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は
じ
め
に

　

筒
井
康
隆
「
虚
人
た
ち
」
は
、『
海
』（
中
央
公
論
社
）
で
一
九
七
九
年

六
月
（
第
一
一
巻
第
六
号
）
か
ら
一
九
八
一
年
一
月
（
第
一
三
巻
第
一
号
）

に
か
け
て
連
載
さ
れ
た
長
編
小
説
で
あ
る
。
初
版
本
は
中
央
公
論
社
か
ら

一
九
八
一
年
四
月
に
発
行
さ
れ
た
。
ま
た
、
第
九
回
泉
鏡
花
文
学
賞
受
賞

作
で
あ
る
。

本
作
品
で
描
か
れ
る
の
は
、
妻
と
娘
を
同
時
に
別
々
の
犯
人
に
誘
拐
さ

れ
た
主
人
公
「
彼
」
が
、
そ
の
救
出
に
向
け
て
彷
徨
す
る
様
子
で
あ
る
。

そ
の
過
程
で
、
息
子
や
通
り
す
が
り
の
男
、
会
社
の
同
僚
と
い
っ
た
様
々

な
登
場
人
物
と
関
わ
る
が
、「
彼
」
も
含
め
た
全
て
の
登
場
人
物
は
、
虚

構
世
界
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。筒
井
は「「
虚
人
た
ち
」

は
メ
タ
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
だ
と
指
摘
し
て
い
る（

1
（

。
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

と
は
、『
集
英
社 

世
界
文
学
大
事
典

（
2
（

』
に
よ
る
と
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
批

評
を
内
在
さ
せ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」、「
読
む
こ
と
／
書
く
こ
と
／
語
る
こ

と
の
本
質
を
問
う
自
己
言
及
小
説
」
と
あ
る
。
こ
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

性
が
「
虚
人
た
ち
」
に
独
特
な
世
界
観
を
創
造
す
る
の
で
あ
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
も
、本
作
品
の
特
異
な
形
式
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。

三
浦
雅
士
は
「『
虚
人
た
ち
』
の
登
場
人
物
は
す
べ
て
、
小
説
に
登
場
す

る
と
同
時
に
そ
の
小
説
に
つ
い
て
批
判
的
に
語
る
人
物
で
あ
」
り
、「
進

行
し
て
ゆ
く
小
説
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
小
説
そ
の
も
の
を
進
行
さ
せ
て

ゆ
く
こ
と
が
基
本
的
な
主
題
で
あ
る
」
と
述
べ
る（

3
（

。
さ
ら
に
、「
虚
人
の

自
覚
は
、
書
く
こ
と
が
書
く
こ
と
自
体
を
意
識
す
る
こ
と
に
等
し
」
く
、

そ
れ
は
「
小
説
が
小
説
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
こ

の
小
説
が
小
説
に
つ
い
て
の
小
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
も
言
及
す
る（

4
（

。

ま
た
、
奥
野
健
男
は
「
作
者
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
小
説
の
登
場
人
物
の

筒
井
康
隆
「
虚
人
た
ち
」
論 

―
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
も
た
ら
す
「
彼
」
の
主
張
―

松
　
山
　
哲
　
士
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眼
か
ら
、
小
説
と
い
う
欠
陥
だ
ら
け
の
ゆ
が
ん
だ
宇
宙
を
、
逆
に
眺
め
、

そ
こ
で
生
き
る
お
か
し
さ
を
描
く
と
い
う
発
想
」
を
称
賛
し
て
い
る（

5
（

。

メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
が
直
接
使
用
さ
れ
て
論
究
さ
れ
た
の

は
、
近
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
井
口
時
男
は
本
作
品
を
「
筒
井
康
隆

の
メ
タ
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
小
説
」
と
称
し
、「
そ
の
「
虚
構
内
存
在
」
が

抱
く
自
意
識
、
現
実
と
信
じ
る
者
が
虚
構
な
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
自
己

さ
え
も
何
者
か
に
よ
っ
て
演
出
・
編
集
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
疑
い
を
方
法
化
」
し
た
と
論
じ
る（

6
（

。
ま
た
、
佐
々
木
敦
は
「「
こ
れ

は
小
説
（
虚
構
）
で
あ
る
」
と
い
う
端
的
な
事
実
と
現
実
を
前
面
化
／
全

面
化
し
、
そ
の
こ
と
自
体
を
主
題
と
し
て
い
る
小
説
、
す
な
わ
ち
「
メ
タ

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」で
あ
る
」と
指
摘
し

（
7
（

、作
品
の
結
末
に
進
む
に
つ
れ
て「
徹

頭
徹
尾
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
し
か
な
い
何
か
の
、
ど
こ
に
も
存
在
し
て
い
な

い
筈
の
情
動
が
、
そ
こ
に
立
ち
上
が
っ
て
く
る
」
点
か
ら
、「「
メ
タ
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
」
の
歴
史
的
名
作
で
あ
」
る
と
評
す

（
8
（

。

こ
れ
ら
の
論
考
は
、
登
場
人
物
と
作
者
（
筒
井
）、
登
場
人
物
と
虚
構

世
界
と
の
関
係
や
、
作
者
が
小
説
を
書
く
と
い
う
行
為
に
言
及
す
る
こ
と

で
、「
虚
人
た
ち
」
と
い
う
小
説
世
界
の
特
殊
性
を
そ
の
形
式
面
か
ら
明

ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
世
界
の
中
で
、
虚
構
世
界

を
自
覚
し
た
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
有
す
る
登
場
人
物
が
描
か
れ
、
そ

の
人
物
同
士
が
関
わ
り
合
う
と
い
う
「
虚
人
た
ち
」
の
物
語
そ
の
も
の
に

対
し
て
は
、
考
察
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
今
一
度
「
虚
人
た
ち
」
の

形
式
だ
け
で
な
く
、
物
語
内
容
に
も
着
眼
す
る
こ
と
に
よ
り
、
作
品
の
主

題
を
再
検
討
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
登
場
人
物
と
関
わ
り
合
う
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る

主
人
公
「
彼
」
の
思
考
を
分
析
し
、
物
語
の
中
で
提
示
さ
れ
る
「
彼
」
の

主
張
を
考
察
す
る
。「
彼
」の
主
張
か
ら
は
、登
場
人
物
に
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
性
が
付
さ
れ
て
い
る
意
味
と
、
そ
れ
が
「
虚
人
た
ち
」
と
い
う
虚
構
世

界
に
与
え
る
影
響
が
分
か
る
。
最
終
的
に
は
、「
虚
人
た
ち
」
に
お
け
る

メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
の
意
義
を
論
ず
る
。

一
、
登
場
人
物
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性

本
作
品
に
登
場
す
る
人
物
は
特
殊
な
性
質
を
持
つ
。
こ
の
こ
と
は
、
筒

井
自
身
が
多
く
の
エ
ッ
セ
イ
で
言
及
し
て
い
る
。
本
章
で
は
、
物
語
の
理

解
へ
繋
げ
る
た
め
に
、
筒
井
の
論
考
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
主
人
公
「
彼
」

を
は
じ
め
と
す
る
「
虚
人
た
ち
」
の
登
場
人
物
や
、
作
品
世
界
の
特
徴
を

整
理
す
る
。

そ
も
そ
も
筒
井
は
ど
の
よ
う
な
意
図
で
こ
の
物
語
を
描
い
た
の
か
。
前

述
の
よ
う
に
、
筒
井
は
こ
の
作
品
を
「
メ
タ
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
こ
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
に
つ
い
て
、
後
年
に
な
っ
て
か
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ら
「
今
ま
で
の
小
説
の
省
略
の
し
か
た
を
批
判
し
た
」
と
指
摘
し
た
上
で
、

次
の
よ
う
に
言
い
及
ぶ
。

虚
構
と
現
実
を
考
え
た
と
き
に
で
す
ね
、
一
般
に
小
説
と
い
わ
れ
て

い
る
も
の
の
中
に
、
お
か
し
な
と
こ
ろ
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
っ
た
。
現
実
と
食
い
違
う
虚
構
と
か
、
あ
る
い
は
虚
構
の

中
で
し
か
実
現
で
き
な
い
虚
構
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
で
き
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
、
最
初
考
え
た
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
れ

で
時
間
で
あ
る
と
か
人
物
で
あ
る
と
か
、
キ
ー
に
な
る
項
目
を
十
ヶ

所
く
ら
い
メ
モ
し
て
、
そ
れ
か
ら
考
え
は
じ
め
ま
し
た（

9
（

。

　

