

一
夜
を
明
か
し
た

「僕
」

に

対
し

て
、

で
あ

る
。
。「
僕
」

は
こ
の

「
少
女
」

に

つ
い
て
、
「
偉
大
な
る
博
士
な

ら
び

に
偉
大
な

る
博
士
等

の
描
く
旋
風

に
対
照
し

て
、

こ
れ
程
ふ
さ
わ
し

い
少

女

は
稀

に
し
か
見
当
ら
な

い
の
で
あ
る
」
と
別

の
箇
所

で
語

っ
て
い
る
。
「
偉
大

な
る
博
士
」
は
よ

い
と
し

て
、

つ
づ
く

「
偉
大
な
る
博

士
等
」
と
は
ど
う

い
う

こ
と
か
。
「
博
士
等
」
の
な
か

に
は

「
僕
」
自
身
も
含
ま
れ

て
い
る
は
ず
な

の
で
、

つ
ま
り

「
僕
」

に
と

っ
て
も

「
こ
れ
程
ふ
さ
わ
し
い
少
女

は
稀

に
し
か
見
当

ら

な

い
の
で
あ
る
」
。

「
僕
」

に
動
機

は
あ
る
。

風
博

士

の
妄
想
癖

に

つ
い
て
は
す

で
に
見
た
。
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わ
か
り
や
す
く
整

理
し

て
い
お
う
。
風
博
士

の
妄
想
癖
は
彼
を
し

て
結
婚

式

へ
と
た
め
ら
わ
ず
行

か
し
め
な
か

っ
た
。

「
深
く
結
婚
式
を
期
待
」

す
る
あ
ま

り
、
彼

の
想
念

は
惑
乱

し
、

さ
き
ば
し
り
、

つ
い
に
夜
が
明
け
る
ま

で
書
斎

で

悶
々
と
過
ご
す

こ
と

に
な

っ
た
。
や
が

て

「
僕
」
が

「自
動
車

を
い
そ
が
せ
て
」

や

っ
て
来

る
。
あ
わ

て
て
風
博
士
は
何
気
な

い
ふ
う
を
よ
そ
お

う
。

そ
の
時
偉
大
な

る
風
博
士
は
西
南
端

の
長
椅
子

に
埋

も
れ

て
、
飽

く
こ
と

な
く

一
書
を
貧
り
読
ん

で
い
た
。

そ
し

て
、
今
、
東
北
端

の
肱
掛
椅
子
か

ら
移
転
し
た
ば
か
り

に
相
違

な
い
証
拠

に
は
、

一
陣

の
突
風
が
東
北
か
ら

西
南

に
か
け

て
目
に
泌

み
渡

る
多
く

の
矢
を
描
き
な
が
ら
走

っ
て
い
た

の

で
あ
る
。

た
ぶ
ん
風
博
士

は

「東
北
端

の
肱
掛
椅
子
」

に
座

っ
て

「遺

書
」

を
書

こ
う

と
し

て
い
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
あ
る

い
は

一
晩
中
そ
う
し
よ
う
と
し
て
は
、

思

い
返
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
た
ぶ
ん
、
そ
れ
は
ま
だ

一
行
も
書
か
れ

な
い
ま
ま
で
。

そ
こ

へ

「僕
」
が
あ
ら
わ
れ
た
。

風
博
士

の
疑
惑

は

「数
秒

の
間
」

に
、
的

中

し
た
出

来
事
と
し

て
納
得

さ
れ
た
。

「
や
が

て
失
念
し

て
い
た
も

の
を
あ
り

あ
り
と
思

い
出
し
た
」

の
は
、

も
と
よ
り
結
婚
式

の
こ
と

で
は
な

い
。

あ
あ
、
千
慮

の

一
失

で
あ
る
。
然

り
、
千
慮

の

一
失

で
あ

る
。
余
は
不
覚

に
も
、
蛸
博
士

の
禿
頭

な
る
事
実
を
余

の
妻

に
教
え

て
お
か
な
