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芥
川
龍
之
介
『
魔
術
』

i
l
l

物
語
の
構
成
を
め
ぐ
っ
て

三ふ
両冊

張

宜
樺

一
、
は
じ
め
に

-44-

大
正
期
に
お
け
る
児
童
文
学
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
の
第
四
巻
第
一
号
（
大
正
九
年
一
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
魔
術
」
は
、
芥
川
の
第
三
作
目

の
童
話
で
あ
る
。
「
私
」
の
体
験
談
と
い
う
一
人
称
形
式
で
語
ら
れ
る
こ
の
作
品
は
、
魔
術
を
見
ょ
う
と
、
印
度
人
の
ミ
ス
ラ
君
を
訪
れ
た

「
私
」
が
、
か
え
っ
て
、
自
分
は
魔
術
を
習
う
資
格
の
な
い
、
「
慾
の
あ
る
人
間
」
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
恥
じ
る
、
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

人
間
の
「
慾
」
を
否
定
的
に
描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
「
赤
い
鳥
」
以
前
の
「
通
俗
的
教
訓
話
」
の
一
面
を
伺
わ
せ
て
い
る
も
の
の
、
当

時
の
「
赤
い
鳥
」
作
品
と
し
て
は
、
決
し
て
駄
作
で
は
な
く
、
む
し
ろ
優
れ
た
一
作
だ
っ
た
と
言
え
る
。

児
童
文
学
側
で
は
比
較
的
に
肯
定
的
で
あ
る
反
面
、
同
じ
く
「
通
俗
的
教
訓
話
」
と
さ
れ
る
芥
川
の
代
表
作
「
蜘
妹
の
糸
』
も
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
文
壇
作
家
・
芥
川
龍
之
介
の
創
作
と
し
て
は
低
質
だ
と
い
う
、
文
壇
側
か
ら
の
低
い
評
価
の
も
と
、
『
魔
術
」
は
ほ
と
ん
ど

疎
略
に
扱
わ
れ
て
き
た
。
『
魔
術
」
を
単
独
に
扱
っ
た
先
行
研
究
も
非
常
に
少
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
し
て
も
、
芥
川
の
童
話
作



品
群
、
特
に
代
表
作
『
蜘
昧
の
糸
』
か
ら
、
「
魔
術
』
に
次
い
で
執
筆
さ
れ
た
「
杜
子
春
』
に
お
い
て
、
こ
の
『
魔
術
』
に
、
「
過
度
的
」
か

っ
「
付
属
的
」
な
価
値
を
見
出
す
の
み
で
あ
っ
た
。

児
童
文
学
側
と
文
壇
作
家
側
に
お
け
る
異
な
る
評
価
は
、
「
童
話
」
で
あ
る
と
同
時
に
芥
川
の
「
創
作
」
で
も
あ
る
と
い
う
二
つ
の
側
面

を
も
っ
た
「
芥
川
の
〈
御
伽
噺
〉
」
へ
の
、
二
つ
の
異
な
る
眼
差
し
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
童
話
」
で
あ
り
、
か
つ
芥
川
の

「
創
作
」
で
も
あ
る
作
品
『
魔
術
』
を
、
二
つ
の
側
面
か
ら
総
合
的
に
再
検
討
す
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
だ
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
作
品
外
部
の
評
価
を
よ
そ
に
、
当
の
作
者
の
芥
川
は
と
い
う
と
、
『
魔
術
』
の
出
来
映
え
に
満
足
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
影
燈
龍
』
（
春
陽
社
、
大
正
九
年
一
月
二
十
八
日
）
「
戯
作
三
昧

他
六
篇
』
（
春
陽
社
、
大
正
十
年
九
月
八
日
）
と
『
沙
羅
の
花
』
（
改-45-

造
社
、
大
正
十
一
年
八
月
十
三
日
）
、
そ
し
て
童
話
集
『
三
つ
の
宝
』
（
改
造
社
、
昭
和
三
年
六
月
二
十
日
）
と
い
う
ふ
う
に
、
多
く
の
作
品

集
に
『
魔
術
』
が
収
録
さ
れ
て
い
る
上
に
、
芥
川
自
身
、
小
島
政
二
郎
宛
の
書
簡
で
「
『
魔
術
』
は
『
蜘
妹
の
糸
」
程
詩
的
で
な
い
か
ら
津

然
と
し
な
い
の
は
当
然
で
す

そ
の
代
り
『
蜘
妹
の
糸
』
に
な
い
小
説
味
が
あ
る
で
せ
う
」
（
大
正
八
年
十
二
月
二
十
二
日
付
）
と
、
『
魔
術
」

に
「
小
説
味
」
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
敢
え
て
「
通
俗
的
教
訓
話
」
と
し
て
創
作
さ
れ
た
『
魔
術
」
の
テ
ク
ス
ト
に
沿
い
つ
つ
、
そ
の
話
型
ゆ
え
に
見
落
と
し
て
し

ま
わ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
芥
川
の
主
体
的
な
創
作
と
し
て
の
側
面
を
、
改
め
て
見
直
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二
、
ヂ
ン
の

「
妖
術
」
と
「
進
歩
し
た
催
眠
術
」

ま
ず
、
芥
川
の
『
魔
術
」
に
触
れ
る
に
あ
た
り
、
谷
崎
潤
一
郎
の
『
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
』
（
「
中
央
公
論
」
大
正
六
年
十
一
月
）
を
(208) 



看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
魔
術
』
の
テ
ク
ス
ト
本
文
に
次
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(207) 

マ
テ
イ
ラ
ム
・
ミ
ス
ラ
君
と
言
へ
ば
、
も
う
皆
さ
ん
の
中
に
も
、
御
存
知
の
方
が
少
く
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ミ
ス
ラ
君
は
永
年
印

度
の
濁
立
を
計
っ
て
ゐ
る
カ
ル
カ
ツ
タ
生
れ
の
愛
闘
者
で
、
同
時
に
又
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
と
い
ふ
名
高
い
婆
羅
門
の
秘
法
を
学
ん
だ
、

年
の
若
い
魔
術
の
大
家
な
の
で
す
。
私
は
丁
度
一
月
ば
か
り
以
前
か
ら
、
或
友
人
の
紹
介
で
ミ
ス
ラ
君
と
交
際
し
て
ゐ
ま
し
た
が
、
政