こ
の
「
キ
ー
に
な
る
項
目
を
十
ヶ
所
く
ら
い
メ
モ
し
」
た
も
の
が
、エ
ッ

セ
イ
「
虚
構
と
現
実
」
で
あ
る
。「
虚
構
と
現
実
」
は
、
一
九
七
九
年
一

月
か
ら
九
月
に『
野
性
時
代
』で
連
載
さ
れ
た
。筒
井
は「
時
間
」「
社
会
」「
人

物
」「
着
想
」「
事
件
」「
風
景
」「
場
所
」「
性
格
」「
虚
構
」
の
九
項
目
か

ら
、
従
来
の
小
説
の
表
現
技
法
へ
の
疑
問
を
示
し
、
虚
構
の
独
自
性
を
表

現
で
き
る
よ
う
な
新
た
な
技
法
を
理
論
に
し
て
ま
と
め
た
。
筒
井
は
「
考

え
を
ま
と
め
る
為
に「
虚
構
と
現
実
」を
書
き
、書
く
過
程
で「
虚
人
た
ち
」

と
い
う
長
編
の
構
想
が
ま
と
ま
り
は
じ
め
た（

（1
（

」
と
し
て
お
り
、
佐
々
木
敦

も
「「
虚
構
と
現
実
」
は
『
虚
人
た
ち
』
の
創
作
ノ
ー
ト
、筒
井
康
隆
の
「
小

説
＝
虚
構
論
」
の
「
理
論
編
」
と
し
て
書
か
れ
て
い
る（

（（
（

」
と
指
摘
す
る
こ

と
か
ら
、「
虚
構
と
現
実
」
は
「
虚
人
た
ち
」
の
構
想
と
密
接
に
関
係
す

る
と
言
え
る
。

特
に
「
人
物
」
の
項
目
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
性
を
有
し
た
登
場
人
物
を
捉
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
筒
井
は
、
小
説

で
描
く
人
物
の
性
質
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

小
説
内
で
の
架
空
の
人
物
は
真
に
小
説
内
で
の
架
空
の
人
物
と
し
て

描
か
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ひ
と
つ
の
小
説
の
中
で
の
複
数
の
人
物
は
主

人
公
や
脇
役
の
区
別
な
く
虚
構
内
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で

あ
る
。
虚
構
中
の
人
物
を
現
実
の
人
物
と
同
じ
よ
う
に
描
写
す
る
こ

と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
厳
然
と
し
た
事
実
と
し
て
認
め
た
上

で
、
さ
ら
に
演
劇
と
い
う
虚
構
中
の
人
物
と
同
じ
よ
う
な
虚
構
内
存

在
に
し
て
し
ま
う
の
を
徹
底
的
に
避
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
小
説

の
実
作
者
は
新
し
い
虚
構
内
存
在(

こ
の
場
合
は
作
中
人
物)

の
創

造
ひ
い
て
は
新
し
い
虚
構
の
形
式
の
発
見
に
到
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か（

（1
（

。

　

小
説
は
現
実
世
界
や
、
同
じ
く
虚
構
を
表
現
す
る
演
劇
か
ら
独
立
す
べ

き
で
あ
る
こ
と
を
、
筒
井
は
強
く
主
張
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、「
新
し
い
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虚
構
内
存
在
」
と
し
て
の
「
作
中
人
物
」
を
創
造
で
き
、「
新
し
い
虚
構

の
形
式
の
発
見
に
到
る
」。
小
説
内
の
登
場
人
物
の
性
質
は
、「
虚
構
の
形

式
」
に
重
大
な
示
唆
を
与
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
設
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
虚
構
と
現
実
」
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後

も
継
続
し
て
主
張
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
虚
構
と
現
実
」
が
発
表
さ
れ

た
二
年
後
の
、
本
作
の
連
載
が
終
了
し
た
七
ヶ
月
後
の
松
田
修
と
の
対
談

の
中
で
、筒
井
は
次
の
よ
う
に
本
作
品
の
登
場
人
物
の
性
質
に
言
及
す
る
。

た
だ
主
人
公
一
人
だ
け
出
て
き
た
の
で
は
話
に
な
ら
な
い
か
ら
、

一
時
の
脇
役
と
し
て
出
て
き
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
自

分
の
物
語
を
背
中
に
背
負
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
現
実
で
は

当
た
り
前
な
ん
で
す
よ
。
た
だ
、
現
実
の
人
間
は
、
こ
の
場
で
は
自

分
は
脇
役
だ
と
わ
き
ま
え
て
い
る
。

で
は
虚
構
の
場
合
は
と
い
う
と
、
つ
ま
り
そ
れ
は
、
主
人
公
同
士

の
ぶ
つ
か
り
合
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
っ
た
お
も
し
ろ
さ

を
ね
ら
っ
た
と
い
う
こ
と（

（1
（

。

　

つ
ま
り
、本
作
の
主
人
公
「
彼
」
は
「
虚
人
た
ち
」
の
物
語
を
背
負
い
、

「
彼
」
以
外
の
登
場
人
物
は
、
別
の
物
語
を
背
負
い
な
が
ら
、「
虚
人
た
ち
」

の
物
語
に
参
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
登
場
人
物
全
員
が
、
自
分
こ
そ
主

人
公
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
た
め
、「
ぶ
つ
か
り
合
い
」が
生
じ
る
。

こ
の
一
ヶ
月
後
の
エ
ッ
セ
イ
に
も
同
様
の
主
張
が
あ
る
た
め
、
そ
ち
ら
も

参
照
し
な
が
ら
検
証
す
る
。

　
　

 

現
実
以
上
に
虚
構
の
独
自
性
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
小
説
で

は
、
い
っ
そ
の
こ
と
、
自
分
こ
そ
小
説
の
主
人
公
だ
と
自
覚
し
て
い

る
人
物
ば
か
り
を
登
場
さ
せ
た
ら
ど
う
か
。
現
実
と
同
じ
く
、
登
場

人
物
す
べ
て
が
自
分
の
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
と
い
う

小
説
、
当
然
そ
の
場
合
は
、
作
中
人
物
す
べ
て
が
自
分
は
小
説
の
中

の
登
場
人
物
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う

い
う
人
物
ば
か
り
を
登
場
さ
せ
た
ら
ど
う
か
と
、
そ
う
考
え
ま
し
た（

（1
（

。

「
自
分
こ
そ
小
説
の
主
人
公
だ
と
自
覚
し
て
い
る
」と
は
、す
な
わ
ち「
自

分
の
物
語
を
背
中
に
背
負
っ
て
い
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。「
虚
人
た
ち
」

の
世
界
で
は
「
彼
」
が
主
人
公
の
役
割
を
担
い
、
他
の
登
場
人
物
は
「
虚

人
た
ち
」
と
は
別
の
、
自
ら
が
主
人
公
と
な
る
虚
構
世
界
に
属
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
世
界
の
特
質
を
持
っ
た
状
態
で
、「
虚
人
た
ち
」
の

物
語
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
登
場
人
物
は
、「
虚
人
た

ち
」
が
現
実
と
も
異
な
る
世
界
で
あ
る
こ
と
も
自
覚
し
て
い
る
。
そ
れ
で

も
、
自
身
が
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
崩
さ
な
い
。
こ
の
よ
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う
に
、登
場
人
物
に
よ
っ
て
虚
構
世
界
へ
の
意
識
が
異
な
り
、決
し
て
「
虚

人
た
ち
」
の
世
界
に
従
属
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
価
値
観
を
互
い
に

譲
ら
な
い
「
主
人
公
同
士
の
ぶ
つ
か
り
合
い
」
が
発
生
す
る
。
こ
の
よ
う

な
設
定
か
ら
物
語
が
進
行
し
、
登
場
人
物
同
士
が
関
わ
り
合
う
と
い
う
構

図
は
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
持
つ
作
品
内
容
を
解
釈
す
る
う
え
で
注

視
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
で
述
べ
ら
れ
た
、
登
場

人
物
の
「
虚
人
た
ち
」
へ
の
関
わ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
の
二
〇
年
後

と
な
る
二
〇
〇
一
年
に
お
い
て
も
同
様
の
言
及
が
あ
り
、
筒
井
が
重
視
し

た
構
想
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る（

（1
（

。

　

以
上
よ
り
、「
虚
人
た
ち
」
の
登
場
人
物
の
特
質
は
、
筒
井
に
よ
る
綿

密
な
理
論
に
よ
っ
て
説
明
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
登
場
人
物
は
全
員
、
自

身
が
主
人
公
と
な
る
虚
構
世
界
を
そ
れ
ぞ
れ
背
負
い
、「
虚
人
た
ち
」
の

世
界
の
中
で
は
全
員
が
、
自
分
こ
そ
物
語
の
主
人
公
だ
と
主
張
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
設
定
を
登
場
人
物
全
員
が
自
覚
し
て
い
る
た
め

に
、
作
中
で
は
登
場
人
物
同
士
の
衝
突
が
起
き
る
。
そ
れ
に
よ
り
「
新
し

い
虚
構
の
形
式
の
発
見
に
到
る
」と
筒
井
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
考
え
が
、

「
現
実
と
は
食
い
違
い
」、「
虚
構
の
中
で
し
か
表
現
で
き
な
い
」
虚
構
を

表
す
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
な
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
特
性
が
付
さ
れ
た
登
場
人
物
は
、「
虚
人
た
ち
」

の
物
語
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
関
係
性
を
見
せ
、
物
語
の
展
開
や
主
題