か

っ
た

の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め

に
不
幸
な

る
彼

の
女
は

つ
い
に
蛸
博

士

に
籠

絡

せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。

か
く

て
風
博
士

は

「
当
年
十
七
歳

の
大
変
美

し
い
少
女
」
、
す
な
わ
ち

「
バ

ス

ク
生

れ
」

の

「麗

わ
し
き

こ
と
高
山
植
物

の
如
」
き

「妻
」

を

「籠
絡

せ
ら
れ

た
」
(と
確
信
し
た
)。
「
あ
あ
止
む
を
得
ん
次
第

で
あ
る
。
し

か
ら
ば
余

の
方

よ

り
消

え
去

る
こ
と

に
き
め
た
」
(
「
風
博
士

の
遺
書
」
)
。

風
博
士

は

「突
然
消

え
失

せ
た
」
。

と

い

っ
て
も
、

じ

つ
は

「僕
」

が
そ
の

「
奇
蹟
」

の

「
瞬
間
」
を

「
目
撃
」
し
た
わ
け

で
は
な

い
。
「蹴
飛
ば

さ
れ

た
扉

の
向

う
側

に
見
失

っ
」
た

に
す
ぎ
な

い
。
「僕

は
び

っ
く
り
し
て
追
跡

し
た
」
け

れ

ど
も
、
風
博
士

は
ど

こ
に
も

い
な
か

っ
た
と

い
う

の
で
あ

る
。

そ
こ
で

「
僕
」

は
断
定
す

る
。

諸
君
、
偉
大
な
る
博
士
は
風
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。
果
し

て
風
と
な

っ

た
か
?

然
り
、
風
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
そ
の
姿

が
消

え

去
せ
た

で
は
な

い
か
。

姿
見

え
ざ
る
は
之

即
ち
風

で
あ
る
乎

?

然

り
、

之

即
ち
風

で
あ
る
。
何

と
な
れ
ば
姿

が
見

え
な

い

で
は
な
い
乎
。

こ
れ
風

以
外

の
何
物

で
も
あ
り
得

な
い
。
風

で
あ
る
。
然

り
風

で
あ

る
風

で
あ

る

風

で
あ
る
。

こ
の
い
さ
さ
か
尋
常

で
な

い
強
引

さ
は
、

そ
の
ま
ま

「
僕
」

の
理
解

の
し
か

た
の
強
引
さ
を
示
し

て
い
る
。
あ

の
冒
頭

に
お

け
る
風
博
士

の
不
在
証
明

へ
の

性
急
な
意
志
と
通
じ

て
い
る
。

,

と

こ
ろ

で
、

じ

つ
は
風
博

士

は
最
初

か

ら
風
博
士
だ

っ
た

の

で
は
な

か

っ

た
。
「僕
」
の
語
り

の
後
半
部
分

で
は
、
い
い
か
え
れ
ば
風
博
士
が
消

え
る
以
前

の
段
階

で
は
、
風
博
士
は
ま
だ
、
た
だ

の

「
博
士
」

と
し
か
語

ら
れ

て
い
な
い

の
で
あ
る
。
「
偉
大
な
る
博
士
は
風
と
な

っ
た
」
か
ら
、

つ
ま
り

「
風
」
博
士

な

の
で
あ
る
。

「僕
」

は
、

は
か
ら
ず
も

そ
の
こ
と
を
語

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

そ
れ
ば
か

り
で
は
な

い
。

「僕
」

は
、

さ
ら

に
蛇
足

の
愚
を
お
か
す
。

諸
氏

は
尚
、

こ
の
明
白
な

る
事
実
を
疑

る
の
で
あ

ろ
う
か
?