治
経
済
の
問
題
な
ど
は
い
ろ
い
ろ
議
論
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
肝
腎
の
魔
術
を
使
ふ
時
に
は
、
ま
だ
一
度
も
居
合
せ
た
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
。
（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
）

の
は
、
「
マ
テ
イ
ラ
ム
・
ミ
ス
ラ
君
」の
こ
と
に
つ
い
て
「
御
存
知
の
方
」
と
い
う
意
味
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
谷
崎
の

-46-

語
り
手
が
「
皆
さ
ん
」
と
い
う
ふ
う
に
読
者
に
語
り
か
け
て
い
る
場
面
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
の
「
御
存
知
の
方
」
と
い
う

『
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
』
を
「
御
存
知
の
方
」
と
い
う
暗
示
が
託
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

『
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
』
の
梗
概
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

玄
弊
三
蔵
の
物
語
を
執
筆
す
る
た
め
、
上
野
の
図
書
館
に
通
う
「
予
」
は
、
英
語
の
政
治
経
済
の
書
籍
を
熱
心
に
読
書
す
る
ミ
ス
ラ
氏
と

懇
意
に
な
る
。
革
命
党
の
志
士
で
あ
る
と
同
時
に
、

ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
信
者
で
も
あ
っ
た
ミ
ス
ラ
氏
は
、
西
洋
の
科
学
的
知
識
と
東
洋
の

虚
無
思
想
に
お
け
る
心
理
的
葛
藤
を
抱
え
て
い
た
。
「
予
」
は
、
ミ
ス
ラ
氏
か
ら
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
に
つ
い
て
教
え
て
も
ら
う
。
そ

れ
は
、
「
魔
法
に
依
っ
て
、
其
の
人
の
心
身
を
分
解
し
、
精
神
を
虚
空
に
遊
離
さ
せ
」
る
と
い
う
も
の
で
、
「
予
」
は
自
ら
そ
の
実
験
を
要
請

す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
予
」
が
須
弥
山
の
世
界
を
巡
る
最
中
に
、
「
亡
き
母
の
輪
廻
の
姿
」
と
巡
り
会
い
、
「
正
し
い
人
間
」
に
な
る



ょ
う
忠
告
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

『
魔
術
』
で
は
、
「
私
」
が
「
或
友
人
の
紹
介
」
か
ら
ミ
ス
ラ
君
と
知
り
合
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
「
或
友
人
」
と
い
う
の
が
図
書

館
で
ミ
ス
ラ
氏
と
懇
意
に
な
っ
た
『
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
』
の
中
の
「
予
」
で
あ
る
こ
と
を
読
者
、
そ
れ
も
「
御
存
知
の
方
」
々
に
暗

示
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
『
魔
術
』
の
中
に
お
い
て
、
「
愛
国
者
」
で
「
魔
術
の
犬
家
」
で
も
あ
る
一
方
で
、
「
政
治
経
済

の
問
題
な
ど
」
を
「
い
ろ
い
ろ
議
論
」
す
る
ミ
ス
ラ
君
の
博
学
ぶ
り
に
思
わ
ず
不
自
然
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
『
ハ
ツ
サ

ン
・
カ
ン
の
妖
術
」
を
「
御
存
知
の
方
」
々
な
ら
す
ぐ
に
上
野
の
図
書
館
で
熱
心
に
英
語
の
政
治
経
済
の
書
籍
を
読
書
す
る
ミ
ス
ラ
氏
の
姿

を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
。
殊
に
、
最
後
に
「
肝
腎
の
魔
術
を
使
ふ
時
に
は
、
ま
だ
一
度
も
居
合
わ
せ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
『
魔
術
」

に
あ
る
の
は
、
『
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
』
の
最
後
で
、
ミ
ス
ラ
氏
の
妖
術
に
よ
っ
て
、
「
予
」
が
そ
の
霊
魂
で
も
っ
て
「
浬
繋
界
」
「
欲
司IA『

界
の
下
層
に
あ
る
、
須
晴
山
」
な
ど
の
世
界
を
見
た
体
験
の
こ
と
を
ま
た
も
示
唆
し
て
い
た
と
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
魔
術
」
は
、
谷
崎
潤
一
郎
の
「
『
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
』
を
引
用
す
る
こ
と
で
成
立
し
お
」
も
の
の
、
「
似

て
い
る
の
は
登
場
人
物
の
レ
ベ
ル
だ
前
」
で
、
二
作
品
で
は
全
く
異
な
る
作
品
世
界
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
谷
崎
の
『
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の

妖
術
』
が
「
妖
術
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
芥
川
は
「
魔
術
」
と
書
き
換
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
聞
に
は
決
定
的
な
差
異
化
が
最
初
か

ら
意
図
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

（
印
度
教
の
僧
侶
日
く
・
筆
者
注
）
「
お
前
の
春
属
に
命
令
し
て
見
る
が
い
、
。
お
前
に
は
人
間
の
眼
に
見
え
ぬ
春
属
が
附
い
て
居
て
、

い
つ
で
も
お
前
の
用
を
足
す
の
だ
。
」
（
中
略
）
彼
の
魔
法
は
主
と
し
て
彼
の
影
身
に
添
う
て
居
る
或
る
ス
ピ
リ
ッ
ト
、
即
ち
ジ
ン

(206) 



（
＆5
5
と
称
す
る
魔
神
の
春
属
が
媒
介
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
而
も
此
の
ジ
ン
は
、
必
ず
し
も
彼
に
対
し
て
常
に
柔
順
な
家
来
で
は

な
く
、
ど
う
か
す
る
と
其
の
命
令
に
腹
を
立
て
た
り
す
る
ら
し
か
っ
た
。

（
『
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
」
本
文
よ
り
）

「
確
あ
な
た
の
御
使
ひ
に
な
る
精
霊
は
、
ヂ
ン
と
か
い
ふ
名
前
で
し
た
ね
。
す
る
と
こ
れ
か
ら
私
が
拝
見
す
る
魔
術
と
言
ふ
の
も
、

そ
の
ヂ
ン
の
力
を
借
り
て
な
さ
る
の
で
す
か
。
」

ミ
ス
ラ
君
は
自
分
も
葉
巻
へ
火
を
つ
け
る
と
、
に
や
に
や
笑
ひ
な
が
ら
、
匂
の
好
い
煙
を
吐
い
て
、
「
ヂ
ン
な
ど
と
い
ふ
精
霊
が
あ