へ
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
か
ら
本
文
を
分
析
し
、
主

人
公
「
彼
」
と
他
の
登
場
人
物
と
の
「
ぶ
つ
か
り
合
い
」
か
ら
作
品
の
主

題
を
検
討
し
て
い
く
。

二
、
作
品
世
界
の
認
識
を
め
ぐ
る
衝
突

　

ま
ず
、
主
人
公
「
彼
」
の
性
質
か
ら
見
る
。
特
筆
す
べ
き
は
、「
虚
人

た
ち
」
の
物
語
の
進
行
は
、「
彼
」
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
作
は
三
人
称
視
点
の
語
り
で
進
行
す
る
が
、
そ
の
内
容
の
ほ
と
ん
ど
が

「
彼
」
の
視
点
に
拠
っ
て
い
る
。「
彼
」
は
物
語
の
中
で
、
自
分
が
「
虚
人

た
ち
」
の
主
人
公
で
あ
り
、
妻
と
娘
が
誘
拐
さ
れ
て
い
る
状
況
の
中
、
そ

の
救
出
に
向
け
て
物
語
世
界
を
彷
徨
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
理

解
す
る
。
そ
し
て
、
自
身
の
言
動
に
よ
り
「
虚
人
た
ち
」
の
物
語
を
展
開

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
気
づ
く
。そ
の
自
覚
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
　

 

彼
は
責
任
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
常
に
事
態
を
い
ず
れ
か
の
方
向

へ
進
行
さ
せ
続
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
責
任
で
あ
り
そ
の
責
任
感

が
自
分
の
上
位
自
我
で
は
な
い
か
と
も
彼
に
は
思
え
る
。

　

こ
の
「
責
任
」
の
自
覚
に
よ
っ
て
、「
彼
」
は
「
虚
人
た
ち
」
の
物
語
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を
「
進
行
さ
せ
」
る
た
め
に
主
体
的
に
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
。
先
行
論

で
も
指
摘
が
あ
り
、
井
上
ひ
さ
し
は
「
作
者
の
用
意
し
た
の
は
状
況
と
他

の
登
場
人
物
だ
け
で
あ
り
、
主
人
公
は
た
え
ず
手
探
り
で
」
物
語
の
状
況

を
「
機
敏
に
察
知
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
特
性
を
述
べ
て
い

る
が（

（1
（

、
こ
こ
に
は
本
作
品
に
お
け
る
特
殊
な
時
間
概
念
も
関
与
す
る
。

筒
井
は
本
作
品
で
取
り
入
れ
た
時
間
に
つ
い
て
、「
時
間
を
全
然
カ
ッ

ト
し
な
い
で
書
」
き
、「
四
時
間
半
を
全
部
描
写
す
る
と
い
う
小
説
で
」

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（

（1
（

。
実
際
に
本
作
品
の
世
界
で
は
、
時
間
の
省
略
が

行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
原
稿
用
紙
一
枚
で
一
分
間
が
経
過
す
る（

（1
（

。
そ
れ
は
、

「
彼
」
が
何
ら
か
の
言
動
や
思
考
を
続
け
な
い
限
り
、「
虚
人
た
ち
」
の
物

語
が
進
行
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
「
彼
」
は
、
自
ら
の
言
動

に
よ
っ
て
物
語
を
進
展
さ
せ
る
と
い
う
重
責
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、「
虚
人
た
ち
」
で
は
実
験
的
な
表
現
技
法
を
多
く
用
い
て
い
る
こ

と
か
ら
、
他
の
登
場
人
物
は
、
物
語
を
進
行
さ
せ
る
「
彼
」
の
描
写
に
違

和
感
を
覚
え
る
こ
と
も
多
く
、
衝
突
が
起
き
る
。「
虚
人
た
ち
」
に
登
場

す
る
人
物
は
、
自
身
の
立
場
や
世
界
を
主
張
し
、
自
分
こ
そ
が
物
語
の
主

人
公
で
あ
る
と
訴
え
、
自
身
の
属
す
る
虚
構
世
界
と
「
虚
人
た
ち
」
の
世

界
と
を
比
較
し
、「
彼
」
を
批
判
す
る
。

こ
の
よ
う
な
物
語
の
設
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
論
じ
ら
れ

て
き
た
。
平
石
滋
は
「
他
者
や
他
の
物
語
と
の
対
比
の
中
か
ら
、
差
異
を

明
確
に
際
立
た
せ
あ
る
い
は
共
通
点
を
見
い
出
す
こ
と
で
、
主
人
公
が
果

た
す
べ
き
役
柄
・
役
割
・
望
ま
れ
る
物
語
の
展
開
の
み
な
ら
ず
、
虚
構
世

界
へ
向
け
て
の
あ
た
ら
し
い
方
法
論
を
探
り
出
そ
う
と
」
し
て
い
る
と
示

す
（
（1
（

。
ま
た
、
木
野
光
司
は
「
ま
っ
た
く
別
の
虚
構
世
界
の
「
虚
人
」
た
ち

が
、『
虚
人
た
ち
』
の
小
説
世
界
に
迷
い
込
む
こ
と
」
に
対
し
て
、「
小
説

の
筋
の
「
単
一
性
」
の
み
な
ら
ず
、
小
説
世
界
の
「
閉
鎖
性
」
を
も
放
棄

す
る
小
説
と
い
う
こ
の
構
想
は
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
的
に
非
常
に
興
味
深
い
も

の
」
だ
と
す
る（

11
（

。
し
か
し
、こ
れ
ら
の
論
考
も
物
語
形
式
の
指
摘
で
あ
り
、

そ
の
形
式
に
よ
っ
て
物
語
に
何
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
は
論
じ
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
特
に
「
彼
」
と
激
し
く
衝
突
す
る
人
物
に
、「
彼
」
の
息
子
、

通
り
す
が
り
の
男
、「
彼
」
の
会
社
の
同
僚
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
三
者

と
の
関
係
性
や
、「
彼
」
が
三
者
に
対
し
て
取
る
態
度
か
ら
、「
虚
人
た
ち
」

の
中
で
、
属
す
る
虚
構
世
界
の
異
な
る
人
物
が
多
様
に
描
か
れ
る
意
義
を

考
証
し
て
い
く
。

　

本
章
で
は
、「
彼
」
と
息
子
と
の
関
係
を
見
る
。「
彼
」
と
息
子
と
は
、

物
語
の
主
軸
で
あ
る
誘
拐
さ
れ
た
妻
と
娘
（
息
子
に
と
っ
て
の
母
と
妹
）

の
救
出
に
対
す
る
態
度
で
不
和
が
生
じ
る
。
例
え
ば
、「
彼
」
が
息
子
に

妻
と
娘
の
捜
索
へ
の
協
力
を
求
め
た
時
、息
子
は
次
の
よ
う
に
言
い
放
つ
。

　
　

こ
れ
は
お
父
さ
ん
の
事
件
な
ん
だ
。
責
任
逃
れ
で
言
っ
て
る
ん
じ
ゃ
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な
く
て
実
際
そ
の
通
り
な
ん
だ
も
の
な
。
一
緒
に
来
て
く
れ
っ
て
い

う
け
ど
ぼ
く
が
お
母
さ
ん
や
弓
子
を
捜
そ
う
と
す
る
の
を
お
父
さ
ん

が
手
伝
っ
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ
な
く
お
父
さ
ん
を
ぼ
く
が
手
伝
う
ん
だ

か
ら
ね
。（
中
略
）学
校
の
事
件
に
な
ら
ぼ
く
は
責
任
を
持
っ
て
い
る
。

事
件
の
最
初
か
ら
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
ん
だ
し
ぼ
く
が
い
な
け
れ

ば
起
ら
な
い
筈
の
事
件
だ
っ
た
ん
だ
か
ら
ね
。
お
父
さ
ん
の
方
に
し

た
っ
て
同
じ
こ
と
だ
ろ
う
。
お
父
さ
ん
が
い
た
か
ら
こ
そ
起
り
得
た

事
件
じ
ゃ
な
い
の
か
い
。

　

こ
こ
で
は
明
確
に
、「
彼
」
と
息
子
と
の
間
で
生
き
て
い
る
世
界
の
異

な
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。「
彼
」
の
妻
と
娘
を
捜
索
す
る
こ
と
は
、
あ
く

ま
で
「
彼
」
が
主
人
公
と
な
る
「
虚
人
た
ち
」
の
世
界
で
の
出
来
事
な
の

で
あ
る
。
息
子
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
母
と
妹
に
あ
た
る
人
物
で
あ
っ
て

も
、
自
ら
の
属
す
る
世
界
と
は
何
の
関
係
も
な
い
、
余
計
な
事
件
に
巻
き

込
ま
れ
る
と
い
う
認
識
に
な
る
。
息
子
は
、
自
ら
が
関
わ
る
「
学
校
の
事

件
」
を
優
先
し
よ
う
と
し
て
お
り
、「
学
校
の
事
件
」
が
存
在
す
る
息
子

自
身
の
虚
構
世
界
か
ら
、「
虚
人
た
ち
」
の
事
件
の
解
決
に
無
理
や
り
協

力
さ
せ
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、「
彼
」
と
息
子
の
対
立
は
、
物
語
の
叙
述
に
も
及
ぶ
。
既
述