そ
れ

は
大

変
残
念

で
あ

る
。

そ
れ

で
は
僕

は
、
さ
ら

に
動
か
す

べ
か
ら
ざ

る
科
学
的

根
拠
を
附
け
加
え
よ
う
。

こ
の
日
、
か

の
憎
む

べ
き
蛸
博
十
は
、
恰
も

こ

の
同
じ
瞬
間

に
於

て
、
イ

ン
フ
ル

エ
ン
ザ

に
犯
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
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ど
う
し

て

「
僕
」

は

「
こ
の
同
じ
瞬

間
に
於

て
」
蛸
博
士

が

「
イ

ン
フ
ル

エ

ン
ザ

に
犯
さ
れ
た
」

こ
と
を
知

っ
て
い
る

の
か
。

「
僕
」

は
風
博

士

の

「
書
斎
」

に
い
た
は
ず

で
は
な
い
か
。

作
者

の
仕
掛

け
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
「
僕
」
と
は
、
蝟
博

上

に
ほ
か
な
ら
な

い
の
だ
。

五

蛸

博
士

が
婁
を

つ
け

て

「
僕
」

に
な
り
す

ま
し
、
捏
造

し
た

「風
博
士

の
遺

書

」
を
手

に
し

て
さ
か
ん

に
弁

じ
立

て
て
い
る
。
「当
年
十
七
歳

の
大
変
美

し

い

少

女
」
を

「
籠
絡
」
し
た
彼

は
、
「
風
」
博
士

の
突
然

の

〈消
失
〉

は

「
風
」

へ

の
化
身

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
力
説

す
る
。
事
件

の

〈暗
部
〉

は
、

い
ま
だ
彼

に

も
知

ら
さ
れ

て
い
な
い
の
だ
。

風
博
士

と
蛸
博
十

は
対
極

に
位
置
す

る

「仇
敵
」

と
見

え
な
が
ら
、

そ
の
じ

つ

「
四
卜

八
年

前
」

か
ら
の

「友
人
」

な
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
後

に

「論
敵
」

と
化

し
た
と
は
い
え
、

い
ま
だ

「論
敵
」

た
り
う
る
場
所
、
あ

る
い
は

一
人

の

女
性

を
争
奪

し
あ
う
地
平

に
二
人

は
立

っ
て
い
る
。

だ
か

ら
、
蛸
博
士

は

「風

博
士

の
遺
書
」

を

「捏
造
」

す
る
こ
と
も
簡
単

に
で
き
る
の
だ
。

い
や
、
も

し

か
す

る
と
こ
こ
に
は
蛸
博
士

ひ
と

り
し

か
い
な

い
の
で
は
な

い
か
。
け

っ
き

ょ

く
の
と

こ
ろ
、
蛸
博
士
自
身

に
よ
る

「厭
世

の
偏
奇
境
か

ら
発
酵
し

た
と

て

つ

も
な

い
お
し

ゃ
べ
り
」

(牧
野
信

一

「
『
風
博
士
』
」
)