る
と
思
っ
た
の
は
、
も
う
何
百
年
も
昔
の
こ
と
で
す
。
ア
ラ
ピ
ヤ
夜
話
の
時
代
の
こ
と
と
で
も
言
ひ
ま
せ
う
か
。
私
が
ハ
ツ
サ
ン
・
カ

ン
か
ら
学
ん
だ
魔
術
は
、
あ
な
た
で
も
使
は
う
と
思
へ
ば
使
へ
ま
す
よ
。
高
が
進
歩
し
た
催
眠
術
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
か
ら
。
｜
御
覧

な
さ
い
。
そ
の
手
を
唯
、
か
う
し
さ
へ
す
れ
ば
好
い
の
で
す
。
」

ミ
ス
ラ
君
は
手
を
奉
げ
て
、
二
三
度
私
の
眼
の
前
へ
三
角
形
の
や
う
な
も
の
を
描
き
ま
し
た
が
、

や
が
て
そ
の
手
を
テ
エ
ブ
ル
の
上
へ

や
る
と
、
縁
へ
赤
く
織
り
出
し
た
模
様
の
花
を
つ
ま
み
上
げ
ま
し
た
。

（
『
魔
術
」
本
文
よ
り
）

右
の
本
文
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
谷
崎
の
『
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
』
で
は
、
「
彼
（
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
筆
者
注
）
の
魔
法
は
主
と

し
て
彼
の
影
身
に
添
う
て
居
る
或
る
ス
ピ
リ
ッ
ト
、
即
ち
ジ
ン
（
＆E
g
と
栴
す
る
魔
神
の
春
属
が
媒
介
と
な
」
っ
て
い
る
と
断
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
芥
川
の
『
魔
術
」
で
は
、
同
じ
く
右
の
テ
ク
ス
ト
本
文
に
あ
る
よ
う
に
、
「
ヂ
ン
と
か
い
ふ
名
前
」
の
精
霊
の
こ
と
を
持
ち
出
す

(205) -48-



も
の
の
、
そ
れ
は
「
何
百
年
も
昔
」
の
「
ア
ラ
ピ
ヤ
夜
話
の
時
代
の
こ
と
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
芥
川
の
ミ
ス
ラ
君
は
、
さ
ら
に
、
そ
の

「
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
か
ら
学
ん
だ
魔
術
」
は
、
「
高
が
進
歩
し
た
催
眠
術
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
発
言
を
し
て
い
る
。
谷
崎
の
ミ
ス
ラ
氏
が
、

妖
術
と
科
学
の
間
の
心
理
的
葛
藤
に
苦
し
む
中
、
芥
川
は
、
疑
う
余
地
も
な
く
、
西
洋
の
科
学
思
想
の
側
に
ミ
ス
ラ
君
を
設
定
し
た
の
で
あ

る
芥
川
は
意
図
的
に
谷
崎
と
は
別
の
作
品
世
界
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
る
。
た
だ
一
つ
興
味
深
い
こ
と
は
、
谷
崎
の
ミ
ス
ラ
氏

の
「
妖
術
」
と
芥
川
の
ミ
ス
ラ
君
の
「
魔
術
」
と
の
違
い
が
、
こ
の
『
魔
術
』
の
テ
ク
ス
ト
内
部
で
「
私
」
対
「
ミ
ス
ラ
君
」
と
い
う
形
で

め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ミ
ス
ラ
君
の
魔
術
を
わ
ざ
わ
ざ
雨
の
日
に
見
に
来
た
「
私
」
は
、
谷
崎
の
『
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン

の
妖
術
」
的
な
「
魔
術
」
を
想
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
当
の
「
魔
術
」
を
駆
使
す
る
ミ
ス
ラ
君
は
、
そ
れ
が
「
進
歩
し
た
催
眠
術
」
だ

と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
谷
崎
へ
の
「
オ
マ

l

ジ
ユ
」
の
よ
う
な
も
の
を
伺
わ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
「
魔
術
』
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、

「
私
」
と
ミ
ス
ラ
君
の
対
立
的
な
図
式
が
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
一一、

「
催
眠
術
」
に
よ
る
「
魔
術
」

「
私
」
と
ミ
ス
ラ
君
の
「
魔
術
」
に
対
す
る
姿
勢
の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
提
示
す
る
魔
術
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ミ
ス
ラ
君
の
最
初
の
魔
術
は
、
テ
エ
ブ
ル
掛
の
模
様
の
花
を
摘
み
上
げ
る
、
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
摘
み
上
げ
ら
れ
た
花
は
、
ミ
ス
ラ
君

の
手
に
よ
っ
て
元
に
戻
さ
れ
る
。
続
け
て
、
ミ
ス
ラ
君
は
「
私
」
に
、
「
今
度
は
、
こ
の
ラ
ン
プ
を
御
覧
な
さ
い
」
と
命
令
し
、
そ
こ
で
二

つ
目
の
魔
術
が
始
ま
る
。
「
ラ
ン
プ
は
ま
る
で
濁
梁
の
や
う
に
、
ぐ
る
ぐ
る
廻
り
始
め
」
、
「
何
と
も
言
へ
ず
美
し
い
、
不
思
議
な
見
物
」
と

し
て
「
私
」
の
目
の
前
に
呈
さ
れ
、
気
が
付
く
と
「
何
時
の
間
に
か
」
テ
エ
ブ
ル
の
上
に
据
わ
っ
た
ま
ま
の
ラ
ン
プ
に
戻
っ
て
い
た
の
だ
っ -49-(204) 



た
。
そ
し
て
、
最
後
の
魔
術
に
は
、
壁
側
の
「
書
棚
に
並
ん
で
ゐ
た
書
物
」
が
宙
を
自
由
に
飛
び
廻
り
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
形
に
積
み
上
が
る
な

ど
し
て
、
も
と
の
書
棚
に
帰
っ
て
ゆ
く
と
い
う
も
の
で
、
先
の
二
つ
の
魔
術
同
様
、
「
み
ん
な
テ
エ
ブ
ル
の
上
か
ら
書
棚
の
中
へ
舞
ひ
戻
つ

