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一
、
は
じ
め
に

寺
山
修
司
（
一
九
三
五
～
一
九
八
三
）
と
安
部
公
房
（
一
九
二
四
～
一
九
九
三
）

は
と
も
に
前
衛
的
な
劇
作
家
、
脚
本
家
で
あ
り
、
作
品
の
モ
チ
ー
フ
も
極

め
て
近
い
。
本
論
文
で
は
、
主
に
『
箱
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
小
劇
場
、
一
九
六
四

年
一
〇
月
）
、
『
箱
男
』（
新
潮
社
、
一
九
七
三
年
三
月
）
、
『
レ
ミ
ン
グ

―
壁
抜

け
男
』（
晴
海
・
東
京
国
際
貿
易
セ
ン
タ
ー
新
館
二
階
、
一
九
七
九
年
五
月
）
、
『
壁

―
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
』（
『
近
代
文
学
』
一
九
五
一
年
二
月
）
を
取
り
上

げ
、
「
壁
」
を
中
心
す
る
テ
ク
ス
ト
『
レ
ミ
ン
グ

―
世
界
の
果
て
ま
で

連
れ
て
っ
て
』
『
レ
ミ
ン
グ

―
壁
抜
け
男
』
、
「
箱
」
を
中
心
す
る
テ
ク

ス
ト
『
箱
』
『
箱
男
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
節
に
つ
い
て
、
間
テ
ク
ス
ト
性
の

観
点
か
ら
考
察
し
、
両
者
の
類
似
性
を
考
え
て
み
た
い
。

寺
山
と
安
部
を
比
較
し
た
先
行
論
文
に
は
、
千
金
楽
健
「
『
箱
』
と
『
箱

男
』

―
寺
山
修
司
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
と
安
部
公
房
の
小
説

―
」（
『
近

代
文
学

注
釈
と
批
評
』
第
六
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
な
ど
が
あ
る
が
、
両
者
の

関
係
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。千
金
楽
の
研
究
で
は
、

安
部
の
長
編
小
説
『
箱
男
』
が
寺
山
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
『
箱
』
の
影
響
を

寺
山
修
司
と
安
部
公
房
の
比
較
研
究

―
壁
表
象
と
箱
表
象
を
中
心
に

―

Y
O
U
N
G

D
aniel

ヤ

ン

ダ

ニ

エ

ル

受
け
て
書
か
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
安
部
は
寺
山

の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
た
だ
単
に
剽
窃
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
『
箱
』
の
奇
怪

な
発
想
を
出
発
点
と
し
て
、
現
代
都
市
を
新
し
い
視
点
で
描
い
て
い
る
。

例
え
ば
、
『
レ
ミ
ン
グ
』（
再
演
版
）
の
第
六
場
「
都
市
の
孤
独
」
に
は
、

以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

荒
涼
と
し
た
都
市
、
あ
る
い
は
電
気
の
砂
漠
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン･

フ

リ
ー
ク
ス
た
ち
が
、
自
分
の
失
っ
た
顔
を
さ
が
し
た
り
、
自
ら
の
「
個

室
」
を
持
ち
運
ん
だ
り
、
他
人
に
な
り
す
ま
し
た
り
し
な
が
ら
、
と

き
ど
き
、
ぶ
つ
ぶ
つ
と
ひ
と
り
言
を
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
、
歩
き
ま
わ

っ
て
い
る
。

(1)

引
用
か
ら
、
寺
山
は
「
安
部
的
な
も
の
」
を
書
い
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
「
自
分
の
失
っ
た
顔
を
さ
が
」
す
の
は
、
安
部
の
『
他
人
の
顔
』（
講

談
社
、
一
九
六
四
年
九
月
）
で
、
顔
を
失
っ
た
主
人
公
が
自
分
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
探
す
の
と
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
荒
涼
と
し
た
都
市
、

あ
る
い
は
電
気
の
砂
漠
」
と
い
う
描
写
は
、
安
部
の
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』

（
新
潮
社
、
一
九
六
七
年
九
月
）
と
類
似
し
て
い
る
。

ま
た
、寺
山
と
安
部
と
い
う
二
人
の
作
家
を
比
較
し
た
先
行
研
究
で
は
、

清
水
義
和
が
、
寺
山
と
安
部
の
二
人
と
も
が
ハ
ロ
ル
ド
・
ピ
ン
タ
ー

（H
arold

P
inter,

1930- 2008

）
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る

。
(2)

寺
山
の
詩
劇
『
忘
れ
た
領
分
』（
「
緑
の
詩
祭
」
一
九
六
五
年
五
月
二
六
日
公
演
）

は
、
ピ
ン
タ
ー
の
『
ダ
ム
・
ウ
ェ
イ
タ
ー
』
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
書
か
れ

た
作
品
で
あ
る
。
一
方
、
安
部
の
『
幽
霊
は
こ
こ
に
い
る
』
で
は
、
存
在
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し
な
い
幽
霊
を
詐
欺
で
利
用
す
る
人
間
た
ち
が
風
刺
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

点
で
は
、
ピ
ン
タ
ー
が
『
管
理
人
』
や
『
ダ
ム
・
ウ
ェ
イ
タ
ー
』
で
あ
り

も
し
な
い
存
在
を
恐
れ
て
い
る
人
間
を
風
刺
し
て
い
る
の
と
よ
く
似
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
寺
山
／
安
部
に
は
ピ
ン
タ
ー
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

李
先
胤
『

世
紀
に
安
部
公
房
を
読
む

―
水
の
暴
力
性
と
流
動
す
る

21

世
界
』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
六
月
）
で
は
、
寺
山
の
映
画
『
さ
ら
ば

(3)

箱
船
』（
Ａ
Ｔ
Ｇ
、
一
九
八
四
年
九
月
上
映
）
と
安
部
の
長
編
小
説
『
方
舟
さ
く

ら
丸
』（
新
潮
社
、
一
九
八
四
年
一
一
月
）
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
『
さ

ら
ば
箱
舟
』
は
、
ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
（G

arcía
M
árquez,

1927-2014

）

の
『
百
年
の
孤
独
』（C

ien
A
ños

de
S
oledad,

1967

）
を
も
と
に
し
て
い
る
。

李
は
寺
山
と
安
部
の
「
箱
舟
」
／
「
方
舟
」
を
、
「
既
存
の
価
値
や
人
間

の
関
係
性
も
変
質
し
て
し
ま
う
、
時
代
の
転
換
期
を
漂
流
す
る
も
の
」
と

し
て
定
義
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
寺
山
と
安
部
の
間
テ
ク
ス
ト
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
い
え
る
。
本
論
文
で
は
、
『
箱
』
『
箱
男
』
『
レ
ミ
ン
グ
』
の
初
演
版
と