の
通
り
、「
彼
」
は
自
ら
の
描
写
に
よ
っ
て
「
虚
人
た
ち
」
の
物
語
が
進

行
す
る
こ
と
を
自
覚
し
、
原
稿
用
紙
一
枚
で
一
分
間
が
経
過
す
る
と
い
う

物
語
時
間
を
進
め
る
た
め
、
何
事
に
対
し
て
も
綿
密
な
描
写
を
行
う
。
そ

れ
に
対
し
て
息
子
は
、
妻
と
娘
の
捜
索
を
最
優
先
す
る
た
め
、
時
間
を
経

過
さ
せ
る
た
め
だ
け
の
、
事
件
の
解
決
に
何
の
連
関
も
な
い
内
容
を
描
出

す
る
こ
と
に
苛
立
ち
を
隠
せ
な
い
。
こ
の
苛
立
ち
は
、作
品
の
「
日
常
性
」

の
捉
え
方
に
も
向
け
ら
れ
る
。「
彼
」
は
時
間
を
省
略
で
き
な
い
こ
と
も

関
係
し
、
妻
と
娘
の
捜
索
中
で
あ
っ
て
も
、
空
腹
を
感
じ
れ
ば
レ
ス
ト
ラ

ン
で
食
事
を
取
り
、
眠
気
を
催
せ
ば
捜
索
を
中
断
し
て
睡
眠
を
取
る
。
し

か
し
息
子
は
、こ
れ
ら
の
行
動
も
妻
と
娘
の
救
出
に
繋
が
ら
な
い
と
し
て
、

「
彼
」
へ
の
不
満
を
募
ら
せ
て
い
く
。
そ
の
様
子
を
「
彼
」
は
次
の
よ
う

に
把
捉
す
る
。

　
　

父
親
が
寝
る
と
言
い
出
す
で
あ
ろ
う
と
自
分
が
予
想
し
て
い
た
こ
と

を
息
子
は
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
そ
れ
は
息
子
に
と
っ
て
も
彼
に

と
っ
て
と
同
様
当
然
の
成
り
行
き
で
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
大
き
く

異
る
点
は
息
子
が
彼
の
よ
う
に
眠
く
な
れ
ば
眠
る
べ
き
だ
と
考
え
て

は
い
ず
そ
も
そ
も
眠
く
な
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ

に
あ
る
。
眠
く
な
る
な
ど
と
い
う
日
常
性
に
考
え
も
及
ん
で
い
な

か
っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い（

1（
（

。
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こ
こ
で
の
息
子
は
、「
彼
」の
言
動
を
否
定
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。

つ
ま
り
、
本
作
品
に
お
け
る
息
子
の
役
割
は
、「
虚
人
た
ち
」
の
特
徴
的

な
描
写
を
強
調
さ
せ
る
た
め
に
、
自
身
の
属
す
る
虚
構
世
界
か
ら
、「
彼
」

の
描
写
に
対
す
る
反
発
を
示
す
こ
と
だ
と
言
え
よ
う（

11
（

。

そ
し
て
、「
彼
」
は
息
子
と
の
衝
突
を
通
し
て
、
次
の
よ
う
な
思
考
に

至
る
。

　
　

今
ま
で
の
い
き
さ
つ
か
ら
推
測
す
れ
ば
も
し
か
す
る
と
現
実
と
の
乖

離
そ
し
て
自
立
の
可
能
性
を
試
み
る
こ
と
こ
そ
自
分
に
あ
た
え
ら
れ

た
使
命
か
も
し
れ
な
い
と
彼
は
思
い
は
じ
め
て
い
る
の
だ
。
だ
が
息

子
は
ど
う
な
の
か
。
息
子
が
彼
と
同
じ
意
味
で
自
立
を
主
張
し
て
い

る
の
で
は
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
だ
し
息
子
が
現
実
と
の
乖
離
を
望

ん
だ
り
す
る
筈
も
な
い
と
彼
は
思
う
。
息
子
は
や
は
り
あ
く
ま
で
自

分
の
世
界
が
現
実
の
世
界
と
の
同
一
類
概
念
に
包
摂
さ
れ
た
ま
ま
の

世
界
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
筈
だ
。

　

こ
こ
で
、「
彼
」
が
自
覚
し
た
「
現
実
と
の
乖
離
そ
し
て
自
立
の
可
能

性
を
試
み
る
」
と
い
う
目
的
は
、
筒
井
が
エ
ッ
セ
イ
で
述
べ
た
「
虚
構
内

存
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
」
し
、「
新
し
い
虚
構
の
形
式
」
や
「
虚
構
の

中
で
し
か
表
現
で
き
な
い
」
も
の
を
発
見
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
と
同
義

で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
場
面
は
、「
彼
」
と
息
子
が
互
い
の
虚
構
世
界
を

批
評
し
合
う
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
構
図
が
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
構

図
が
原
因
で
、
息
子
と
の
衝
突
が
起
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、物
語
の
進
行
に
対
す
る
態
度
で「
ぶ
つ
か
り
合
」う「
彼
」

と
息
子
と
の
関
係
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
虚
構
世
界
の
認
識
の
差
異
が
示
さ

れ
る
だ
け
で
な
く
、「
現
実
と
の
乖
離
そ
し
て
自
立
の
可
能
性
を
試
み
る
」

と
い
う
「
彼
」
の
目
的
も
明
示
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
目
的
は
、

こ
の
後
の
物
語
の
展
開
に
お
い
て
、ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

三
、「
虚
人
た
ち
」
の
独
自
性
へ
の
葛
藤

　

次
に
、「
彼
」
と
通
り
す
が
り
の
男
と
の
関
係
性
を
見
る
。
通
り
す
が

り
の
男
は
、「
彼
」
の
息
子
が
物
語
世
界
か
ら
逃
走
し
た
後
に
登
場
す
る

人
物
で
、「
彼
」を
車
に
乗
せ
て
、妻
と
娘
の
捜
索
に
協
力
す
る
。
男
と「
彼
」

と
で
は
、
特
に
虚
構
世
界
の
中
で
経
過
す
る
時
間
の
捉
え
方
が
異
な
る
。

「
彼
」
の
世
界
、
す
な
わ
ち
「
虚
人
た
ち
」
の
世
界
で
は
、
既
述
の
通
り

経
過
す
る
時
間
が
一
切
省
略
さ
れ
な
い
の
に
対
し
、
男
の
世
界
で
は
そ
の

よ
う
な
こ
と
が
な
い
。
そ
の
違
い
を
「
彼
」
は
こ
の
よ
う
に
悟
る
。

　
　

も
と
も
と
厳
密
な
意
味
で
は
現
実
の
時
間
だ
っ
て
均
質
性
や
恒
常
性
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を
持
っ
て
は
い
な
い
。（
中
略
）
し
か
し
彼
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
実
験
的
に
で
き
る
だ
け
物
理
的
時
間
へ
近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
。

一
方
そ
れ
と
は
逆
に
彼
は
直
線
的
な
ク
ロ
ノ
ス
的
時
間

（
11
（

を
時
お
り
完

全
に
無
視
し
て
い
る
。こ
の
男
は
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
と
彼
は
思
う
。

時
間
の
省
略
な
ど
と
い
う
言
葉
を
こ
と
さ
ら
持
ち
出
す
の
は
直
線
的

ク
ロ
ノ
ス
的
時
間
を
信
じ
て
い
る
か
又
は
信
じ
て
い
な
い
ま
で
も
こ

だ
わ
っ
て
い
る
か
ら
に
違
い
な
い
筈
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

「
彼
」
は
「
物
理
的
時
間
」
に
近
づ
い
た
、時
間
の
「
均
質
性
や
恒
常
性
」

を
持
つ
た
め
に
精
密
描
写
を
す
る
が
、
男
は
そ
の
時
間
の
特
性
を
「
ま
っ

た
く
無
視
し
」、何
も
言
動
を
し
な
く
と
も
自
然
と
時
間
が
経
過
す
る
「
直

線
的
な
ク
ロ
ノ
ス
的
時
間
」
を
生
き
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
物
語
の
進
展

に
連
関
が
な
い
場
面
は
、
男
の
世
界
で
は
描
写
し
な
く
て
よ
い
。
そ
し
て

「
彼
」
は
、
そ
の
よ
う
な
男
の
世
界
に
お
け
る
時
間
の
性
質
に
「
羨
望
を

感
じ
」
つ
つ
も
、「
虚
人
た
ち
」
の
時
間
と
、
男
の
時
間
と
の
差
異
を
分

析
し
、「
で
き
る
だ
け
物
理
的
時
間
へ
近
づ
こ
う
と
」
す
る
「
虚
人
た
ち
」

の
世
界
を
理
解
し
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
差
異
が
認
識
さ
れ
る
、「
彼
」
と
通
り
す
が
り
の
男
と
の