て
し
ま
っ
て
ゐ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
、
元
の
ま
ま
に
復
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
ミ
ス
ラ
君
の
魔
術
に
対
し
、
「
ミ
ス
ラ
君
に
魔
術
を
教
は
っ
て
か
ら
、

一
月
ば
か
り
た
っ
た
」
と
思
い
込
ん
で

い
た
「
私
」
が
雨
音
に
固
ま
れ
た
夢
空
間
の
中
で
提
示
し
た
魔
術
は
、
実
際
に
、
ミ
ス
ラ
君
の
そ
れ
と
は
異
質
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
一
つ

目
の
魔
術
と
は
、
自
ら
の
手
を
も
っ
て
「
燃
え
盛
っ
て
ゐ
る
石
炭
」
を
す
く
い
上
げ
る
、
と
い
う
も
の
で
、
ミ
ス
ラ
君
の
テ
エ
ブ
ル
掛
の

「
模
様
の
花
」
を
つ
ま
み
上
げ
る
面
影
を
残
し
て
は
い
る
も
の
の
、
「
私
」
は
続
け
て
そ
の
「
掌
の
上
の
石
炭
の
火
」
を
「
無
数
の
美
し
い
金

貨
」
に
変
え
て
し
ま
う
。
こ
の
〈
変
え
る
〉
と
い
う
点
に
こ
そ
、
ミ
ス
ラ
君
と
「
私
」
の
魔
術
の
決
定
的
な
差
異
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ミ

ス
ラ
君
の
魔
術
に
は
、
「
静
」
「
動
」
「
移
動
」
と
い
う
推
移
が
う
か
が
え
る
わ
け
だ
が
、
「
私
」
の
そ
れ
は
、
あ
る
物
を
も
う
一
つ
の
物
に

〈
変
え
る
〉
と
い
う
新
た
な
性
質
が
付
与
さ
れ
て
い
た
。
後
の
骨
牌
勝
負
の
山
場
で
、
「
私
」
が
自
分
の
持
ち
札
を
「
王
様
」
に
変
え
よ
う
と

す
る
た
め
に
も
、
〈
変
え
る
〉
と
い
う
性
質
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
結
果
的
に
、
『
魔
術
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
は
、
二
つ
の
異

な
る
「
魔
術
」
が
並
存
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

魔
術
は
「
進
歩
し
た
催
眠
術
に
過
ぎ
な
い
」
と
語
り
終
え
た
ミ
ス
ラ
君
は
、
「
手
を
奉
げ
て
、
二
三
度
私
の
眼
の
前
へ
三
角
形
の
や
う
な

も
の
を
描
」
く
と
い
う
、
い
か
に
も
不
可
解
な
挙
動
を
行
う
。
そ
れ
が
、
催
眠
術
を
か
け
る
仕
草
で
あ
る
こ
と
は
、
す
ぐ
に
理
解
さ
れ
得
る
。

そ
う
す
る
と
、
「
私
」
が
見
た
と
思
っ
た
ミ
ス
ラ
君
の
魔
術
は
、
実
は
催
眠
術
に
よ
っ
て
見
せ
ら
れ
た
幻
想
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
芥
川
の
『
魔
術
』
と
谷
崎
の
『
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
』
に
お
け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
の
よ
う
な
記
述

(203) ハ
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が
目
を
引
く
の
で
あ
る
。

「
永
々
御
本
を
有
難
う
。
」

ミ
ス
ラ
君
は
ま
だ
微
笑
を
含
ん
だ
撃
で
、
か
う
私
に
穫
を
言
ひ
ま
し
た
。
勿
論
そ
の
時
は
も
う
多
く
の
書
物
が
、
み
ん
な
テ
エ
ブ
ル
の

上
か
ら
書
棚
の
中
へ
舞
ひ
戻
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
た
の
で
す
。
私
は
夢
か
ら
さ
め
た
や
う
な
心
も
ち
で
、
暫
時
は
挨
拶
さ
へ
出
来
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
そ
の
内
に
さ
つ
き
ミ
ス
ラ
君
の
言
っ
た
、
「
私
の
魔
術
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
、
あ
な
た
で
も
使
は
う
と
思
へ
ば
使
へ
る
の

で
す
。
」
と
い
う
言
葉
を
思
ひ
出
し
ま
し
た
。

（
『
魔
術
』
本
文
よ
り
）-51-

人
の
心
身
を
分
解
し
、
精
神
を
虚
空
に
遊
離
さ
せ
て
し
ま
ひ
ま
す
（
中
略
）
此
れ
が
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
魔
法
の
内
の
、
最
も
驚
く
べ

き
術
な
の
で
す
。
其
れ
は
一
種
の
催
眠
術
だ
と
云
ふ
人
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
催
眠
術
だ
と
す
れ
ば
、
少
く
と
も
天
人

か
ら
人
間
に
戻
っ
た
瞬
間
に
、
夢
か
ら
畳
め
た
と
一
玄
ふ
感
じ
を
伴
ふ
筈
で
す
が
、
彼
の
魔
法
に
か
、
っ
た
人
々
は
、
さ
う
云
ふ
感
じ
を

抱
か
な
い
の
で
す
。
第
一
、
須
瀬
山
の
世
界
へ
迎
へ
に
出
て
来
た
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
が
、
人
間
に
な
っ
た
後
ま
で
も
、
ち
ゃ
ん
と
眼
の

前
に
控
へ
て
居
る
く
ら
ゐ
で
す
か
ら
、
夢
と
現
賓
と
の
境
界
ら
し
い
も
の
は
何
慮
に
も
見
付
か
ら
な
い
の
で
す
。

（
「
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
』
本
文
よ
り
）

ミ
ス
ラ
君
の
魔
術
を
目
の
当
り
に
し
た
「
私
」
は
、
「
夢
か
ら
さ
め
た
や
う
な
心
も
ち
で
、
暫
時
は
挨
拶
さ
へ
出
来
」
な
か
っ
た
と
言
う
。
(202) 



そ
れ
に
対
し
、
谷
崎
の
『
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
』
で
は
、ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
魔
法
に
つ
い
て
、
催
眠
術
が
解
け
た
瞬
間
、
「
夢
か
ら

(201) 