に
す
ぎ
な

い
の
で
は
な

い

か
。こ

の

一
篇

の
構
図
か
ら
、
な

に
を
読

み
と

る
べ
き
だ
ろ
う
。

私

は
同
人
雑
誌

に

「
風
博
士
」
と

い
う
小
説
を
書

い
た
。
散
文

の
フ

ァ

ル
ス
で
、
私
は
ポ
オ

の
×
.貯
αq
闇
胃
9。
Oq
冨
℃
ゴ
と
か
し口
o
口
巳
8

な
ど
と

い
う

馬
鹿

バ
ナ
シ
を
愛
読
し

て
い
た
か

ら
、
俺
も

一
つ
書

い

て
や
ろ
う
と
思

っ

た
ま

で
の
話

で
、

こ
う
い
う
馬
鹿

バ
ナ
シ
は
ボ
ー
ド

レ
エ
ル
の
訳

し
た
ポ

オ

の
仏
訳

の
中

に
も
除
外
さ
れ

て
い
る
程
だ
か

ら
、

ま
し

て

一
般

に
通
用

す
る
筈
は
な

い
。
私

は
初
め
か
ら
諦
め

て
い
た
。

た
だ
、

ボ
ー
ド

レ
エ
ル

へ
の
抗
議

の

つ
も
り

で
、
ポ

オ
を
訳
し
な
が
ら
、

こ
の
種

の

フ
ァ
ル

ス
を

除
外
し

て
、

ア

ッ
シ
ャ
ア
家

の
没
落
な
ど
を
大
事

に
し

て
い
る
ボ
ー
ド

レ

エ
ル
の
鑑
賞
眼
を

ひ
そ
か

に
皮
肉

る
快

で
満
足
し

て
い
た
。

そ
れ

は
当
時

の
私

の
文
学
精
神

で
、
私

は
自

ら
落
伍
者

の
文
学

を
信

じ

て
い
た

の
で

あ

っ
た
。

こ
の
よ
く
知
ら
れ
た

「
二
卜
七
歳
」

(「
新
潮
」
昭

22

・
3
)

の
回
想

に
は
、

当

時

の
安
吾

の

「
文
学
精
神
」
が

「
落
伍
者

の
文
学
」
な

る
も

の
を
意
識
し

て

い
た
と
い
う

こ
と
、
す

な
わ
ち

「
一
般

に
通
用
す

る
筈

は
な

い
」
だ
ろ
う
か
ら
、

せ
め

て

コ

般
」
に
支
持
さ
れ

る
権
威

に
対
し

て

「
抗
議
」
し
、
や
む
な

く

「
ひ

そ
か
に
皮
肉

る
快

で
満

足
し

て
い
た
」

こ
と
が
語
ら
れ

て
い
る
。
額
面
そ

の
ま

ま
に
は
受

け
取
れ
な
い
に
し
ろ
、
し
か
し

こ
の
よ
う
な
作
者

の
思

い
は
、
「
風
博

士
」

の
成
立

と
ま

っ
た
く
無
縁

で
は
な
か

っ
た
は
ず

で
あ
る
。

「風
博
士
」

の
語

り
が
な
ぜ

「諸

君
」

に
向

け
ら
れ

て
い
る

の
か
。
風
博
士

が
な
ぜ
蛸
博
士
を
あ

れ
ほ
ど
憎

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
。
お

の
ず
か
ら
明

ら
か
で
あ

ろ
う
。
登
場
す
る
三
人

の
人
物

は

(
そ

の
実
体
は
ど
う

に
し
ろ
)
、
み

な
懸
命

に

「諸
君
」

の
賛
同

(支
持
)
を

え
た
が

っ
て
い
る
。
風
博
士

と
・て
、

け

っ
し

て
そ
こ
か
ら
超
然

と
し

て
自
身

の

ロ
マ
ン
を
追

い

つ
づ
け
て
い
る
わ
け

で
は
な

い
の
だ
。

「
風
博
士
」
を
ど
う
読

み
解
く
か

は
、
た

ぶ
ん
も

っ
と
多
様

に
可
能

な
は
ず

だ

ろ
う
。
「
風
博
士

の
遺
書
」

は
捏
造

で
は
な

い
か
も
知
れ
な

い
。

「僕
」

と
蛸

博
士
、
あ
る

い
は

「
余

の
妻
」
と

「
十
七
歳

の
少
女
」

は
別
人
な

の
か
も
知
れ
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な
い
。
が
、
そ
れ
が
ど
う