関
わ
り
合
い
に
お
い
て
重
要
な
点
は
、「
彼
」
が
物
語
内
の
人
物
で
あ
り

な
が
ら
、「
虚
人
た
ち
」
の
世
界
の
独
自
性
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
べ
き

か
を
思
量
し
、
特
質
の
異
な
る
虚
構
世
界
と
接
点
を
持
つ
こ
と
の
面
白
さ

を
明
示
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。
例
え
ば
、「
彼
」は
自
ら
が
属
す
る「
虚

人
た
ち
」
の
世
界
と
現
実
世
界
と
の
違
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
思
索

す
る
。

　
　

彼
は
ま
た
自
分
が
自
分
独
自
の
明
確
な
世
界
を
他
か
ら
区
別
し
よ
う

と
す
る
行
為
そ
の
も
の
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
現
実
に
近
づ
き
つ
つ

あ
る
こ
と
を
知
っ
て
う
ろ
た
え
る
。
現
実
に
お
い
て
も
ま
た
他
人
の

事
件
に
知
ら
ず
し
ら
ず
捲
き
こ
ま
れ
い
つ
の
間
に
か
自
分
を
見
失
っ

て
い
る
場
合
が
多
い
か
ら
こ
そ
た
い
て
い
の
人
間
が
そ
れ
を
避
け
よ

う
と
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
も
し
か
す
る
と
そ
う
い
う
こ
と
を

避
け
よ
う
と
す
る
こ
と
を
こ
そ
彼
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
。
他
人
の
事
件
で
あ
っ
て
も
起
っ
た
こ
と
は
起
っ
た
こ
と

と
し
て
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い

か
。
し
か
し
そ
う
い
う
処
世
観
を
持
っ
た
人
物
さ
え
や
は
り
現
実
に

は
い
る
。

「
彼
」
は
こ
の
時
点
で
、現
実
世
界
と
も
、男
が
生
き
る
虚
構
世
界
と
も
、

「
虚
人
た
ち
」
の
世
界
が
異
な
る
こ
と
を
認
知
し
て
お
り
、「
自
分
独
自
の

明
確
な
世
界
を
他
か
ら
区
別
し
よ
う
と
す
る
」。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
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考
え
て
も
、「
虚
人
た
ち
」
の
目
的
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
「
現
実
と

の
乖
離
」
や
「
自
立
の
可
能
性
」
を
表
現
す
る
に
は
至
ら
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
む
し
ろ
現
実
世
界
に
近
づ
い
て
し
ま
う
こ
と
に
気
づ
き
、「
彼
」

は
途
方
に
暮
れ
る
。
確
か
に
、「
彼
」
が
思
案
す
る
よ
う
に
、
現
実
世
界

に
お
い
て
も
様
々
な
価
値
観
を
も
と
に
自
身
の
言
動
を
選
択
す
る
人
物
が

存
在
す
る
以
上
、
現
実
か
ら
完
全
に
乖
離
し
た
虚
構
世
界
特
有
の
人
物
を

描
く
こ
と
は
不
可
能
と
言
え
よ
う
。
だ
が
、
こ
の
場
面
は
、「
虚
人
た
ち
」

の
独
自
性
を
主
張
で
き
な
い
と
い
う
葛
藤
を
物
語
内
の
主
人
公
が
抱
え
、

そ
の
葛
藤
か
ら
超
克
し
よ
う
と
試
み
た
り
、
作
中
人
物
の
側
か
ら
「
虚
人

た
ち
」
の
世
界
を
特
殊
な
も
の
へ
と
導
こ
う
と
す
る
た
め
に
自
身
の
虚
構

世
界
を
内
省
し
た
り
す
る
と
い
う
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
そ
な
え
て

い
る
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
彼
」
は
、異
な
る
虚
構
世
界
に
属
す
る
他
者
が
「
虚
人
た
ち
」

の
世
界
に
関
与
す
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
印
象
的
な
示
唆
を

も
た
ら
す
。

　
　

た
い
て
い
の
人
物
は
自
分
と
は
違
っ
た
役
柄
役
割
を
羨
む
こ
と
が
あ

る
。
だ
が
実
際
に
役
柄
役
割
を
変
更
さ
せ
ら
れ
そ
う
に
な
る
と
誰
も

が
し
り
込
み
し
た
い
気
に
襲
わ
れ
る
こ
と
も
彼
は
知
っ
て
い
る
。（
中

略
）
私
小
説
的
環
境
に
い
た
人
物
が
冒
険
小
説
世
界
に
と
び
こ
む
こ

と
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
無
理
が
伴
う
。
ま
さ
に
そ
う
し
た
こ
と
こ
そ
面

白
さ
を
生
み
出
す
場
合
の
重
要
な
一
手
法
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
そ

れ
は
環
境
に
と
っ
て
は
そ
の
世
界
が
否
定
さ
れ
各
人
物
に
と
っ
て
は

自
己
の
存
在
そ
の
も
の
が
攻
撃
を
受
け
か
ね
な
い
と
い
う
の
で
互
い

に
避
け
あ
う
の
だ
が
彼
は
無
責
任
に
も
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
て
あ
っ

て
当
然
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
「
彼
」
は
、「
虚
人
た
ち
」
の
世
界
と
は
異
な
る
虚
構
世
界
を

背
負
っ
た
人
物
が
作
中
に
登
場
す
る
の
は
、
そ
の
中
で
「
自
分
と
は
違
っ

た
役
割
役
柄
」
に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
に
「
面
白
さ
」
が
生

み
出
さ
れ
る
か
ら
だ
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
面
白
さ
」
は
、
そ

の
人
物
が
元
来
属
し
て
い
る
世
界
や
自
身
の
価
値
観
が
否
定
さ
れ
る
こ
と

に
も
な
り
、
容
易
に
は
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
も
同
時
に
指
摘
し
て
い
る
。

事
実
、「
彼
」
と
通
り
す
が
り
の
男
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、「
彼
」
の
視

点
か
ら
そ
の
隔
た
り
が
示
さ
れ
る
だ
け
に
留
ま
り
、
両
者
と
も
に
「
自
分

と
は
違
っ
た
役
割
役
柄
」
へ
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
こ
の

よ
う
な
主
張
が
物
語
内
の
人
物
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
点
は
注
目
に
値
す

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、通
り
す
が
り
の
男
の
世
界
は
、「
彼
」
の
息
子
と
同
様
に
、

「
虚
人
た
ち
」
の
世
界
の
性
質
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
通
り
す
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が
り
の
男
独
自
の
虚
構
世
界
が
描
き
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
価
値
観
に

「
彼
」
が
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
彼
」
は
異
な
る
虚
構
世
界
に
属
す
る
人

物
が
「
虚
人
た
ち
」
に
登
場
す
る
意
義
を
考
え
る
。
そ
し
て
、「
虚
人
た
ち
」

と
は
異
な
る
虚
構
世
界
を
迎
合
す
る
た
め
に
、
自
己
の
役
割
を
考
え
て
い

く
こ
と
こ
そ
、「
虚
人
た
ち
」
の
世
界
に
お
け
る
「
面
白
さ
」
だ
と
「
彼
」

は
気
づ
き
、
物
語
の
中
で
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
虚
人
た
ち
」
の
完

成
を
目
指
す
「
彼
」
と
、
自
分
独
自
の
虚
構
世
界
を
背
負
う
登
場
人
物
の

双
方
が
、
互
い
に
ぶ
つ
か
り
合
い
、
批
判
し
合
い
な
が
ら
、「
虚
人
た
ち
」

を
よ
り
高
次
な
も
の
に
す
る
と
い
う
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が
十
分
に

発
揮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
虚
構
世
界
の
自
覚
か
ら
生
ま
れ
る
主
張

　

最
後
に
、「
彼
」
と
会
社
の
同
僚
と
の
関
係
性
を
見
る
。
作
中
に
お
け

る
最
後
の
対
立
で
あ
り
、
最
も
激
し
く
口
論
を
交
わ
す
場
面
で
あ
る
。
同

僚
は
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
役
割
で
「
虚
人
た
ち
」
に
登
場
し
て
い
る
の

か
を
、
自
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
様
子
は
、
登
場
時
の
次
の

セ
リ
フ
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
持
つ
。

　
　

木
村
君
（
引
用
者
注
、「
彼
」）
を
失
脚
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
人

物
だ
と
想
像
で
き
る
ん
で
す
よ
。
つ
ま
り
こ
の
局
面
に
お
け
る
こ
の

私
と
い
う
人
間
が
ね
。
だ
け
ど
本
当
の
と
こ
ろ
は
ど
う
す
れ
ば
い
い

の
か
よ
く
わ
か
ら
ん
の
で
す
。
そ
も
そ
も
木
村
君
は
あ
そ
こ
に
い
ま

す
。
わ
た
し
は
こ
こ
に
い
る
。
わ
た
し
が
木
村
君
の
い
る
前
で
今
の

よ
う
な
こ
と
を
言
う
わ
け
が
な
い
。
現
実
に
は
ね
。
し
か
し
言
っ
て

お
か
な
い
こ
と
に
は
私
は
自
分
が
ど
う
い
う
人
間
で
あ
る
か
を
表
現

し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。

　