覚
め
た
と
云
ふ
感
じ
を
伴
ふ
」
と
ミ
ス
ラ
氏
が
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
催
眠
術
に
は
「
夢
と
現
賓
と
の
境
界
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
を
『
魔
術
』
に
当
て
猷
め
て
考
え
る
と
、
ミ
ス
ラ
君
の
魔
術
に
見
入
る
「
私
」
が
我
に
帰
っ
た
時
、
「
夢
か
ら
さ
め
た
や
う
な
心
も
ち
」

が
し
た
の
は
、
ミ
ス
ラ
君
が
魔
術
を
「
私
」
に
見
せ
る
た
め
に
、
「
私
」
に
催
眠
術
を
か
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

同
時
代
の
日
本
に
お
け
る
「
催
眠
術
」
へ
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、

一
柳
贋
孝
氏
に
よ
る
論
考
に
そ
の
一
端
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
の
「
催
眠
術
」
の
受
容
は
、
心
理
学
な
ど
の
研
究
学
問
と
し
て
よ
り
も
比
較
的
に
民
間
レ
ベ
ル
の
方
が
早
く
、
殊
に
「
催
眠
術
」
と
い

う
用
語
は
、
明
治
四
・
五
年
に
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
無
暗
な
西
洋
科
学
研
究
の
導
入
は
、
結
果
的
に
、
「
メ
ス

メ
リ
ズ
ム
／
催
眠
術
」
の
区
別
を
怠
る
こ
と
に
な
り
、
明
治
二
十
年
代
の
小
説
で
描
か
れ
た
「
催
眠
術
」
に
、
「
ア
ヤ
シ
イ
人
物
」
や
「
犯

今
，M

，
、u

罪
に
直
結
す
る
催
眠
術
の
イ
メ
ー
ジ
」
が
伴
う
、
そ
の
時
代
の
民
間
概
念
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
催
眠
術
」
の
対
概
念
と

し
て
「
魔
術
」
が
扱
わ
れ
る
も
の
の
、
「
催
眠
術
を
施
し
、
次
に
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
を
施
せ
ば
、
魔
術
の
使
用
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
と
い

う
発
想
は
、
明
治
三
十
年
の
段
階
で
、
す
で
に
近
藤
嘉
三
の
著
書
『
幻
術
の
理
法
」
『
魔
術
と
催
眠
術
』
で
論
及
さ
れ
て
い
た
と
言
う
。
そ

の
意
味
で
、
芥
川
龍
之
介
の
『
魔
術
』
に
お
け
る
、
ミ
ス
ラ
君
の
魔
術
の
場
面
を
、
催
眠
術
に
よ
っ
て
見
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
解
釈
す
る
こ

と
も
可
能
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

「
本
末
顛
倒
」
に
よ
っ
て
伏
せ
ら
れ
る
動
機

ヂ
ン
と
い
う
精
霊
の
「
妖
術
」
を
想
定
し
て
い
た
「
私
」
は
、
夢
の
空
間
で
魔
術
を
見
せ
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
催
眠
術
に
よ
る
も
の
だ



と
悟
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
。
「
夢
か
ら
さ
め
」
、
現
実
に
戻
っ
た
「
私
」
の
脳
裏
に
残
さ
れ
て
い
た
記
憶
は
、
ミ
ス
ラ
君
が
催

眠
術
を
か
け
る
前
に
何
気
な
く
言
っ
た
｜
｜
「
私
の
魔
術
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
、
あ
な
た
で
も
使
は
う
と
思
へ
ば
使
へ
る
の
で
す
」
と
い
う

一
句
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ス
ラ
君
の
こ
の
言
葉
は
、
結
果
的
に
「
私
」
が
ミ
ス
ラ
君
に
魔
術
を
学
ぼ
う
と
切
り
出
す
き
っ
か
け
と
さ

れ
る
の
だ
が
、

「
あ
な
た
の
御
使
ひ
な
さ
る
魔
術
が
、
こ
れ
程
不
思
議
な
も
の
だ
ら
う
と
は
、
賓
際
、
思
ひ
も
よ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
で
私

の
や
う
な
人
間
に
も
、
使
っ
て
使
へ
な
い
こ
と
の
な
い
と
言
ふ
の
は
、
御
冗
談
で
は
な
い
の
で
す
か
。
」

「
使
へ
ま
す
と
も
。
誰
に
で
も
造
作
な
く
使
へ
ま
す
。
唯
ー
ー
」
と
一
言
ひ
か
け
て
ミ
ス
ラ
君
は
、
ぢ
つ
と
私
の
顔
を
眺
め
な
が
ら
、

い
つ
に
な
く
真
面
目
な
口
調
に
な
っ
て
、
「
唯
、
慾
の
あ
る
人
間
に
は
使
へ
ま
せ
ん
。
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
魔
術
を
習
は
う
と
思
っ
た

-53 -

ら
、
ま
づ
慾
を
捨
て
る
こ
と
で
す
。
あ
な
た
に
は
そ
れ
が
出
来
ま
す
か
。
」

「
出
来
る
つ
も
り
で
す
。
」

私
は
か
う
答
へ
ま
し
た
が
、
何
と
な
く
不
安
な
気
も
し
た
の
で
、
す
ぐ
に
又
後
か
ら
言
葉
を
添
へ
ま
し
た
。

「
魔
術
さ
へ
教
へ
て
頂
け
れ
ば
。
」

そ
れ
で
も
ミ
ス
ラ
君
は
疑
は
し
さ
う
な
眼
つ
き
を
見
せ
ま
し
た
が
、
さ
す
が
に
こ
の
上
念
を
押
す
の
は
無
様
だ
と
で
も
思
っ
た
の
で

せ
う
。
や
が
て
大
様
に
領
き
な
が
ら
、
「
で
は
教
へ
て
上
げ
ま
せ
う
。
（
下
略
）

と
、
テ
ク
ス
ト
本
文
に
あ
る
対
話
で
、
「
慾
の
あ
る
人
間
に
は
使
へ
ま
せ
ん
」
と
語
る
ミ
ス
ラ
君
に
、
「
魔
術
さ
へ
教
へ
て
頂
け
れ
ば
」
、
慾

を
捨
て
る
こ
と
が
「
出
来
る
つ
も
り
で
す
」
と
、
「
本
末
顛
倒
」
に
答
え
る
「
私
」
に
は
、
魔
術
を
学
ぼ
う
と
す
る
内
的
必
然
性
を
読
み
取