で
あ

れ
、
そ
の
読

み
の
多
様

さ
の
予
感
は
、
「風
博

士
」

の
ポ
リ

フ
ォ
ニ
ー
の
証
明

に
ほ
か
な

ら
ず
、

あ
わ
せ

て
作
者
安
吾

の
情
念

の
混

沌

の
乱
反
射
を
雄
弁

に
も

の
語

っ
て
い
る
。

さ
き

に
関
井
光
男

は

「
両
義
的
な
現
実
を
受

け
入
れ

る
」
作
者

の
姿
勢

を
こ

の

一
篇

に
読

み
取

っ
て
い
た
。
ま
た
、
神
谷
忠
孝

は
、
「
う
ち
な

る

ロ
マ
ン
チ
シ

ズ

ム
を
現
実

の
前

に
敗
北
さ
せ
る

こ
と

に
よ

っ
て
自
己
を
救
済
し
よ
う
と
し
た

の
が

『
風
博
士
』

で
あ
」
る
と
目
す
。

イ

ン
ド
哲
学
を
援

用
す
る

に
し
ろ
、

サ

テ
ィ
へ
の
親
災

の
投
影

を
指
摘

す
る
に
し
ろ
、
し
か
し
そ
う
し
た
論
さ
え
あ
れ

ば

「
こ
の
小
説

に
と

つ
て
ど
ち

ら
か
と

い
う
と
筋
な

ど
ど
う

で
も
よ
い

こ
と
な

の
だ
」

(久
保

田
芳
太
郎

「
坂

口
安
吾

『
風
博
士
』
=
風
狂
」
、

「解
釈

と
鑑
賞
」

昭

48

・
2
)
と

い
う
立
場
が
す

べ
て
だ
と

は
思

わ
な

い
。

「
風
博
士
」

の

〈筋
〉
が

そ
れ

ほ
ど
簡
明

で
は
な

い
と

い
う

こ
と
、
き

わ
め

て
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な

テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と

い
う

こ
と
、
そ

の
こ
と

は

つ
ま
り
、

当
時

の
安
吾
が
従
来

い
わ
れ

て
き
た
ほ
ど
無
邪
気
な
二
項
対
立

の
図
式

の
中

に

は
い
な
い

こ
と
を
示
し

て
い
る
。

く
り
返
せ
ば
、
風
博
士

と
蛸
博
士

は
対
極

に
な
ど
い
な
い
。
彼
ら
は
同
根
な

の
だ
。

と
す

れ
ば
、
す
く
な
く
と
も
、

う
ち

な
る

〈詩
〉

の
喪
失

を
歌
う

こ
と

で
救
済

さ
れ

て
し
ま
う

よ
う
な
楽
園

に
な
ど
作
者

は
い
な

い
の
だ
。

「
風
博
士
」

一
篇

の
ア
イ

ロ
ニ
ー
は
、
も

っ
と
毒

々
し

い
。

注
(1
)
た
だ
し
、
こ
の
図
式
も
仔
細

に
見
れ
ば
若
干

の
疑
念
が
残

る
。
宗
谷
は
さ
ら

に
別

の

箇

所

で
は
、
「
ア
ー
ト

マ
ン
が

『風
』

の
ブ

ラ
フ
マ
ン
に
合

体
し
た
と
き
、
肉
体

で
あ

る

『
蛸
』

は
、

『
こ
の
同
じ
瞬
間

に
於

て
、

イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
犯
さ
れ
た
』
。
蛸

が

去

っ
た
あ
と
の
肉
体

は
、

腐
敗
菌

の
侵
襲
を
受

け
て
腐

れ
落
ち

る
し
か
な
い

の
だ
か

ら

}と
も
述

べ
て
い
る
。
つ
ま
り
風
博
士

は
魂

で
あ
る
風

の

ア
=
ト

マ
ン
、
蛸
博
士

は

肉
体
、

そ
し

て
風
博
士

の
消
失
は
肉
体
か
ら
離
脱
し
た
魂

の
ブ

ラ
フ

マ
ン

へ
の
合
体

と
捉
え
る
わ
け
だ
が
、

そ

こ
ま

で
強
引

に
踏
み
込
ん

で
絵
解
き

で
き
る
も

の
か
ど
う

か
。
よ
く
知
ら
れ

て
い
よ
う
が
、
古
代
イ

ン
ド
思
想

で
は
最
高
実
在
ブ

ラ

フ
マ
ン

(大

宇
宙
)
と
個
体

の
本
質

ア
ー
ト

マ
ン

(小
宇
宙
)
と

の
念

想
も

し
く
は

ヨ
ー
ガ
行
法

に
よ
る
合

一
(梵
我

一
如

)
の
必
要
を
説
く
。
自

己
内
部

に
潜
在
す

る

ア
ー
ト

マ
ン
の

自
覚

は
た
だ
ち
に
現
象
と
し

て
の
自
己
を
超

え

て
ブ

ラ
フ

マ
ン

へ
の
帰
入

な
り
合

一

を
導
き
、

も

は
や
論
廻
し
な

い
解
脱

の
境
地

が
訪

れ
る
。

自
己

の
内
面
化

に
よ
る
真

の
絶
対
者
と
し

て
の
自
己

の
自
覚
、

そ
れ

が
果

た
さ
れ
た
と
き
ブ

ラ

フ
マ
ン
と

の
冥

合
は
す

で
に
完
了
さ
れ

て
い
る
。

と
す
れ
ば
、

ア
=
ト

マ
ン
で
あ

る
風
博
士

が
リ

ン

ガ

ム

(陽
根
)
で
あ

る
蛸
博
士
と

の

「相
克
」
の
す
え

に
風

で
あ
る
ブ

ラ
フ

マ
ン
と
化

す
と
い
う
の
は
、
お
か
し
な

こ
と

で
は
な

い
の
か
。
ま
た
、
「イ

ン
フ
ル

エ
ン
ザ

に
犯

さ
れ
た
」
蛸

博
士
に

つ
い

て
、
そ
れ
は

「
魂
が
去

っ
た
あ
と

の
肉
体
」
が

「腐
敗
菌

の

侵
襲

を
受
け
」
た

の
だ
と

い
う
が
、
第

一
に

「魂
」
と

「肉
体
」
と

い
う
二
元
論
を
限

定

な
し
に
適

用

で
き
る
の
か
、
第
二

に

「
イ
ン

フ
ル

エ
ン
ザ
」
に
風
博
士

の
シ
ン
ボ

ル

を
見

る
こ
と
な

く

「腐

敗
菌
」
と
だ
け

い

っ
て
す
ま
せ
る

の
か
。
こ

の
宗

谷

の
見
立

て

は
、
あ
く
ま
で
作
者

の
着
想
の
問
題

と
し

て
興
味
深

い
し
、
傾
聴
す

べ
き
だ
が
、
同
時

に
そ
こ
ま

で
の
意
見
だ
と
思

う
。

(2
)