続
け
て
同
僚
は
、「
彼
」
が
「
虚
人
た
ち
」
の
中
で
関
わ
る
、
妻
と
娘

が
誘
拐
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
、自
身
の
立
場
を
主
張
す
る
。同
僚
は
、「
君

の
家
族
の
身
の
上
に
起
っ
て
い
る
事
件
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
何
ひ
と
つ

知
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
」
お
り
、「
君
の
奥
さ
ん
と
娘
さ
ん
が
別
べ
つ

の
犯
人
に
同
時
に
誘
拐
さ
れ
た
な
ど
と
い
う
非
現
実
的
で
あ
り
な
が
ら
現

実
的
な
調
子
の
い
い
事
件
を
も
し
知
っ
た
と
し
た
ら
困
っ
て
し
ま
う
」
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
同
僚
は
他
の
登
場
人
物
と
同
様
に
、「
虚
人
た
ち
」
と
は

異
な
る
虚
構
世
界
に
属
し
、「
虚
人
た
ち
」
の
世
界
で
は
「
彼
」
の
会
社

の
同
僚
と
い
う
役
柄
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
と
分
か
る
。
そ
し
て
、「
虚
人

た
ち
」
の
物
語
内
容
を
把
握
し
な
が
ら
も
、与
え
ら
れ
た
役
柄
の
中
で
は
、

そ
の
内
容
を
認
知
し
て
い
る
こ
と
を
不
適
切
だ
と
判
断
す
る
。そ
の
た
め
、
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直
接
「
彼
」
に
語
り
掛
け
る
こ
と
で
自
身
の
置
か
れ
た
状
況
を
確
認
し
な

が
ら
、
同
僚
と
い
う
役
柄
の
、
本
作
に
お
け
る
振
る
舞
い
方
を
模
索
し
て

い
く
。
こ
の
性
質
は
、他
の
登
場
人
物
に
は
な
い
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
同
僚
の
態
度
に
対
し
て
、「
彼
」
は
次
の
よ
う
に
怒
り
を
表

明
す
る
。

　
　

無
責
任
な
ん
だ
よ
。
他
人
の
事
件
に
か
か
わ
り
あ
う
時
は
自
分
の
ど

う
い
う
行
為
が
期
待
さ
れ
て
い
る
か
よ
く
調
べ
な
き
ゃ
い
か
ん
。
そ

り
ゃ
ま
あ
早
合
点
早
と
ち
り
が
本
人
の
個
性
で
あ
る
な
ら
し
か
た
が

な
い
よ
。
そ
う
し
た
個
性
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ん
の
だ

か
ら
な
。
し
か
し
そ
の
早
合
点
早
と
ち
り
は
事
件
の
進
展
を
妨
害
し

複
雑
化
さ
せ
る
に
と
ど
め
て
お
い
て
ほ
し
い
も
ん
だ
。
こ
ち
ら
の
主

体
性
が
那
辺
に
あ
る
か
を
自
分
の
判
断
だ
け
で
決
め
つ
け
る
の
は
よ

く
な
い

　

同
僚
に
と
っ
て
「
虚
人
た
ち
」
の
物
語
は
、
特
別
に
重
視
し
な
い
虚
構

世
界
だ
が
、
そ
の
物
語
内
容
に
関
わ
る
か
ら
に
は
、
自
ら
の
役
割
を
適
切

に
把
握
し
、
そ
の
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
「
彼
」
は
主
張
す
る
。

故
に
、「
彼
」
に
語
り
か
け
る
だ
け
で
自
身
の
役
目
を
示
そ
う
と
す
る
同

僚
の
言
動
は
「
無
責
任
」
で
あ
り
、「
彼
」
は
激
怒
す
る
。
こ
の
「
彼
」

の
主
張
に
対
し
て
同
僚
は
反
論
し
、
物
語
に
お
け
る
主
人
公
と
い
う
存
在

を
め
ぐ
っ
て
、次
の
よ
う
な
口
論
を
交
わ
す
。
同
僚
の
セ
リ
フ
に
始
ま
り
、

「
彼
」
の
返
答
が
続
く
。

「（
中
略
）
万
一
こ
の
会
社
が
ぼ
く
の
ひ
の
き
舞
台
で
あ
っ
た
と
し

て
見
な
さ
い
。
君
は
こ
の
舞
台
で
は
端
役
だ
よ
。
そ
の
場
合
ぼ
く
と

部
長
が
こ
の
舞
台
に
お
け
る
最
重
要
人
物
と
し
て
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

の
最
中
に
君
が
出
て
き
て
邪
魔
し
は
じ
め
た
こ
と
に
な
り
ゃ
し
な
い

か
ね
。（
中
略
）」

「
端
役
で
あ
る
か
主
人
公
で
あ
る
か
は
問
題
外
だ
ろ
う
。
現
実
に

端
役
な
ど
と
い
う
人
物
が
存
在
す
る
か
い
君
。
全
員
が
主
人
公
な
ん

だ
。（
中
略
）」

　

こ
の
諍
い
か
ら
同
僚
は
、
虚
構
世
界
に
は
主
人
公
と
端
役
が
存
在
し
、

視
点
の
違
い
に
よ
っ
て
そ
の
関
係
も
変
容
す
る
と
考
え
て
い
る
と
分
か

る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
彼
」
は
、虚
構
世
界
の
中
で
は
「
全
員
が
主
人
公
」

で
あ
る
と
明
言
し
、「
端
役
」
と
い
う
存
在
を
否
定
す
る
。
つ
ま
り
「
彼
」

は
、
登
場
人
物
の
「
全
員
が
主
人
公
」
だ
と
認
め
た
う
え
で
、
存
在
す
る

世
界
の
状
況
に
合
わ
せ
て
自
ら
の
役
回
り
を
判
断
す
る
こ
と
が
、
虚
構
世

界
に
お
け
る
登
場
人
物
の
責
務
で
あ
り
、
自
ら
の
属
す
る
世
界
と
は
異
な
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る
虚
構
世
界
と
の
適
切
な
関
係
性
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
虚

人
た
ち
」
の
世
界
の
確
立
を
目
指
す
「
彼
」
と
、
独
自
の
虚
構
世
界
を
持

つ
登
場
人
物
は
、
あ
く
ま
で
対
等
の
立
場
で
責
任
を
自
覚
し
、
互
い
に
批

評
し
合
い
な
が
ら
、「
虚
人
た
ち
」
と
い
う
物
語
世
界
を
高
め
よ
う
と
す

る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が
示
さ
れ
る
の
だ
。

　

そ
し
て
「
彼
」
は
、
同
僚
と
激
し
く
口
論
を
交
わ
し
た
後
、
次
の
よ
う

な
思
考
に
至
る
。
そ
の
思
考
は
、
同
僚
と
関
わ
る
以
前
に
も
、「
彼
」
の

息
子
や
通
り
す
が
り
の
男
と
「
虚
人
た
ち
」
の
世
界
に
お
け
る
自
ら
の
立

場
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
た
こ
と
も
関
係
し
て
く
る
。

　
　

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
物
の
混
入
や
多
く
の
別
ジ
ャ
ン
ル
の
世
界
の
流

入
を
凝
視
す
る
こ
と
も
自
分
の
務
め
で
は
な
い
か
と
彼
は
想
像
す

る
。
そ
う
し
た
異
質
な
も
の
を
こ
の
世
界
へ
ど
の
程
度
違
和
感
な

し
に
組
み
込
め
る
か
が
自
分
に
要
求
さ
れ
て
い
る
技
術
で
は
な
い
の

か
。

　

こ
こ
で
「
彼
」
は
、「
彼
」
に
対
し
て
激
し
く
反
発
す
る
同
僚
を
排
除

す
る
の
で
は
な
く
、
同
僚
の
世
界
を
「
虚
人
た
ち
」
の
世
界
に
組
み
込
む

こ
と
が
、
自
ら
の
役
割
だ
と
理
解
す
る
。
こ
の
姿
勢
は
息
子
や
通
り
す
が

り
の
男
と
関
わ
っ
た
時
に
も
実
践
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、「
虚
人
た
ち
」

に
虚
構
世
界
の
独
自
性
を
構
築
す
る
上
で
重
要
な
も
の
と
な
る
。つ
ま
り
、

自
ら
の
属
す
る
世
界
の
中
だ
け
で
物
語
を
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、
他
の

虚
構
世
界
を
否
定
せ
ず
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
虚
人
た
ち
」
の

世
界
を
よ
り
完
成
度
の
高
い
特
殊
な
も
の
に
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、「
虚

人
た
ち
」
の
主
人
公
で
あ
る
「
彼
」
は
、
物
語
の
中
で
現
実
世
界
と
も
他

の
世
界
と
も
異
な
る
「
虚
人
た
ち
」
と
い
う
固
有
の
虚
構
世
界
に
存
在
す

る
こ
と
を
自
覚
し
、
自
ら
の
言
動
で
物
語
を
展
開
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、