再
演
版
を
対
象
と
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
、『
箱
』

安
部
と
寺
山
の
文
学
に
共
通
す
る
関
心
を
め
ぐ
っ
て
は
、『
箱
』
と
『
箱

男
』
の
関
係
か
ら
以
下
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

安
部
公
房
は
お
そ
ら
く
、『
箱
』
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、

『
箱
』
の
設
定
や
発
想
と
類
似
す
る
自
ら
の
問
題
意
識
に
加
え
て
表

現
形
式
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
れ
が
、
『
箱
男
』
な
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
『
箱
』
で
は
完
全
に
処
理
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
匿
名

へ
の
逃
避
を
内
包
す
る
形
で
乗
り
越
え
、
さ
ら
に
、
匿
名
と
帰
属
の

難
問
に
対
す
る
安
易
な
回
答
を
も
拒
否
し
、
た
と
え
ば
矛
盾
を
も
た

ら
し
て
い
る
全
体
に
対
し
て
視
野
を
拡
大
し
、
認
識
そ
の
も
の
の
転

換
を
迫
る
よ
う
に
作
品
を
完
成
さ
せ
る
。
私
に
は
『
箱
男
』
が
そ
う

し
た
達
成
を
め
ざ
し
、
そ
し
て
完
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

(4)

千
金
楽
は
、
『
箱
男
』
が
『
箱
』
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
書
か
れ
た
も
の

で
あ
り
、
安
部
が
自
分
な
り
の
問
題
意
識
を
持
っ
て
『
箱
』
の
テ
ー
マ
で

あ
る
「
匿
名
へ
の
逃
避
」
を
乗
り
越
え
た
と
指
摘
す
る
。
ま
た
千
金
楽
は
、

安
部
は
寺
山
の
『
箱
』
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
剽
窃
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
す

る
。
『
箱
男
』
は
作
品
内
の
世
界
や
時
間
が
激
し
く
混
乱
し
、
整
理
の
つ

か
な
い
形
で
成
立
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
箱
』
は
極
め
て
単
純
で
あ
る
。

こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
『
箱
男
』
は
『
箱
』
を
出
発
点
と
し
て
新
し
く

書
か
れ
た
作
品
だ
と
い
え
る
。

そ
れ
で
は
、
『
箱
』
に
お
け
る
「
箱
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

以
下
に
引
用
し
て
み
よ
う
。

店

員

「
箱
で
す
か
」

主
人
公

「
え
え
、
す
こ
し
大
き
め
の
箱
が
い
い
で
す
が
」

店

員

「
え
え
、
缶
詰
め
の
入
っ
て
い
る
ボ
ー
ル
箱
な
ら
あ
り
ま
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す
が
」

主
人
公

「
も
っ
と
大
き
い
や
つ
で
す
。
私
の
背
の
高
さ
く
ら
い
の

が
ほ
し
い
ん
で
す
」

店

員

「
い
っ
た
い
、
ど
ん
な
つ
も
り
な
ん
で
、」

主
人
公

「
箱
の
中
に
、
私
が
隠
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
」

(5)

以
上
の
対
話
か
ら
、
主
人
公
が
「
箱
」
を
選
ぶ
基
準
は
極
め
て
単
純
で
、

彼
自
身
が
入
る
こ
と
が
で
き
る
「
箱
」
を
探
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
箱
男
」
は
寺
山
の
作
品
に
も
登
場
す
る
。
例
と
し
て
、『
疫
病
流
行
記
』

（
ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
文
化
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
五
年
六
月
初
演
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

【
図
１
】
は
『
寺
山
修
司
の
仮
面
画
報
』（
平
凡
社
、
一
九
七
八
年
一
一
月
）

か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
「
箱

男
」
と
い
う
題
の
写
真
で
あ

り
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
『
箱
』

と
は
直
接
関
係
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
写
真
か
ら
は
寺
山

の
「
箱
男
」
の
イ
メ
ー
ジ
が

窺
え
る
。
安
部
の
『
箱
男
』

で
は
「
箱
」
は
詳
細
か
つ
丁

寧
に
描
写
さ
れ
て
い
る
（
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
言
及

す
る
）
。

一
方
、
寺
山
の
『
箱
』
で

【図１】

は
「
箱
」
は
一
時
的
な
避
難
所
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
寺
山
は
『
箱
』
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
（ending

）

で
青
年
た
ち
を
登
場
さ
せ
、
「
箱
出
」
を
勧
め
る
。

青
年
の
女

「
あ
た
し
そ
の
本
読
ん
だ
わ
」

青
年
の
男

「
今
度
は
そ
の
続
編
を
書
こ
う
と
思
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
「
箱
出
の
す
す
め
」
だ
」

青
年
の
女

「
ま
た
売
れ
る
わ
、
き
っ
と
」

青
年
の
男

「
箱
を
破
れ
！
青
年
よ
、
手
に
金
槌
を
持
て
。
箱
の
外

に
は
自
由
が
あ
る
。
金
槌
は
」

青
年
の
女

「
金
物
屋
さ
ん
で
売
っ
て
い
る
」

青
年
の
男

「
金
槌
は
思
想
だ
。
金
槌
な
し
じ
ゃ
自
分
の
箱
は
破
れ

な
い
」

青
年
の
女

「
で
も
、
箱
に
入
っ
て
い
る
ひ
と
が
わ
ざ
わ
ざ
箱
か
ら

抜
け
出
し
て
そ
ん
な
本
を
買
い
に
行
く
か
し
ら
」

青
年
の
男

「
自
分
で
気
が
つ
か
な
い
で
箱
に
入
っ
て
い
る
ひ
と
が

い
っ
ぱ
い
い
る
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
と
い
う
箱
、
団
地
や

ア
パ
ー
ト
の
箱
の
中
の
マ
イ
ホ
ー
ム
、
バ
ス
や
汽
車
の

箱
、
会
社
と
い
う
ビ
ル
の
箱
、
中
で
も
一
番
恐
ろ
し
い

の
は
幸
福
と
い
う
名
の
箱
だ
」

青
年
の
女

「
そ
れ
を
全
部
壊
す
の
」

青
年
の
男

「
い
や
い
や
、
壊
す
の
は
難
し
い
ね
。
だ
が
、
箱
か
ら

出
る
こ
と
な
ら
で
き
る
。
箱
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
箱
の
外
に
い
る
人
だ
け
さ
」

(6)
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中
年
男
は
社
会
と
い
う
共
同
体
か
ら
出
て
、
「
箱
」
と
い
う
避
難
所
を

見
つ
け
た
が
、「
箱
」
を
破
っ
て
脱
出
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、「
箱
」

を
「
金
槌
」
で
破
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
「
金
槌
」
と
は
思
想
で
あ
る
。