る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
私
」
が
魔
術
を
習
得
す
る
意
向
を
示
し
た
際
、
ミ
ス
ラ
君
は
「
ぢ
つ
と
私
の
顔
を
眺
め
」
、
「
疑
(200) 



は
し
さ
う
な
眼
っ
き
」
を
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
魔
術
は
「
進
歩
し
た
催
眠
術
」
だ
と
説
明
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

(199) 

ず
、
改
め
て
、
そ
れ
を
〈
禁
欲
の
魔
術
〉
へ
と
ミ
ス
ラ
君
は
言
い
換
え
た
の
で
あ
る
。
後
の
展
開
か
ら
し
て
、
ミ
ス
ラ
君
は
「
私
」
が
「
慾

の
あ
る
人
間
」
で
あ
る
こ
と
を
倍
っ
て
い
た
と
も
解
釈
で
き
よ
う
が
、
む
し
ろ
、
ミ
ス
ラ
君
は
、
「
私
」
が
魔
術
を
学
ぼ
う
と
し
た
動
機
を

見
破
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
動
機
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
魔
術
さ
へ
教
へ
て
頂
け
れ
ば
」
、
慾
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
「
つ

も
り
」
だ
と
、
「
私
」
が
「
本
末
顛
倒
」
に
答
え
た
理
由
も
自
ず
と
理
解
で
き
て
く
る
。

ミ
ス
ラ
君
の
施
し
た
夢
の
空
間
で
、
「
私
」
は
友
人
と
骨
牌
勝
負
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
「
初
は
気
の
り
も
し
な
か
」った
も
の

の
、
「
嘘
の
や
う
に
ど
ん
ど
ん
勝
」
・
っ
て
い
く
。
仕
舞
に
、
そ
の
「
人
の
悪
い
友
人
」
が
財
産
を
一
つ
残
ら
ず
賭
け
て
く
る
と
、

私
は
こ
の
利
那
に
慾
が
出
ま
し
た
。
テ
エ
プ
ル
の
上
に
積
ん
で
あ
る
、
山
の
や
う
な
金
貨
ば
か
り
か
、
折
角
私
が
勝
っ
た
金
さ
へ
、
今
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度
運
悪
く
負
け
た
が
最
後
、
皆
相
手
の
友
人
に
取
ら
れ
て
し
ま
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
の
み
な
ら
ず
こ
の
勝
負
に
勝
ち
さ
へ
す
れ

ば
、
私
は
向
う
の
全
財
産
を
一
度
に
手
へ
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
こ
ん
な
時
に
使
は
な
け
れ
ば
、
ど
こ
に
魔
術
な
ど
を
教
は

っ
た
、
苦
心
の
甲
斐
が
あ
る
の
で
せ
う
。
さ
う
思
ふ
と
私
は
矢
も
楯
も
た
ま
ら
な
く
な
っ
て
、
そ
っ
と
魔
術
を
使
ひ
な
が
ら
、
決
闘
で

も
す
る
や
う
な
勢
で
、
「
よ
ろ
し
い
。
ま
づ
君
か
ら
引
き
給
へ
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
「
私
」
は
「
こ
の
利
那
に
慾
が
出
」
て
し
ま
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
「
こ
ん
な
時
に
使
は
な
け
れ
ば
、

ど
こ
に
魔
術
な
ど
を
教
は
っ
た
、
苦
心
の
甲
斐
が
あ
る
の
で
せ
う
」
と
、
魔
術
を
学
ぼ
う
と
し
た
動
機
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
魔
術
を
学
ぼ
う
と
す
る
内
的
必
然
性
が
、
「
こ
の
利
那
」
に
及
ん
で
や
っ
と
姿
を
表
わ
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
魔
術

を
学
ぶ
際
に
お
い
て
、
そ
の
動
機
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
こ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
賭
事
の
場
面
で
初
め
て
明
か
す
、
と
い
う
時
間
的
な
ズ
レ

は
、
果
た
し
て
何
を
意
味
し
て
い
る
、
だ
ろ
う
か
。



ふ
と
気
が
つ
い
て
あ
た
り
を
見
廻
す
と
、
私
は
ま
だ
う
す
暗
い
石
油
ラ
ン
プ
の
光
を
浴
び
な
が
ら
、
ま
る
で
あ
の
骨
牌
の
王
様
の
や
う

な
微
笑
を
浮
べ
て
ゐ
る
ミ
ス
ラ
君
と
、
向
ひ
合
っ
て
坐
っ
て
ゐ
た
の
で
す
。

私
が
指
の
間
に
挟
ん
だ
葉
巻
の
灰
さ
へ
、
や
は
り
落
ち
ず
に
た
ま
っ
て
ゐ
る
所
を
見
て
も
、
私
が
一
月
ば
か
り
た
っ
た
と
思
っ
た
の
は
、

ほ
ん
の
二
三
分
の
聞
に
見
た
夢
だ
っ
た
の
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
そ
の
二
三
分
の
短
い
聞
に
、
私
が
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
魔

術
の
秘
法
を
習
ふ
資
格
の
な
い
人
間
だ
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
自
身
に
も
ミ
ス
ラ
君
に
も
、
明
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
私
は
恥

し
さ
に
頭
を
下
げ
た
億
、
暫
く
は
口
も
き
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

右
に
あ
る
よ
う
に
、
賭
け
事
の
場
面
か
ら
覚
め
た
「
私
」
は
、
理
性
を
保
っ
て
、
現
状
を
把
握
し
な
お
そ
う
と
す
る
。
「
葉
巻
の
灰
」
か

戸
、J

，
、J

ら
、
自
分
が
「
一
二
二
分
の
間
」
に
す
ぎ
な
い
夢
を
見
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
さ
ら
に
、
ミ
ス
ラ
君
の
前
で
、
「
恥
し
さ
に
頭
を
下
げ

た
佳
、
暫
く
は
口
も
き
け
」
な
か
っ
た
と
自
分
を
見
詰
め
な
お
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

「
私
」
が
恥
し
く
感
じ
た
事
と
い
う
の
は
、

「
私
が
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
魔
術
の
秘
法
を
習
ふ
資
格
の
な
い
人
間
」
、
つ
ま
り
「
慾
の
あ
る
人
間
」
だ
と
い
う
事
実
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
自

分
自
身
だ
け
で
な
く
「
ミ
ス
ラ
君
に
も
明
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
事
、
ま
た
、
実
際
に
ミ
ス
ラ
君
に
明
ら
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、