「
虚
人
た
ち
」
の
世
界
の
独
自
性
を
も
表
現
し
よ
う
と
し
た
人
物
な
の
で

あ
る
。

ま
た
「
彼
」
の
こ
の
自
覚
は
、
現
実
世
界
を
理
解
し
て
お
り
、
現
実
世

界
の
側
か
ら
虚
構
世
界
を
生
み
出
す
、
作
者
の
存
在
も
認
識
し
て
い
る
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
証
拠
に
「
彼
」
は
、
同
僚
と
口
論
を
し
て
い

る
際
に
次
の
よ
う
な
セ
リ
フ
を
述
べ
る
。

　
　

現
実
同
様
こ
こ
に
も
ま
た
不
可
知
論
は
存
在
す
る
の
で
す
。
わ
れ
わ

れ
の
言
動
の
何
が
重
要
で
何
が
重
要
で
な
い
か
は
わ
れ
わ
れ
に
は
一

概
に
決
定
で
き
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
私
た
ち
の
言

動
の
本
質
は
私
た
ち
の
認
識
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
る
主
張

が
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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こ
こ
で
「
彼
」
が
「
わ
れ
わ
れ
」
や
「
私
た
ち
」
と
い
っ
た
一
人
称
複

数
を
主
語
に
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。「
彼
」
の
言
う
「
わ
れ
わ
れ
」

や
「
私
た
ち
」
は
、「
虚
人
た
ち
」
に
登
場
す
る
虚
構
世
界
を
自
覚
し
た

人
物
全
員
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
私
た
ち
の
言
動
の
本
質
は
私
た

0

0

ち
の
認
識
を
超
え
た
と
こ
ろ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、「
彼
」

ら
の
「
言
動
の
本
質
」
は
、「
虚
人
た
ち
」
と
い
う
虚
構
世
界
の
内
部
に

は
な
く
、「
虚
人
た
ち
」
が
虚
構
世
界
だ
と
提
示
さ
れ
る
現
実
世
界
に
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
現
実
世
界
か
ら
「
虚
人
た
ち
」
の
世
界
を
考
察
す

る
と
い
う
視
点
は
、
虚
構
世
界
に
存
在
す
る
「
彼
」
ら
に
は
把
握
で
き
な

い
次
元
に
あ
る
。
ま
た
、「
彼
」
ら
が
互
い
の
虚
構
世
界
を
批
難
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「
虚
人
た
ち
」
の
物
語
が
、
誰
も
予
測
の
で
き
な
い
高
次

な
も
の
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
も
暗
示
さ
れ
る
。

　

加
え
て
、
作
品
末
尾
で
は
、
誘
拐
さ
れ
た
妻
と
娘
を
捜
索
し
救
出
す
る

と
い
う
物
語
の
本
筋
は
達
成
さ
れ
ず
、
両
者
と
も
に
殺
害
さ
れ
る
。
そ
れ

が
原
因
で
「
彼
」
は
自
身
の
存
在
意
義
を
見
失
う
。
そ
の
様
子
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

　
　

今
か
ら
行
動
し
て
も
無
意
味
な
こ
と
ば
か
り
だ
が
も
と
も
と
彼
の
行

動
し
て
き
た
こ
と
の
す
べ
て
が
無
意
味
な
こ
と
ば
か
り
で
は
な
か
っ

た
と
い
え
る
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
彼
に
は
す
べ
て
無
意
味
で
あ
っ
た

と
し
か
答
え
よ
う
が
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
彼
が
そ
う
思
う
だ
け
だ
。

　

し
か
し
、「
彼
」
の
存
在
が
「
無
意
味
」
だ
っ
た
と
い
う
認
識
は
「
彼0

が0

そ
う
思
う
だ
け
」
で
あ
り
、「
彼
」
の
認
識
を
超
え
た
と
こ
ろ
、
す
な

わ
ち
現
実
世
界
か
ら
「
虚
人
た
ち
」
に
お
け
る
「
彼
」
の
言
動
を
考
究
す

れ
ば
、
決
し
て
「
無
意
味
」
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
。「
虚
人
た
ち
」
の

中
で
、
虚
構
世
界
を
自
覚
し
た
登
場
人
物
同
士
が
会
話
し
、
そ
の
様
相
が

描
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
虚
構
世
界
か
ら
虚
構
世
界
に
対
す
る
認
識
が

提
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
彼
」
が
物
語
の
中
で
他
の

登
場
人
物
と
関
わ
る
過
程
に
重
要
性
が
認
め
ら
れ
、
作
中
人
物
の
視
点
か

ら
虚
構
世
界
に
存
在
す
る
登
場
人
物
の
意
義
が
表
さ
れ
る
点
に
、
本
作
品

の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
登
場
人
物
が
虚
構
世
界

に
存
在
す
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が
生
き
て

く
る
。お

わ
り
に

本
稿
で
は
、
筒
井
が
目
指
し
た
小
説
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
に
よ
っ

て
「
虚
人
た
ち
」
に
ど
の
よ
う
な
主
題
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
、
物
語
内
に
お
い
て
虚
構
世
界
を
自
覚
し
た
登
場
人
物
同
士
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が
関
わ
り
合
う
こ
と
で
生
ま
れ
る
主
人
公
「
彼
」
の
思
考
を
分
析
し
て
き

た
。虚

構
世
界
に
存
在
す
る
こ
と
を
自
覚
す
る
と
い
う
登
場
人
物
の
性
質

は
、
筒
井
が
小
説
の
新
し
い
表
現
技
法
と
し
て
理
論
に
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。「
虚
人
た
ち
」の
構
想
の
も
と
と
な
っ
た「
虚
構
と
現
実
」を
は
じ
め
、

複
数
の
エ
ッ
セ
イ
で
何
度
も
述
べ
る
こ
と
か
ら
、
筒
井
が
重
視
し
て
い
た

着
想
で
あ
る
と
分
か
る
。
こ
の
着
想
を
実
践
す
る
こ
と
で
、
現
実
と
は
異

な
る
虚
構
の
中
で
し
か
表
現
で
き
な
い
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が
表
れ
る

の
で
あ
り
、「
新
し
い
虚
構
の
形
式
の
発
見
」
に
至
る
。
特
に
、「
虚
人
た

ち
」
に
お
い
て
は
、
以
下
の
三
点
が
作
品
世
界
に
も
た
ら
さ
れ
た
。

第
一
に
、「
彼
」
が
「
現
実
と
の
乖
離
」
と
「
自
立
の
可
能
性
を
試
み

る
こ
と
」
を
目
指
し
た
こ
と
で
あ
る
。「
彼
」
が
背
負
う
虚
構
世
界
、
す

な
わ
ち
「
虚
人
た
ち
」
の
世
界
は
、
他
の
登
場
人
物
が
属
し
て
い
る
虚
構

世
界
と
は
性
質
の
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
登
場
人
物
は
そ
の
事
実
を
自
覚

し
て
い
た
。
第
二
に
、「
虚
人
た
ち
」
の
独
自
性
を
容
易
に
主
張
で
き
な

い
と
い
う
葛
藤
を
物
語
内
の
主
人
公
が
抱
え
、
そ
の
葛
藤
を
打
破
し
よ
う

と
「
彼
」
が
様
々
に
思
索
し
た
こ
と
で
あ
る
。「
彼
」
は
、
作
中
人
物
同

士
が
互
い
の
虚
構
世
界
を
批
判
し
合
う
こ
と
で
、「
虚
人
た
ち
」
の
世
界

を
よ
り
高
次
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
。
第
三
に
、「
虚
人
た
ち
」
の
独

自
性
を
示
す
た
め
に
、「
彼
」
は
「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
物
の
混
入
や
多

く
の
別
ジ
ャ
ン
ル
の
世
界
の
流
入
」
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
各
々
の
虚

構
世
界
を
背
負
う
登
場
人
物
は
、
あ
く
ま
で
対
等
の
立
場
で
そ
の
責
任
を

自
覚
し
、
互
い
の
世
界
を
批
評
し
合
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
三
点
は
全
て
、
現
実
世
界
や
「
虚
人
た
ち
」
の
世
界
と
は
異

な
る
虚
構
世
界
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
登
場
人
物
と
、「
虚
人

た
ち
」
の
主
人
公
で
あ
り
、物
語
の
進
行
を
司
る
こ
と
を
自
覚
し
た
「
彼
」

と
が
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
で
生
じ
た
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
本
作
品
は
、
登
場
人
物
同
士
の
ぶ
つ
か
り
合
い
か
ら
「
虚
人

た
ち
」
と
い
う
虚
構
世
界
を
よ
り
完
成
度
の
高
い
特
殊
な
も
の
に
し
よ
う

と
す
る
、
主
人
公
「
彼
」
の
画
策
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
言
動
や
思
考

を
現
実
世
界
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、物
語
が
展
開
し
て
い
く
上
で
、