寺
山
の
『
箱
』
で
は
、
「
箱
」
が
「
避
難
所
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
表

象
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
長
く
い
ら
れ
な
い
た
め
、
「
箱
」

か
ら
出
る
必
要
が
あ
る
。
「
箱
出
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
き
、
前
提

に
あ
る
の
は
「
家
出
」
で
あ
り
、
「
家
」
「
家
族
」
制
度
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
封
建
的
な
家
制
度
か
ら
の
脱
出
を
す
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
が
「
箱
」

を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、『
箱
男
』

安
部
の
「
箱
男
」
は
移
動
的
で
あ
る
。
『
箱
男
』
の
一
つ
の
章
で
あ
る

「
箱
の
製
法
」
の
冒
頭
に
は
、
「
箱
男
」
が
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
空
箱
を
選
ぶ

基
準
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

ダ
ン
ボ
ー
ル
の
空
箱
は
、
縦
、
横
、
そ
れ
ぞ
れ
一
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
、

一
メ
ー
ト
ル
三
十
前
後
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
も
の
で
も
構
わ

な
い
。
た
だ
実
用
的
に
は
、
俗
に
「
四
半
割
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
、

規
格
型
の
や
つ
が
望
ま
し
い
。
第
一
の
理
由
は
、
規
格
品
だ
と
そ
れ

だ
け
入
手
が
容
易
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
は
、
規
格
品
を
使
う
商
品

の
多
く
が
、
一
般
に
不
定
形
の
も
の
―
自
由
に
変
形
が
き
く
、
食
料

雑
貨
の
類
―
の
で
、
箱
の
造
り
も
そ
れ
な
り
に
頑
丈
で
あ
る
こ
と
。

事
実
、
ぼ
く
の
知
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
箱
男
が
申
し
合

わ
せ
た
よ
う
に
こ
の
「
四
半
割
り
」
を
使
用
し
て
い
た
。
目
立
つ
特

徴
が
あ
っ
た
り
が
あ
っ
た
り
す
る
と
、
せ
っ
か
く
の
箱
の
匿
名
性
が

そ
れ
だ
け
弱
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

(7)

こ
こ
で
の
「
箱
」
の
描
写
は
、
『
箱
』
よ
り
も
細
か
い
。
で
は
な
ぜ
、

単
な
る
一
つ
の
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
空
箱
を
こ
れ
ほ
ど
詳
し
く
描
写
す
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、『
箱
男
』
で
は
被
る
道
具
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
箱
』

で
は
人
が
閉
じ
こ
も
る
「
家
」
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
主
人
公
が
「
箱
男
」
に
な
る
と
決
意
す
る
と
こ
ろ
は
、
ど
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
『
箱
男
』
の
「
例
え
ば
Ａ
の
場
合
」
で

は
、
箱
男
か
ら
監
視
さ
れ
て
い
る
Ａ
が
仕
方
な
く
空
気
銃
で
箱
男
を
打
っ

て
退
治
す
る
。
す
る
と
今
度
は
Ａ
が
箱
男
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、「
箱

男
」
に
な
る
、
あ
る
い
は
「
箱
」
に
籠
る
こ
と
は
伝
染
的
な
能
力
を
持
っ

て
い
る
。

一
方
で
『
箱
』
の
場
合
は
、
主
人
公
が
あ
る
店
で
店
員
に
「
箱
」
を
要

請
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
た
め
、
主
人
公
が
「
箱
男
」
に
な
る
動
機
が

詳
し
く
書
か
れ
て
い
な
い
。
千
金
楽
は
、
『
箱
』
と
『
箱
男
』
の
類
似
性

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
箱
』
は
、
こ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
男
性
が
社
会
的
な
生
活
、
帰
属
を

放
棄
し
て
「
箱
」
の
中
に
閉
じ
こ
も
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
『
箱

男
』
が
や
は
り
社
会
へ
の
帰
属
を
拒
否
し
、
匿
名
性
を
求
め
て
「
箱
」

を
被
り
、町
を
放
浪
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
、

こ
の
二
作
品
に
お
け
る
設
定
上
の
類
似
性
は
明
白
で
あ
る
。

(8)
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な
る
ほ
ど
、
両
作
品
と
も
「
帰
属
」
を
拒
否
す
る
の
は
明
ら
か
な
類
似

で
あ
る
。『
箱
』
の
場
合
は
「
箱
」
に
籠
る
こ
と
が
最
終
目
的
で
は
な
い
。

主
人
公
は
「
箱
男
」
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
段
ボ
ー
ル
箱
に
籠
っ
た
だ
け
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
安
部
の
「
箱
男
」
は
「
頭
か
ら
か
ぶ
る
と
、
す

っ
ぽ
り
、
ち
ょ
う
ど
腰
の
辺
ま
で
届
く
ダ
ン
ボ
ー
ル
」（
「
そ
し
て
開
幕
の
ベ

ル
も
聞
か
ず
に
劇
は
終
っ
た
」
）
を
身
に
着
け
、
足
は
自
由
に
動
く
。
こ
の
よ

う
に
、
安
部
の
「
箱
男
」
は
移
動
的
で
あ
る
。

『
箱
男
』
の
場
合
、
主
人
公
は
「
箱
」
を
被
る
こ
と
で
都
市
に
定
住
で

き
る
空
間
を
作
る
。
つ
ま
り
、
共
同
体
を
拒
否
す
る
こ
と
な
く
「
箱
」
を

利
用
し
、
手
が
か
り
に
す
る
こ
と
で
、
共
同
体
を
離
れ
ず
に
生
活
し
て
い

く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
箱
男
」
は
「
贋
箱
男
」
に
勝
利
し
て
「
箱
」

を
脱
ぎ
、
病
院
内
で
看
護
婦
と
二
人
き
り
の
生
活
を
す
る
。
し
か
し
、
看

護
婦
が
突
然
病
院
か
ら
出
て
い
っ
て
し
ま
い
、
帰
っ
て
こ
な
い
。
「
箱
か

ら
出
る
か
わ
り
に
、
世
界
を
箱
の
中
に
閉
じ
込
め
て
や
る
。
い
ま
こ
そ
世

界
が
眼
を
閉
じ
て
し
ま
う
べ
き
な
の
だ
」

。
(9)

こ
こ
か
ら
、
『
箱
男
』
は
『
箱
』
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
（adaptation

）

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
箱
」
は
一
時
的
な
避
難
所
で
あ
り
、
逃
げ
る

必
要
が
あ
る
。
「
箱
男
」
と
看
護
婦
は
病
院
と
い
う
大
き
な
「
箱
」
に
籠

っ
た
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
看
護
婦
は
病
院
を
去
り
、
「
箱
男
」
一
人
が