風
博
士
と
蛸
博
士
を

サ
テ
イ
と

ド
ビ

ュ
ッ
シ
ー
に
見
立

て
る
こ
の
村
上
護

の
意

見

は
な
か
な
か

に
示
唆
的

で
あ

る
。
安
吾
が

「
南
欧

の
小
部

落

バ
ス
ク
」
の
存
在

を
知

っ

て
い
た

の
は
、
た
ぶ
ん
ア
テ
ネ

・
フ
ラ

ン
セ

で
フ
ラ

ン
ス
語

の
勉
強

を
し
た
た
め

で
、

ピ

レ
ネ

=
山
脈

の
西
部

に
位
置
し

フ
ラ
ン
ス
と

ス
ペ
イ

ン
の
国
境

に
ま
た
が

る
そ
の

地
方

の
言
語

バ
ス
ク
語

は
周

辺
諸

地
域

の
フ
ラ
ン
ス
語
と
も

ゲ

ル
マ
ン
語
系
や

ロ
マ

ン
語
系

の
言
語
と
も
ま

っ
た
く
類
縁

関
係

の
な

い
特
殊
な
言
語

と
し
て
知
ら
れ

て
い

る
。

ま
た
、

こ
の
バ

ス
ク
は

モ
リ

ス

・
ラ
ベ

ル
の
音
楽
を
胚
胎
さ
せ
た
土
地
と
し

て

も
有
名

で
、

た
と
え
ば

シ

ュ
ト

ゥ
ッ
ケ

ン

・
シ

ュ
ミ

ッ
ト

『
モ
リ

ス

ニ
フ
ヴ

ェ
ル
そ

の
生
涯
と
作
品
』
(岩
淵
達
治
訳
、
音
楽
之

友
社
、
昭
58

・
8
)
に
よ
れ
ば

「
モ
リ

ス

・

ラ
ヴ

ェ
ル
の
な
か

に
合
流
し

て
い
る
ふ
た

つ
の
血
、

父
系

の

ス
イ

ス
ー

サ
ヴ

ォ
イ

の

血
と
母
系

の
バ
ス
ク
の
血

の
な
か

で
は
、

彼

の
外
向
き

の
生
活

で
は
後
者

の
ほ
う
が

一81一



ず

っ
と
勝

っ
て
い
た
。
官
能

に
関
す
る
す

べ
て
の
も
の
、
目
、
耳
、
鼻
、
味
わ

い

(心

理
的

に
拡
大

さ
れ
た
趣
味
と

い
う
意
味
で
も
)