「
私
」
が
「
慾
の
あ
る
人
間
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
私
」
が
魔
術
を
学
ぼ
う
と
し
た
本
来
の
目
的
・
動
機
の
内
実
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
総
じ
て
、
「
私
」
と
ミ
ス
ラ
君
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
「
本
末
顛
倒
」
な
応
答
と
、
魔
術
は
「
高
が
進
歩
し
た
催
眠
術

に
過
ぎ
な
い
」
と
語
り
な
が
ら
〈
禁
欲
の
魔
術
〉
へ
と
摩
り
替
え
た
ミ
ス
ラ
君
の
豹
変
ぶ
り
を
解
明
す
る
唯
一
の
手
掛
か
り
と
い
う
の
が
、

(198) 

こ
の
テ
ク
ス
ト
内
部
に
秘
め
ら
れ
た
動
機
の
存
在
に
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



五
、
プ
ロ
ッ
ト
に
流
れ
る
二
つ
の

〈
読
み
〉
｜
｜
動
機
の
有
無
を
墳
に

(197) 

政
治
経
済
を
議
論
し
、
科
学
思
想
に
立
つ
ミ
ス
ラ
君
は
、
魔
術
の
こ
と
を
単
な
る
「
進
歩
し
た
催
眠
術
」
と
し
、
ま
た
、
そ
の
魔
術
と
い

う
の
も
実
際
は
催
眠
術
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
「
誰
に
で
も
造
作
な
く
使
へ
」
る
と
語
っ
た
の
も
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
引
き
換
え
、

「
私
」
は
、
そ
の
こ
と
を
悟
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
魔
術
を
学
ぼ
う
と
す
る
。
「
私
」
の
内
に
は
初
め
か
ら
魔
術
を
学
ぼ
う
と
す
る
意
図
が
隠

さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
魔
術
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
込
ん
だ
「
私
」
が
、
そ
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
賭
事
に
魔
術
を
使
お
う

と
し
た
こ
と
が
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ミ
ス
ラ
君
に
よ
っ
て
見
せ
ら
れ
た
夢
だ
と
知
っ
た
「
私
」
は
、
自
分
の
企

み
が
見
破
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
恥
じ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
。

テ
ク
ス
ト
の
構
成
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
〈
読
み
〉
が
割
り
出
せ
る
は
ず
だ
が
、
「
魔
術
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
常
に
、
あ
く
ま
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で
「
私
」
は
こ
の
夢
体
験
を
通
し
て
初
め
て
自
分
は
「
慾
の
あ
る
人
間
」
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
こ
と
に
恥
じ
入
る
の
だ
と
読
ま
れ
て

き
た
。
動
機
の
存
在
を
考
慮
に
入
れ
る
前
者
の
〈
読
み
〉
が
、
物
語
の
中
の
「
私
」
と
ミ
ス
ラ
君
の
主
体
を
重
ん
じ
た
〈
読
み
〉
だ
と
す
れ

ば
、
動
機
不
在
を
率
直
に
受
け
入
れ
る
後
者
は
、
ミ
ス
ラ
君
を
超
人
的
な
賢
者
と
し
、
「
私
」
が
象
徴
す
る
人
間
の
「
慾
」
を
否
定
的
に
捉

え
た
、
童
話
的
な
〈
読
み
〉
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
こ
の
『
魔
術
』
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
動
機
の
有
無
を
境
に
、

二
つ
の
異
な
る
〈
読
み
〉
を
割
り
出
す
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
読
み
〉
は
、

い
ず
れ
も
『
魔
術
』
を
「
類

型
的
教
訓
話
」
の
系
譜
に
据
え
て
い
る
一
方
で
、
読
者
に
お
け
る
作
中
の
「
私
」
へ
の
眼
差
し
を
確
実
に
異
に
す
る
の
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
私
」
を
語
ら
れ
た
ま
ま
に
受
け
入
れ
た
、
「
動
機
不
在
」
の
〈
読
み
〉
は
、
常
に
読
者
に
〈
普
遍
的
な
人
間
像
〉



と
〈
人
間
性
〉
を
提
示
し
て
き
た
と
言
え
る
。
「
魔
術
』
の
先
行
研
究
に
、
次
の
よ
う
な
叙
述
を
よ
く
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
偶
然

で
は
な
い
。

こ
の
ふ
し
ぎ
な
魔
術
を
め
ぐ
っ
て
、
欲
望
や
迷
い
か
ら
脱
却
で
き
な
い
人
間
の
弱
さ
も
ろ
さ
を
え
ぐ
っ
て
み
せ
て
い
る
。
超
自
然
的
非

現
実
へ
志
向
す
る
芥
川
に
と
っ
て
は
、
も
っ
と
も
扱
い
や
す
い
題
材
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
欲
や
迷
い
を
捨
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
人

間
に
は
、
魔
術
は
無
縁
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
う
す
暗
い
ラ
ン
プ
の
光
り
と
さ
び
し
い
雨
の
音
の
す
る
空
気
の
な
か
に
感
じ
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
（
滑
川
）

こ
の
作
品
を
人
間
欲
を
捨
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
教
訓
謹
と
し
て
読
む
の
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
欲
を
捨
て
る
と
は
、
ク
ラ
ブ
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で
魔
術
を
公
開
す
る
〈
わ
た
し
〉
に
ほ
の
見
え
る
よ
う
に
、
人
間
性
の
喪
失
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
欲
と
は
、
単
に
ド
ン
欲
を
の

み
言
う
の
で
は
な
い
。
人
間
的
な
生
へ
の
意
欲
と
い
っ
た
方
が
い
い
。
（
太
田
）

「
私
」
は
金
銭
欲
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
ミ
ス
ラ
が
要
求
し
た
の
は
、
「
慾
を
捨
て
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
「
慾
」
は
人
間
の
全
て
の

活
動
の
原
動
力
で
あ
る
。
人
間
の
活
動
を
支
え
て
い
る
の
は
、
向
上
心
か
ら
生
へ
の
執
着
心
ま
で
含
め
て
全
て
「
慾
」
と
言
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
「
慾
を
捨
て
る
こ
と
」
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
（
酒
井
）

『
魔
術
』の
中
の
「
私
」
に
、
普
遍
的
な
「
人
間
」
像
を
見
、
「
金
銭
欲
に
卑
小
化
・
単
純
化
」
さ
れ
た
「
慾
」
は
、
〈
人
間
性
〉
と
し
て
(196) 