残
っ
た
。
「
箱
男
」
は
看
護
婦
を
探
す
た
め
に
「
箱
」
を
出
た
。
両
作
品

の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
関
し
て
千
金
楽
は
、『
箱
』
は
喜
劇
で
あ
り
、『
箱
男
』

は
悲
劇
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
「
『
箱
』
に

(10)

籠
れ
ば
、
問
題
は
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
『
箱
男
』
の
場
合
も
「
箱
」
を

被
る
こ
と
が
社
会
か
ら
の
逃
避
で
あ
り
、
同
時
に
、
非
現
実
的
な
混
乱
し

た
世
界
へ
と
移
行
す
る
手
段
に
な
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
決
し
て
そ
れ

に
よ
っ
て
問
題
が
解
決
し
た
り
、
解
消
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
」

か
(11)

ら
だ
と
す
る
。

筆
者
は
こ
の
指
摘
に
同
意
で
き
な
い
。
『
箱
』
で
は
「
箱
」
に
籠
っ
て

も
逃
げ
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
「
箱
」
に
籠
る
こ
と

と
す
べ
て
の
問
題
を
解
決
し
た
こ
と
は
同
一
視
で
き
な
い
。
『
箱
男
』
で

は
「
箱
」
を
去
っ
た
「
彼
女
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

現
に
姿
を
消
し
た
彼
女
だ
っ
て
、
こ
の
迷
路
の
何
処
か
に
ひ
そ
ん
で

い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
な
の
だ
。
べ
つ
に
逃
げ
去
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、ぼ
く
の
居
場
所
を
見
つ
け
出
せ
ず
に
い
る
だ
け
の
こ
と
だ
ろ
う
。

い
ま
な
ら
は
っ
き
り
と
、
確
信
を
も
っ
て
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
ぼ

く
は
少
し
も
後
悔
な
ん
か
し
て
い
な
い
。
手
掛
り
が
多
け
れ
ば
、
真

相
も
そ
の
手
掛
り
の
数
だ
け
存
在
し
て
い
て
い
い
わ
け
だ
。
(12)

「
彼
女
」
は
逃
げ
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
「
ぼ
く
の
居
場
所
を
見
つ

け
出
せ
ず
に
い
る
だ
け
」
だ
と
「
箱
男
」
は
言
う
。
彼
の
発
言
か
ら
す
る

と
、
一
切
悲
し
さ
は
な
く
、
む
し
ろ
楽
観
的
だ
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
こ

こ
で
は
「
箱
」
の
方
が
「
問
題
」
か
ら
逃
げ
、
「
逃
げ
る
」
必
要
の
あ
る

「
箱
」
に
籠
る
こ
と
は
最
終
手
段
で
は
な
い
こ
と
を
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

四
、
戯
曲
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」

安
部
の
小
説
『
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
』（『
近
代
文
学
』
一
九
五
一
年
二
月
）
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も
同
じ
く
主
人
公
が
「
壁
」
に
な
る
過
程
を
描
写
し
て
い
る
。
本
節
で
は
、

小
説
と
戯
曲
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
の
類
似
性
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

小
説
『
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
』
は
、
第
一
部
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯

罪
」
、
第
二
部
「
バ
ベ
ル
の
塔
の
狸
」
、
第
三
部
「
赤
い
繭
」（
「
赤
い
繭｣

「
洪

水｣

「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク｣
「
事
業｣

）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

。
一
九
七
八
年

(13)

一
〇
月
、
安
部
は
小
説
『
壁
』
を
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」（
渋
谷
・
西

武
劇
場
、
一
九
七
八
年
一
〇
月
一
三
～
二
九
日
）
の
タ
イ
ト
ル
で
戯
曲
化
し
た
。

戯
曲
は
小
説
を
短
く
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

戯
曲
の
な
か
で
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
は
、
目
に
し
た
も
の
を
身
体
の
中
に
吸

い
込
ん
で
し
ま
う
。
彼
が
吸
い
込
ん
だ
の
は
、
会
社
の
同
僚
で
あ
る
Ｙ
子

と
砂
漠
の
写
真
だ
っ
た
。
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
砂
漠
化
し
た
体
内
で
Ｙ
子
が

見
た
も
の
は
、
「
世
界
の
涯
」
と
い
う
標
識
だ
っ
た
。
戯
曲
の
舞
台
設
定

は
「
街
を
思
わ
せ
る
巨
大
な
ビ
ル
」
で
あ
る
。
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
は
自
分
の

「
名
前
」
を
紛
失
し
、
会
社
の
事
務
員
で
あ
る
Ｙ
子
を
尋
ね
る
が
、
彼
女

を
見
た
と
た
ん
、
自
分
の
体
内
に
砂
漠
を
吸
収
し
た
。
Ｙ
子
は
安
部
の
『
砂

の
女
』
と
同
じ
く
、
砂
漠
に
閉
じ
込
め
ら
た
「
砂
の
女
」
に
な
っ
た
。
そ

し
て
、
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
は
会
社
の
室
長
に
不
法
監
禁
の
罪
を
問
わ
れ
る
。

一
方
、
名
前
を
紛
失
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
医
者
と
看
護
婦
に
任
せ
た
。

戯
曲
と
小
説
の
プ
ロ
ッ
ト
に
大
差
は
な
い
が
、
「
名
刺
」
と
の
闘
争
の

場
面
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
小
説
で
は
Ｙ
子

は
吸
い
込
ま
れ
な
か
っ
た
が
、
戯
曲
で
は
主
と
し
て
主
人
公
が
Ｙ
子
を
助

け
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
Ｙ
子
は
身
体

と
い
う
「
箱
」
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
、
そ
の
と
き
に
外
壁
と
な
っ
て
い

る
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
身
体
は
「
箱
」
に
な
っ
た
。
Ｙ
子
が
「
箱
」
の
中
に

閉
じ
込
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
戯
曲
「
壁
」
の
Ｓ
・

カ
ル
マ
氏
は
加
害
者
と
な
る
。
Ｙ
子
は
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
と
い
う
他
人
の
目

線
に
よ
っ
て
「
箱
」
と
い
う
牢
獄
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

五
、『
レ
ミ
ン
グ
』
の
初
演
版
と
再
演
版

『
レ
ミ
ン
グ
』
に
は
初
演
版
『
レ
ミ
ン
グ

―
世
界
の
涯
て
へ
連
れ
て

っ
て
』（
晴
海
・
東
京
国
際
貿
易
セ
ン
タ
ー
新
館
二
階
、
一
九
七
九
年
五
月
）
と
再
演

版
『
レ
ミ
ン
グ

―
壁
抜
け
男
』（
新
宿
紀
伊
国
屋
ホ
ー
ル
、
一
九
八
二
年
一
二

月
）
の
二
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
。
初
演
版
と
再
演
版
の
チ
ャ
プ
タ