作
品
に
通
底
す
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
。

〔
注
〕

（
1
）　

筒
井
康
隆
「
浸
透
―
―
ふ
た
た
び
Ｓ
Ｆ
の
問
題
」（『
Ｓ
Ｆ
ア
ド
ベ

ン
チ
ャ
ー
』
第
一
〇
号
、
一
九
八
〇
年
九
月
）

（
2
）　
『
世
界
文
学
大
事
典
』
編
集
委
員
会
編
『
集
英
社 

世
界
文
学
大
事

典
5
』、
集
英
社
、
一
九
九
七
年
一
〇
月

（
3
）　

三
浦
雅
士
「
筒
井
康
隆
と
個
人
主
義
の
逆
説
―
―
『
虚
人
た
ち
』



202

を
読
む
」（『
海
』
第
一
三
巻
第
八
号
、
一
九
八
一
年
八
月
）

（
4
）　

三
浦
雅
士
「
小
説
形
式
へ
の
根
源
的
な
挑
戦
：
筒
井
康
隆
著
『
虚

人
た
ち
』」（『
波
』
第
一
五
巻
第
六
号
、
一
九
八
一
年
六
月
）

（
5
）　

奥
野
健
男
「〝
空
間
〟
の
革
命
的
抒
情
詩
人
」（『
国
文
学
：
解
釈

と
教
材
の
研
究
』
第
二
六
巻
第
一
一
号
、
一
九
八
一
年
八
月
）

（
6
）　

井
口
時
男
「「
実
験
」
す
る
少
女
、
ま
た
は
メ
タ
・
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
の
「
私
」
―
―
静
岡
母
親
毒
殺
未
遂
事
件
」（
井
口
時
男
『
少

年
殺
人
者
考
』、
講
談
社
、
二
〇
一
一
年
四
月
）

（
7
）　

佐
々
木
敦
「
パ
ラ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
序
説
：
第
3
回
『
虚
人
た

ち
』
再
読
（
そ
の
1
）」（『
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
』
第
五
三
巻
第
八
号
、

二
〇
一
二
年
八
月
）

（
8
）　

佐
々
木
敦
「
パ
ラ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
序
説
：
第
4
回
『
虚
人
た

ち
』
再
読
（
そ
の
2
）」（『
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
』
第
五
三
巻
第
九
号
、

二
〇
一
二
年
九
月
）

（
9
）　

筒
井
康
隆
、日
下
三
蔵
「
筒
井
康
隆
自
作
を
語
る
（
第
5
回
）『
虚

人
た
ち
』『
虚
航
船
団
』
の
時
代
（
前
篇
）」（『
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
』
第

五
九
巻
第
一
号
、
二
〇
一
八
年
二
月
）

（
10
）　

筒
井
康
隆
「
知
の
産
業
―
―
あ
る
編
集
者
」（『
Ｓ
Ｆ
ア
ド
ベ
ン

チ
ャ
ー
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九
八
〇
年
六
月
）

（
11
）　

佐
々
木
敦
「
超
虚
構
の
時
代
：『
虚
人
た
ち
』（1928

年
）
か
ら

『
文
学
部
唯
野
教
授
』（1990

年
）
へ
」（
佐
々
木
敦
『
筒
井
康
隆
入
門
』、

星
海
社
、
二
〇
一
七
年
九
月
）

（
12
）　

筒
井
康
隆
「
虚
構
と
現
実
」（『
野
性
時
代
』
第
六
巻
第
三
号
、

一
九
七
九
年
三
月
）

（
13
）　

筒
井
康
隆
、
松
田
修
「
対
談
：
綺
想
多
面
体
の
解
晶
」（『
国
文
学
：

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
二
六
巻
第
一
一
号
、
一
九
八
一
年
八
月
）

（
14
）　

筒
井
康
隆
「「
虚
人
た
ち
」
に
つ
い
て
」（
筒
井
康
隆
『
着
想
の
技

術
』、
新
潮
社
、
一
九
八
三
年
一
月
）

（
15
）　

筒
井
康
隆
「
超
虚
構
性
か
ら
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
」（
筒

井
康
隆
編
『
方
法
の
冒
険
：
21
世
紀
文
学
の
創
造
』、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
一
年
一
二
月
）
に
お
い
て
、「
主
人
公
と
か
脇
役
と
か
い
っ
た

現
実
無
視
の
設
定
を
さ
れ
て
い
る
作
中
人
物
た
ち
が
、
自
ら
を
虚
構
の

存
在
と
自
覚
し
て
い
な
い
わ
け
は
な
」
く
、「
虚
構
に
お
け
る
「
主
人

公
」「
脇
役
」
の
概
念
は
な
く
、
そ
こ
で
描
か
れ
る
の
は
自
ら
を
主
人

公
で
あ
る
と
疑
わ
な
い
者
し
か
存
在
し
な
い
虚
構
世
界
の
混
乱
状
態
で

あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
16
）　

井
上
ひ
さ
し
「
文
芸
時
評
〈
下
〉」（『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
一
年

四
月
二
五
日
夕
刊
）

（
17
）　

前
掲
（
13
）

（
18
）　

山
下
洋
輔
、
筒
井
康
隆
「
ジ
ャ
ズ
・
文
学
・
80
年
代
」（『
カ
イ
エ
』
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第
三
巻
第
一
号
、一
九
八
〇
年
二
月
）
や
、松
本
忠
夫
、筒
井
康
隆
「
筒

井
康
隆
さ
ん
と
一
時
間
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
八
一
年
一
一
月
一
〇
日
）

等
で
筒
井
が
直
接
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
19
）　

平
石
滋
「『
虚
人
た
ち
』
に
お
け
る
新
技
、
決
め
技
、
ひ
ね
り
技
」

（『
Ｓ
Ｆ
イ
ズ
ム
』
第
二
号
、
一
九
八
一
年
一
〇
月
）

（
20
）　

木
野
光
司
「
虚
構
性
と
物
語
性
―
―
筒
井
康
隆
『
虚
人
た
ち
』
と

『
美
藝
公
』―
―
」（
北
岡
誠
司
、三
野
博
司
編『
小
説
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
：

主
題
と
変
奏
』、
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
三
年
一
月
）

（
21
）　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
「
日
常
性
」
に
つ
い
て
も
、
筒
井
は
実
験
的

な
手
法
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、「
虚
構
と
現
実
」

で
は
、「
日
常
に
多
い
無
為
な
時
間
も
し
く
は
食
事
、
排
泄
と
い
っ
た

行
為
を
な
ぜ
作
中
人
物
は
現
実
の
人
間
同
様
く
り
返
す
こ
と
が
な
い
の

か
と
い
う
初
歩
的
な
問
題
に
立
ち
返
」
る
こ
と
に
よ
り
、「
今
ま
で
の

小
説
が
省
略
し
て
き
た
時
間
の
中
に
小
説
の
美
学
を
発
見
す
る
こ
と
」

を
目
指
す
。
そ
の
た
め
に
、「「
ど
う
で
も
い
い
こ
と
」「
本
筋
に
（
テ
ー

マ
に
）
関
係
の
な
い
こ
と
」「
美
的
で
な
い
こ
と
」「
退
屈
な
こ
と
」
と

し
て
省
略
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
時
間
」
を
書
い
た
の
で
あ
る
。

（
22
）　

拙
稿
「
筒
井
康
隆
「
虚
人
た
ち
」
論
―
―
対
立
存
在
と
の
関
係
を

め
ぐ
っ
て
―
―
」（
関
西
大
学
『
国
文
学
』
第
一
〇
四
号
、
二
〇
二
〇

年
三
月
）
で
は
、「「
彼
」
は
「
虚
人
た
ち
」
の
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
に

受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
息
子
は
、

自
分
の
世
界
で
は
あ
り
え
な
い
事
柄
が
頻
発
す
る
「
虚
人
た
ち
」
の
世

界
を
否
定
す
る
存
在
だ
と
言
え
る
」
と
述
べ
た
。
本
稿
の
よ
う
に
「
虚

人
た
ち
」
を
「
彼
」
の
世
界
だ
と
捉
え
れ
ば
、「
彼
」
の
精
密
描
写
は

物
語
を
進
行
さ
せ
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
息
子
が
否
定
す

る
も
の
は
「
彼
」
の
描
写
だ
と
い
う
認
識
に
な
る
。

（
23
）　

野
中
涼
は
『
文
学
の
用
語
』（
松
柏
社
、
二
〇
一
五
年
九
月
）
で
、

「
一
定
の
速
度
で
過
ぎ
ゆ
く
だ
け
の
「
自
然
の
時
間
」」
を
「
ク
ロ
ノ
ス

の
時
間
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
無
視
し
た
「
彼
」
の
世
界
は
、
物
語

内
を
描
写
す
る
こ
と
で
し
か
、
作
品
世
界
の
時
間
は
経
過
し
な
い
。

・
本
文
の
引
用
は
『
筒
井
康
隆
全
集 

第
二
三
巻
』（
新
潮
社
、
一
九
八
五

年
二
月
）
に
拠
る
。

 

（
ま
つ
や
ま　

さ
と
し
／
本
学
大
学
院
生
）