は
す
べ
て
母

ゆ
ず

り
で
、

母

の
生

れ

た
風
土

や
民
族
と
同
方
向

で
あ

っ
た
。
(略
)
彼

は
こ
の
自
身

の
内
な

る
バ
ス
ク
的
な

も
の
を
文
化
的

に
洗
練
さ
せ
た

の
だ
」。
ま
た
、
た
と
え
ば
小
松
耕
輔

『現
代
仏
蘭
西

音
楽
』
(ア
ル

ス
、
昭
2

・
1
)
に
よ
れ
ば
、
「
ピ

レ
ネ

エ
地
方

の
民
謡
が
甚
し
く
東
方

趣
味

に
富

ん
で
ゐ
る
」

の
は
か

つ
て
ア
ラ
ビ

ア
人
が

「七

百
年

以
上
も
西
班
牙
を
占

領

し
て
ゐ
た
」
た
め

で
、
「
ピ

レ
ネ

エ
地
方

の
生

れ
で
あ
る
」
ラ
ベ
ル
の
音
楽
が

「東

方
趣
味

に
富

ん
で
ゐ
る
こ
と
も
不
思
議

で
は
な
い
」
。
そ
の
ラ
ベ
ル
は
同
時
代

の
フ
ラ

ン
ス
の
作
品

で
は
ま
ず

サ
テ
ィ
を
発
見
し
た
。

つ
い
で
ド
ビ

ュ
ッ
シ
ー
に
親
災
し
、

生

涯
彼

に
尊
敬
を
捧
げ

る
O

ラ
ベ
ル
と
ド
ビ

ュ
ッ
シ
ー
の
音
楽

は
し
ば
し
ば

そ
の
異

質

が
指
摘

さ
れ

る
け
れ
ど
も
、

も
と
よ
り
そ
の
前
提

に
は
ラ
ベ
ル
が
ド
ビ

ッ
シ
ー
の

後
継
者

に
他
な
ら
な

い
と

の
共
通
理
解
が
あ
る
。
以
上

を
ふ
ま
え
て
み
れ
ば
、
「風
博

士
」
の
な
か

に

「
こ
の
珍
奇
な
る
部
落
は
、
人
種
、
風
俗
、
言
語

に
於

て
西
欧

の
全
人

種

に
隔
絶
し
、

実

に
地
球

の
半
廻
転
を
試

み
て
の
ち
、

極
東

じ

ゃ
ぽ
ん
国

に
い
た

っ

て
初

め
て
著
し
き
類
似
を
見
出
す

の
で
あ
る
」

と
あ
る
の
も
頷
け

る
。

す
な
わ
ち

バ

ス
ク
地
方

の
音
楽

の

「東
方
趣
味
」
を
東
洋
趣
味
と
置
き
か
え
れ
ば

(じ

っ
さ

い
小
松

耕
輔

は

「彼

の
地

の
民
楽

は
西
洋
的

で
あ
る
よ
り
も
、
ず

つ
と
東
洋
風

で
あ
る
」
と

い

う
い
い
方
も
し

て
い
る
)、
「南
欧

の
小
部
落

バ
ス
ク
」
と

「極
東
じ

ゃ
ぽ
ん
国
」
は

い

わ
ゆ
る
連
想
と
し

て
は
容
易

に
つ
な
が
る
。

さ
ら
に
、

こ
れ

に
村
上
護

の
見
立

て
を

か
さ
ね
る
と
、
「
メ
リ
ザ

ン
ド
姫
」
の
位
置

に
ラ
ベ
ル
を
据
え
か
え
る

こ
と
も
可
能

に

な

る
。

な
お
、
義
経

=
成
吉
思
汗
説
は
明
治

に
入

っ
て
か
ら

の
も

の
(近
世
期
は
義
経
蝦
夷

逃
亡
説
が
さ
か
ん

に
お

こ
な
わ
れ
た
)
。
い
ま
菊
村
紀
彦

『源
義
経

の
旅
』
(雪
華
社
、

昭

41

・
5
)
の
記
事

に
よ
れ
ば
、
明
治
十

二
年

に
末
松
謙
澄
が
英
文

で
..匡