ー
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

初
演
版
『
レ
ミ
ン
グ

―
世
界
の
涯
て
へ
連
れ
て
っ
て
』
は
、
一
、
観

客
は
都
市
に
近
づ
く

二
、
壁
が
消
え
る

三
、
囲
碁
の
都
市
計
画

四
、

四
畳
半
の
天
文
学

五
、
も
ぐ
ら
叩
き

六
、
噂

七
、
屋
根
裏
の
散
歩

者

八
、
タ
ン
ゴ

九
、
頭
足
人

十
、
リ
ヤ
カ
ー
惑
星

十
一
、
遊
戲

療
法

十
二
、
王
様
ネ
ズ
ミ
に
関
す
る
記
述

十
三
、
行
き
過
ぎ
よ
、
影

十
四
、
死
都
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
再
演
版
『
レ
ミ
ン
グ

―
壁
抜
け
男
』
は
、
一
、
マ
ッ
チ
箱
の

中
の
都
会

二
、
壁
の
消
失

三
、
囲
碁
の
都
市
計
画

四
、
四
畳
半
の

天
文
学

五
、
も
ぐ
ら
叩
き

六
、
都
市
の
孤
独

七
、
屋
根
裏
の
散
歩

者

八
、
タ
ン
ゴ

九
、
頭
足
人

十
、
リ
ヤ
カ
ー
惑
星

十
一
、
遊
戲

療
法

十
一
、
Ｂ
王
様
ネ
ズ
ミ
に
関
す
る
記
述

十
二
、
間
奏
曲

十
三
、

行
き
過
ぎ
よ
、
影

十
四
、
夢
の
ネ
ズ
ミ
算

十
五
、
死
都
ラ
ト
ポ
リ
ス



48

と
な
っ
て
い
る
。

チ
ャ
プ
タ
ー
か
ら
す
る
と
、
初
演
版
と
再
演
版
に
は
か
な
り
の
差
異
が

あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
初
演
版
で
は
コ
ッ
ク
の
隣
室
に
住
む
の
は
車
椅
子

の
兄
妹
だ
が
、
再
演
版
で
は
夫
婦
に
な
っ
て
い
る
。
車
椅
子
の
兄
妹
は
望

遠
鏡
で
空
を
覗
き
な
が
ら
宇
宙
人
と
の
通
信
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
れ
が

再
演
版
で
は
夫
婦
に
な
り
、
コ
ッ
ク
た
ち
の
自
宅
の
壁
が
な
く
な
る
。
ま

た
、
初
演
版
の
第
十
一
場
「
間
奏
曲
」
に
は
囚
人
と
女
囚
が
登
場
す
る
が
、

再
演
版
で
は
囚
人
１
と
囚
人
２
に
な
り
、
二
人
と
も
男
性
俳
優
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
初
演
版
は
コ
ッ
ク
王
一
人
の
独
白
で
、
倒
れ
た
登
場
人
物
が
立

ち
上
が
り
、
同
じ
方
角
に
向
か
っ
て
歩
く
姿
に
な
る
。

し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
初
演
版
と
再
演
版
に
は
ほ
と
ん
ど
差
異
が
な
い
。

節
の
タ
イ
ト
ル
や
セ
リ
フ
は
変
わ
っ
て
い
る
が
、
中
身
は
ほ
ぼ
変
わ
っ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
最
大
の
差
異
と
い
え
ば
、
初
演
版
で
は
主
人
公
が
コ

ッ
ク
見
習
い
の
一
人
だ
っ
た
の
が
、
再
演
版
で
は
王
と
通
の
二
人
に
増
え

て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
こ
の
劇
が
独
白
者
の
夢
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
く
、
複
数
の
人
物
の
相
互
性
に
よ
る
、
夢
の
社
会
性
を
問

題
に
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」

と
寺
山
自
身
が
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

(14)

再
演
版
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
、
コ
ッ
ク
１
と
コ
ッ
ク
２
は
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
結
局
を
迎
え
る
。
コ
ッ
ク
１
は
箱
に
な
っ
て
凝
固
し
、
コ
ッ
ク
２
は

旅
装
の
ま
ま
、
ま
る
で
世
界
の
中
心
に
突
き
刺
さ
っ
た
一
本
の
杭
の
よ
う

に
立
ち
尽
く
し
、
ゆ
っ
く
り
と
暗
黒
を
待
ち
受
け
る
。
そ
し
て
、
コ
ッ
ク

２
は
壁
抜
け
能
力
を
身
に
つ
け
た
。

六
、
都
市
と
遊
牧
思
想

こ
こ
ま
で
、
『
箱
』
と
『
箱
男
』
、
『
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
』
と
『
レ

ミ
ン
グ
』
そ
れ
ぞ
れ
の
類
似
性
と
差
異
に
つ
い
て
分
析
し
て
き
た
。
四
作

品
に
は
「
定
住
」
を
拒
否
す
る
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
関
連
性
が
あ
る
。

都
市
か
ら
砂
漠
ま
で
逃
げ
て
壁
を
生
成
し
た
。
ま
た
、「
箱
」
を
被
っ
て
、

都
市
の
中
に
「
見
ら
れ
ず
に
、
流
浪
す
る
。
特
に
、
安
部
の
「
異
端
の
パ

ス
ポ
ー
ト
」（
『
中
央
公
論
』
一
九
六
八
年
九
月
）
で
は
、
「
遊
牧
民
」
の
優
位
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
寺
山
の
場
合
は
、
「
家
出
」
し
、
「
箱
」
に
籠
る
こ

と
に
な
っ
た
中
年
男
の
物
語
で
あ
る
。
『
レ
ミ
ン
グ
』
で
は
、
壁
抜
け
能

力
を
身
に
つ
け
た
。
本
節
で
は
、
本
論
文
で
言
及
し
た
作
品
が
発
表
さ
れ

た
の
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
思
想
家
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
（G

illes
D
eleuze,

1925-1995

）
と
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
（P

ierre-F
élix

G
uattari,

1930-1992

）

の
思
想
と
の
類
似
性
を
論
じ
た
い
。
安
部
と
ガ
タ
リ
は
パ
リ
で
数
回
に
わ

た
り
会
談
し
て
い
る

。
ま
た
、
ガ
タ
リ
は
日
本
に
来
て
、
当
時
の
知
識

(15)

人
と
交
流
し
た
。
ガ
タ
リ
は
、
安
部
の
小
説
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
に
つ

い
て
触
れ
、
彼
の
観
察
し
た
東
京
の
都
市
表
象
と
類
似
し
て
い
る
と
述
べ

て
い
る
。

い
つ
何
時
で
も
こ
の
都
市
を
窒
息
さ
せ
か
ね
な
い
勢
い
の
癌
性
の
腫

脹
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
は
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
、
古
い
実

在
領
域
や
先
祖
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
マ
ク
ロ
コ
モ
ス
の
親
和
性
を

透
か
し
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
東
京
の
一
次
的
布
置
（
そ
れ
を
夢

幻
的
な
足
ど
り
で
見
事
に
探
査
し
て
み
せ
た
の
は
『
燃
え
つ
き
た
地
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図
』
の
安
倍
公
房
だ
っ
た
）
の
水
準
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
り
、
東

マ
マ

京
の
群
衆
の
分
子
的
行
動
の
中
に
も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
…
公

共
の
空
間
を
私
的
領
域
と
し
て
扱
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
群
衆

の
。
(16)

上
野
俊
哉
は
『
箱
男
』
を
論
じ
る
な
か
で
以
上
の
箇
所
に
触
れ
て
い
る
。

ガ
タ
リ
は
が
八
〇
年
代
に
単
に
人
間
の
実
存
で
は
な
く
、
「
実
存
の

領
土
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
意
味
は
こ
こ
に
あ
る
。
ま
だ
五

〇
年
代
の
イ
メ
ー
ジ
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
た
安
部
も
ま
た
『
箱
男
』

や
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
と
い
っ
た
都
市
化
や
失
踪
を
主
題
と
し
た

六
〇
年
代
後
半
以
降
の
作
品
群
に
お
い
て
空
間
の
変
容
と
、
主
体
や

実
存
の
あ
り
方
の
変
化
に
気
づ
い
て
い
た
。
(17)

上
野
は
『
箱
男
』
で
は
、
ガ
タ
リ
の
「
実
存
の
領
土
」（territory

of
existence

）

の
概
念
を
使
っ
て
論
じ
て
い
る
。
『
レ
ミ
ン
グ
』
に
お
け
る
「
壁
の
な
い

地
図
を
作
り
た
い
」
と
い
う
願
い
、
ま
た
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
の
よ
う

に
、
他
人
だ
ら
け
の
都
市
に
失
踪
す
る
こ
と
へ
の
選
択
は
、
「
実
存
の
領

土
」
を
作
る
た
め
の
も
の
だ
ろ
う
。
『
レ
ミ
ン
グ
』（
初
演
版
）
で
主
人
公

は
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

世
界
は
壁
の
な
い
一
枚
の
地
図
…
…
そ
し
て
あ
ん
た
た
ち
の
行
手
に

は
何
も
な
い
…
…
印
刷
さ
れ
た
海
…
…
あ
ん
た
た
ち
は
、
歩
き
な
が

ら
水
蒸
気
と
な
っ
て
、
立
ち
の
ぼ
っ
て
消
え
て
ゆ
く
だ
け
だ
。
(18)

寺
山
は
主
人
公
に
託
し
て
、
「
世
界
は
壁
の
な
い
一
枚
の
地
図
」
と
い

う
壁
が
消
え
た
理
想
的
な
世
界
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
は
「
地
図
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ガ
タ
リ

の
専
門
用
語
に
、
「
地
図
作
成
法
」（cartography

）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
の
『
リ
ゾ
ー
ム
』
に
お
い
て
、
「
地
図
」
を
作
る

こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
る

。
上
野
に
よ
れ
ば
、「
地
図
作
成
法
」
と
は
、

(19)

精
神
生
活
の
大
部
分
を
占
有
す
る
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
三
角
形
か
ら
な
る
社

会
構
造
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
地
図
作
成

法
」
と
は
「
実
際
の
空
間
を
た
ど
る
た
め
に
描
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
新

た
な
空
間
を
切
り
開
く
、
あ
る
い
は
実
際
の
空
間
に
対
応
す
る
領
土
を
新

し
く
裁
ち
な
お
す
試
み
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
」

の
だ
。
『
レ
ミ
ン

(20)

グ
』
に
お
い
て
、
主
人
公
は
壁
抜
け
能
力
を
持
つ
こ
と
で
、
壁
を
無
視
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
面
で
は
、
ガ
タ
リ
の
「
地
図
作
成
法
」
の

概
念
と
の
類
似
性
が
示
唆
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
『
レ
ミ
ン
グ
』
の
脚
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
地
下
演
劇
』

で
は
「
機
械

―
逆
エ
デ
ィ
プ
ス
」
と
い
う
討
論
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
哲

学
学
者
宇
波
彰
と
寺
山
修
司
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
『
カ
フ
カ

マ
イ
ナ
ー
文
学
の
た
め
に
』（
宇
波
彰
・
岩
田
行
一
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九

七
八
年
七
月
）
を
め
ぐ
る
対
談
で
「
家
族
の
三
角
形
」
に
つ
い
て
討
論
し
た
。

対
談
の
な
か
で
、
寺
山
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

家
族
の
三
角
形
、
原
因
と
動
機
と
結
果
と
い
う
形
で
集
約
き
れ
る
父

と
母
と
子
の
図
式
が
、
突
然
、
機
械
の
作
用
に
よ
っ
て
、
べ
つ
の
回

転
軸
を
も
ち
は
じ
め
る
。
そ
し
て
か
な
り
違
っ
た
デ
ィ
メ
ン
シ
ョ
ン



50

を
見
せ
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
、
非
常
に
面
白
い
形
で
見
せ
て
く
れ

た
の
が
レ
ー
モ
ン･

ル
ー
セ
ル
だ
ろ
う
っ
て
気
が
す
る
ん
で
す
。
カ

フ
カ
の
場
合
に
は
考
虫
が
最
終
的
に
振
り
出
し
に
戻
っ
て
、
豪
族
の

三
角
形
が
再
現
さ
れ
る
。
つ
ま
り
円
環
と
し
て
閉
じ
ら
れ
る
と
い
う

ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
と
こ
ろ
が
あ
る
様
な
気
が
す
る
が
、
ル
ー
セ

ル
に
は
そ
れ
が
な
い
。
(21)

『
カ
フ
カ

マ
イ
ナ
ー
文
学
の
た
め
に
』
は
、
チ
ェ
コ
の
作
家
フ
ラ
ン
ツ

・
カ
フ
カ
（F

ranz
K
afka,

1883-1924
）
の
作
品
を
中
心
と
す
る
評
論
書
で
あ

る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
は
「
家
族
の
三
角
形
」
と
い
う
概
念
で
カ
フ

カ
の
『
変
身
』
を
論
じ
て
い
る

。
「
家
族
の
三
角
形
」
の
構
造
は
「
父

(22)

―
母

―
子
」
か
ら
な
る
。
『
レ
ミ
ン
グ
』
に
お
い
て
、
父
は
不
在
で

あ
り
、
代
わ
り
に
母
だ
け
が
登
場
し
て
い
る
。
し
か
も
、
母
を
演
じ
る
俳

優
は
男
で
あ
る
。
こ
の
「
母
」
と
は
、
「
父
」
と
「
母
」
の
混
同
体
の
よ

う
な
存
在
と
し
て
見
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
は
、
カ

フ
カ
の
『
城
』
に
登
場
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
巣
穴
」
を
説
明
し
て
い
る
。