窪

岱
腐

o
h

筈
①

O
「窪
け

O
。
識
ρ
⊆
Φ
『。
門

○
①
ロ
αq
三
ω

囚
7
0
昌

≦
一9

8

一ロ
層
鋤
嶺
$
①

工
①
「o

■
。ω
三
房
⊆
昌
Φ.、を
書
き
、
同
十
八
年
、
内
田
弥
八
訳

『
義
経
再
興
記
』
と
題
し
て
上

田

屋
か
ら
上
梓
。
大
正

に
な

っ
て
か
ら
、
同
十
三
年

刊
の
小
谷
部
全

一
郎

『成
吉
思

汗
は

義
経
也
』
(冨
山
房
)
が
評
判
を
あ

つ
め
、
翌
年

に
は
国
史
講
習
会
編

『成
吉
思
汗

は

義
経
に
非
ず
』

(雄
山
閣
)
が
そ
れ
に
反
論
し
、
た
だ
ち

に
小
谷
部
が

『成
吉
思
汗

は

源
義
経
也
「
著
述

の
動
機
と
再
論
』
(冨
山
房

)
を
著

し

て
再
反
論
し

て
話
題

と
な

っ

た
。

義
経

ー
成
吉
思
汗
説

は

一
般

に
は

こ
の
論
争

に
よ

っ
て
広
ま

っ
た
と

い
っ
て
よ

く
、

風
博
士

の
唱
え

る
説

は
こ
の
比
較
的
新
ら
し

い
説
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も

の

と

い
う
わ
け

で
あ

る
。

(
3
)
こ
の

「
僕
」
お
よ
び
風
博
士

の
語
り

の
ス
タ
イ

ル
は
当

時
の
演
説

の
盛
行

の
世

潮
の

な
か

に
置

い
て
捉
え
ら
れ
る

べ
き
だ
が
、

石
上
玄

一
郎

『
太
宰
治
と
私
「
激

浪

の
青

春
』
(集
英
社
、
昭

61

・
6
)
に
は
昭
和
初
頭

の
弘
前
高

校
社

研
部

時
代

の
体
験

と
し

て
、
「中
央
か
ら
や

っ
て
く
る
チ

ュ
ー
タ
=
な

ど
も
、
そ
の
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
例

外
な

し

に
福
本
イ
ズ

ム
の
信
奉
者

で
、
『
わ
れ
わ
れ
は
そ

の
如

何
な
る
過
程
を

過
程

し

つ
つ

あ

る
か
』
『
否
!

否
!

千
度

も
否

!
』
『な

さ
ね
ば
な
ら

ぬ
、
ま
た
な
し
得

る
で
も

あ

ろ
う
』

と

い
う
よ

う
な
独
特

の
言

い
ま

わ
し
ま

で
、

教
祖

の
福
本

そ

っ
く

り
と

言

っ
て
よ
か

っ
た
」

と
回
想
さ
れ

て
い
る
。

安
吾
が

こ
の
福
本

一
派

の
演
説

調
を
意

図
的

に
擬
し

て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
「風
博
士
」

一
篇

に
は
世
潮

に
対

す
る
あ
る
椰

楡

の
メ

ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ

て
い
る

こ
と

に
な
る
。
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