『
レ
ミ
ン
グ
』
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
都
市
の
迷
路
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
。
「
出
口
」
を
探
す
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ

＝
ガ
タ
リ
に
よ
る
『
城
』
論
と
の
類
似
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、『
レ
ミ
ン
グ
』
の
「
も
ぐ
ら
叩
き
」
に
お
い
て
、
主
人
公
の
「
母
」

は
も
ぐ
ら
と
し
て
主
人
公
の
四
畳
半
の
地
下
に
現
れ
る
。
主
人
公
が
何
回

も
も
ぐ
ら
を
叩
こ
う
と
し
て
母
に
対
抗
し
、
家
族
の
三
角
形
の
破
壊
を
図

る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
の
基
礎
的
な
単
位
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
家
族

を
破
壊
し
、
国
家
を
破
壊
す
る
こ
と
と
等
し
い
と
見
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

寺
山
の
エ
ッ
セ
イ
「
青
少
年
の
た
め
の
家
出
入
門
」（『
新
・
書
を
捨
て
よ
、

町
へ
出
よ
う
』
河
出
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
七
月
）
で
は
、
国
の
基
礎
単
位
と
し
て

の
存
在
は
「
家
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
「
家
出
」
に
よ
り
、
「
家
」
の
構
造
が

揺
さ
ぶ
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

。
寺
山
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ

(23)

の
言
う
「
家
族
の
三
角
形
」
を
脱
出
し
よ
う
と
試
み
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
考
察
し
た
よ
う
に
、
寺
山
と
安
部
の
作
品
に
は
「
ノ
マ
ド
」
的
な

思
想
が
見
え
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
の
『
千
の
プ
ラ
ト
ー

―
資
本

主
義
と
分
裂
症
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
四
年
九
月
）
の
序
書
『
リ
ゾ
ー
ム
』

（
朝
日
出
版
社
、
一
九
七
七
年
一
〇
月
）
で
言
っ
て
い
る
「
ノ
マ
ド
」
的
な
思

想
に
類
似
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
『
リ
ゾ
ー
ム
』
で
は
、
社
会
を
絶
え
ず
増

幅
し
な
が
ら
四
方
八
面
に
広
が
る
分
子
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
欲
望
を
捉

え
て
い
る
。
こ
の
増
殖
し
な
が
ら
広
が
る
力
が
世
界
を
動
か
す
原
動
力
と

な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
欲
望
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
こ
の
世
界
を
「
欲

望
機
械
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
そ
れ
は
無
意
識
に
私
た
ち
の
身
体
の
す
べ
て

の
器
官
を
も
動
か
し
て
い
る
。
元
々
、
人
間
は
自
分
の
意
思
に
よ
り
生
き

る
が
、
権
力
者
の
抑
圧
装
置
に
よ
り
、
拡
散
す
る
分
子
を
自
分
自
身
で
同

じ
方
法
に
統
一
し
よ
う
と
す
る
。『
箱
』
、『
箱
男
』、『
燃
え
つ
き
た
地
図
』、

『
レ
ミ
ン
グ
』
に
も
「
ノ
マ
ド
的
思
想
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
壁
」
に
つ
い
て
、
寺
山
が
「
壁
の
消
失
」
、
安
部
が
「
壁
の
生
成
」
を

問
う
て
い
る
点
で
異
な
る
な
ら
ば
、
「
ノ
マ
ド
的
思
想
」
を
め
ぐ
る
安
部

と
寺
山
の
差
異
は
何
だ
ろ
う
か
。
寺
山
の
場
合
は
、「
壁
の
消
失
」
よ
り
、

主
人
公
が
自
由
自
在
な
生
き
方
を
得
た
と
い
う
点
か
ら
し
て
、
「
壁
」
は

ノ
マ
ド
的
な
思
想
に
と
っ
て
邪
魔
な
存
在
で
あ
る
。
安
部
の
場
合
は
、
無

機
物
の
「
壁
」
に
な
る
点
に
お
い
て
、
形
而
上
的
な
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
「
生



51

成
哲
学
」
か
ら
見
れ
ば
、
人
生
は
生
成
の
過
程
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
皮

肉
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
見
ら
れ
る
。

七
、
む
す
び

本
論
文
で
は
、
寺
山
修
司
と
安
部
公
房
の
作
品
に
お
け
る
間
テ
ク
ス
ト

性
に
つ
い
て
、
『
箱
』
と
『
箱
男
』
、
『
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
』
と
『
レ

ミ
ン
グ
』（
初
演
版
・
再
演
版
）
を
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
で
考
察
し
て
き
た
。

小
説
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
、
演
劇
と
い
っ
た
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
を
越
境
し
て

「
箱
」
と
「
壁
」
の
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
を
表
現
し
た
寺
山
と
安
部
の
関
係

は
、
次
の
【
図
２
】
の
よ
う
に
措
定
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
類
似
し

た
テ
ー
マ
を
用
い
て
創
作
活
動
を

続
け
て
い
る
。
「
箱
」
を
被
る
、
あ

る
い
は
「
箱
」
に
籠
る
こ
と
で
共

同
体
か
ら
逃
げ
る
の
が
『
箱
』
と

『
箱
男
』
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
対

す
る
『
レ
ミ
ン
グ
』
は
「
壁
」
の

消
失
が
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
部
屋
」
と
い
う
大
き
な
「
箱
」

を
破
る
と
見
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
『
箱
』
の
延
長
線
と

し
て
読
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
た
だ
し
、
安
部
の
小
説
『
Ｓ

【図 2】

・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
』
は
「
壁
」
の
生
成
を
扱
っ
て
い
る
が
、
『
レ
ミ
ン

グ
』
は
「
壁
」
の
消
失
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
は
【
図
２
】

の
よ
う
な
複
雑
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

な
お
、
本
論
文
で
取
り
上
げ
た
四
作
品
の
う
ち
、
「
箱
」
と
「
壁
」
の

関
係
、
戯
曲
『
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
』
と
『
レ
ミ
ン
グ
』
の
間
テ
ク
ス

ト
性
や
上
映
場
所
と
の
関
係
、
さ
ら
に
、
寺
山
と
安
部
の
文
学
的
つ
な
が

り
を
深
く
探
究
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

【
注
記
】

寺
山
修
司
「
レ
ミ
ン
グ
」
（
『
寺
山
修
司
記
念
館
公
式
カ
タ
ロ
グ
第
二
弾
』
テ
ラ
ヤ

1
マ
・
ワ
ー
ル
ド
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
九
頁

清
水
義
和
「
寺
山
修
司
と
安
部
公
房
に
よ
る
ハ
ロ
ル
ド
・
ピ
ン
タ
ー
解
読
」
（
『
寺

2
山
修
司
研
究
』
第
一
〇
号
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）
一
七
六
～
一
八
九
頁

李
先
胤
「
水
の
表
象
と
暴
力
」
（
『

世
紀
に
安
部
公
房
を
読
む

―
水
の
暴
力
性

3

21

と
流
動
す
る
世
界
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
六
月
）
一
〇
七
頁

千
金
楽
健
「
「
箱
」
と
「
箱
男
」

―
寺
山
修
司
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
と
安
部
公
房
の

4
小
説
」（
『
近
代
文
学

注
釈
と
批
評
』
第
六
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
三
八
頁

寺
山
修
司
『
箱
』
は
、
寺
山
修
司
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
Ｃ
Ｄ
「『
犬
神
歩
き
』
／
『
箱
』

5
を
音
源
に
文
字
化
し
た
。

寺
山
修
司
『
箱
』
は
、
寺
山
修
司
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
Ｃ
Ｄ
『
犬
神
歩
き
』
／
『
箱
』

6
を
音
源
に
文
字
化
し
た
。

安
部
公
房
「
箱
男
」
（
『
安
部
公
房
全
集
』
第
二
四
巻
、
新
潮
社
、
一
九
九
九
年
九

7
月
）
一
三
頁

千
金
楽
健
「
「
箱
」
と
「
箱
男
」

―
寺
山
修
司
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
と
安
部
公
房
の

8
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小
説
」（
『
近
代
文
学

注
釈
と
批
評
』
第
六
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
三
四
頁

安
部
公
房
「
箱
男
」
（
『
安
部
公
房
全
集
』
第
二
四
巻
、
新
潮
社
、
一
九
九
九
年
九

9
月
）
一
四
一
頁

千
金
楽
健
「
「
箱
」
と
「
箱
男
」

―
寺
山
修
司
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
と
安
部
公
房
の

10
小
説
」（
『
近
代
文
学

注
釈
と
批
評
』
第
六
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
三
四
頁

千
金
楽
健
「
「
箱
」
と
「
箱
男
」

―
寺
山
修
司
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
と
安
部
公
房
の

11
小
説
」（
『
近
代
文
学

注
釈
と
批
評
』
第
六
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
三
四
頁

安
部
公
房
「
箱
男
」
（
『
安
部
公
房
全
集
』
第
二
四
巻
、
新
潮
社
、
一
九
九
九
年
九

12
月
）
一
四
一
頁

寺
山
と
比
べ
て
、
安
部
は
「
壁
」
が
好
き
な
作
家
で
あ
っ
た
。
安
部
は
小
説
「
壁
」

13
以
外
で
も
「
壁
」
へ
の
関
心
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
壁
の
空
想
力
」（
季
刊
『
草

月
』
第
二
号
、
一
九
五
一
年
一
〇
月
）
、
『
壁
あ
つ
き
部
屋
』（
試
写
、
一
九
五
三
年
一

〇
月
）
、「
映
像
は
言
語
の
壁
を
破
壊
す
る
の
か
」（『
群
像
』
一
九
六
〇
年
三
月
）
、「
時

代
の
壁
」
（
『
東
京
新
聞
』
夕
刊
・
文
化
面
、
一
九
五
九
年
一
二
月
）
な
ど
、
「
壁
」
に

関
わ
る
文
章
を
多
く
書
い
て
い
る
。
『
壁
あ
つ
き
部
屋
』
は
、
戦
犯
た
ち
が
閉
じ
込
め

ら
れ
た
牢
獄
の
壁
を
い
う
。
戦
犯
た
ち
は
国
家
の
た
め
に
戦
争
に
参
加
し
た
が
、
戦

後
、
犯
人
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
、
絶
望
的
な
牢
獄
に
入
れ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
の
「
壁
」

は
、
希
望
な
き
象
徴
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
発
表
順
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
第
三
部
「
赤
い
繭
」
（
原
題
「
三
つ
の

寓
話
」『
人
間
』
一
九
五
〇
年
一
二
月
）
、
②
第
一
部
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」（『
近

代
文
学
』
一
九
五
一
年
二
月
）
、
③
第
二
部
「
バ
ベ
ル
の
塔
の
狸
」
（
『
人
間
』
一
九
五

一
年
五
月
）

寺
山
修
司
「
壁
抜
け
男
の
神
話
学
」
（
『
現
代
詩
手
帖
』
第
二
六
号
、
思
潮
社
、
一

14
九
八
三
年
二
月
）
一
三
四
頁

安
部
ね
り
『
安
部
公
房
伝
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
三
二
五
頁

15

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
『
東
京
劇
場

―
ガ
タ
リ
、
東
京
を
行
く
』
（
平
井
玄
、

16
浅
田
彰
、
竹
田
賢
一
訳
、
ユ
ー
・
ピ
ー
・
ユ
ー
、
一
九
八
六
年
四
月
）
八
八
頁

上
野
俊
哉
「
文
学
の
工
場

安
部
公
房
」
（
『
思
想
の
不
良
た
ち

―
一
九
五
〇
年
代

17

も
う
一
つ
の
精
神
史
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
二
一
八
頁

寺
山
修
司
「
レ
ミ
ン
グ
」
（
『
地
下
演
劇
』
第
一
四
号
、
一
九
七
九
年
一
〇
月
）
四

18
五
頁Ｇ

・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
Ｆ
・
ガ
タ
リ
『
リ
ゾ
ー
ム
』
（
豊
崎
光
一
訳
、
朝
日
出
版
社
、

19
一
九
七
七
年
一
〇
月
）
一
一
頁

上
野
俊
哉
「
美
的
な
も
の
と
地
図
作
成
法
」
（
『
四
つ
の
エ
コ
ジ
ー

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス

20
・
ガ
タ
リ
の
思
考
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
）
二
四
八
頁

寺
山
修
司
、
宇
波
彰
「
機
械
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
」
（
『
地
下
演
劇
』
第
一
四
号
、

21
一
九
七
九
年
一
〇
月
）
五
二
頁

ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
『
カ
フ
カ

―
マ
イ
ナ
ー
文
学
の
た
め
に
』
（
宇
波
彰
訳
、

22
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
八
年
七
月
）
二
七
頁

寺
山
修
司
「
青
少
年
の
た
め
の
家
出
入
門
」（『
新
・
書
を
捨
て
よ
、
町
へ
出
よ
う
』

23
河
出
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
七
月
）
一
三
頁

（
九
州
大
学
大
学
院
地
球
社
会
統
合
科
学
府
博
士
後
期
課
程
一
年
）