括
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
読
者
は
、
「
慾
」
に
マ
イ
ナ
ス
価
値
を
抱
え
な
が
ら
、
「
「
魔
術
」
を
教
え
て
ほ
し
い
と
願
い
出
る
の
が
「
私
」
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
よ
う
に
仕
向
け
た
の
は
ミ
ス
ラ
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
の
本
来
の
意
思
で
は
な
く
、
「
人
の
悪
い
友

(195) 

人
」
た
ち
に
無
理
や
り
に
骨
牌
勝
負
を
迫
ら
れ
、
そ
の
上
、
「
嘘
の
や
う
に
ど
ん
ど
ん
勝
」
っ
て
い
く
好
運
と
い
う
条
件
下
に
お
い
て
、
「
人

問
」
で
あ
れ
ば
誰
も
が
起
こ
し
得
る
「
慾
」
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
を
「
人
間
性
」
と
し
て
極
く
自
然
に
受
け
止
め
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

敢
え
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
〈
読
み
〉
に
は
、
『
蜘
妹
の
糸
』
か
ら
『
杜
子
春
』
に
繋
が
る
共
通
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
蜘
妹
の
糸
」
の
主
人
公
で
あ
る
糠
陀
多
が
置
か
れ
た
状
態
｜
｜
自
分
の
後
か
ら
罪
人
が
絶
え
ず
登
っ
て
来
て
、
今
に
も
細
い
糸
が
切
れ
て

し
ま
い
、
肝
心
の
自
分
が
再
び
地
獄
へ
落
ち
て
し
ま
い
そ
う
な
情
況
1
1

、
同
じ
く
、
『
魔
術
」
の
次
に
創
作
さ
れ
た
『
杜
子
春
」
の
主
人

公
で
あ
る
杜
子
春
が
、
地
獄
の
森
羅
殿
に
お
い
て
、
馬
の
形
を
し
た
母
が
鞭
打
た
れ
る
の
を
目
前
に
し
て
、
唯
一
残
さ
れ
た
選
択
が
「
お
母

し
か
し
、
試
練
を
施
す
側
の
「
蜘
昧
の
糸
』
の
お
釈
迦
様

「
杜
子
春
』
の
鉄
冠
子
・
『
魔
術
」
の
ミ
ス
ラ
君
に
あ
る
種
の
意
地
悪
さ
を
-58-

さ
ん
」
と
叫
ぴ
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
選
択
の
余
地
の
な
い
情
況
に
、
「
魔
術
」
の
「
私
」
も
放
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

読
み
、
と
も
に
窮
地
に
立
た
さ
れ
た
健
陀
多
・
杜
子
春
と
『
魔
術
』
の
「
私
」
に
普
遍
的
な
人
間
の
姿
を
見
る
と
い
う
視
角
に
は
、
意
外
な

陥
穿
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
『
蜘
妹
の
糸
』
と
『
杜
子
春
』
を
代
表
と
す
る
、
所
謂
「
芥
川
の
〈
御
伽
噺
〉
」
の
系
譜
と
し
て
「
魔

術
』
を
位
置
付
け
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
「
動
機
不
在
」
の
流
れ
を
汲
ん
だ
〈
読
み
〉
に
傾
き
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
芥

川
童
話
の
作
品
群
に
共
通
す
る
要
素
が
、
か
え
っ
て
『
魔
術
』
の
〈
読
み
〉
を
規
制
し
か
ね
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
動
機
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
も
う
一
方
の
〈
読
み
〉
で
は
、
ど
の
よ
う
な
視
角
を
読
者
に
新
た
に
提
供
す
る
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
、
っ
か
。



六
、
語
り
手
〈
私
〉

の
体
験
記
と
し
て

「
『
魔
術
』
が
『
蜘
昧
の
糸
』
や
『
白
』
と
方
法
上
大
き
く
違
っ
て
い
る
の
は
、
語
り
手
が
自
分
を
振
り
返
り
、
自
身
に
つ
い
て
語
っ
て
い

る
」
と
い
う
点
で
、
そ
こ
に
は
「
「
蜘
妹
の
糸
』
や
『
白
』
に
は
な
い
救
い
の
可
能
性
」
が
あ
り
、
「
蜘
妹
の
糸
』
の
糖
陀
多
が
糸
の
切
れ
た

理
由
を
知
る
こ
と
な
く
地
獄
に
落
ち
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
「
本
来
な
ら
恥
ず
べ
き
己
の
体
験
を
「
私
」
が
こ
の
よ
う
に
振
り
返
り
語
っ
た

と
い
う
こ
と
自
体
が
、
恐
ら
く
は
ミ
ス
ラ
も
知
ら
ぬ
「
私
」
に
と
っ
て
の
唯
一
の
救
い
た
り
得
た
」
と
評
価
さ
れ
得
る
の
は
、
ま
さ
に
自
己

を
振
り
返
る
語
り
手
〈
私
〉
の
姿
に
「
魔
術
』
の
要
所
を
求
め
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
内
部
に
、
果
た
し
て
今
そ
れ
を

語
っ
て
い
る
語
り
手
〈
私
〉
の
内
省
性
お
よ
び
反
省
の
念
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
叙
述
は
あ
く
ま
で
客
観
的
な
姿
勢
で

語
り
手
の
〈
私
〉
が
、
「
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
魔
術
の
秘
法
を
習
ふ
資
格
の
な
い
人
間
」
、つ
ま
り
「
慾
の
あ
る
人
間
」
で
あ
る
こ
と
を
マ
イ

凸
ヲ

戸
、J

貫
か
れ
て
い
る
。
又
、
先
方
の
本
文
引
用
に
「
私
は
恥
し
さ
に
頭
を
下
げ
た
佳
、
暫
く
は
口
も
き
け
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

ナ
ス
価
値
と
し
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
も
の
の
、
自
己
を
完
全
否
定
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
恥
し
さ
に
頭
を

下
げ
た
」
物
語
の
中
の
「
私
」
と
、
そ
れ
を
事
後
的
・
超
然
的
に
語
る
語
り
手
の
〈
私
〉
は
、
境
目
が
ぼ
や
け
る
ほ
ど
密
接
な
関
係
に
い
な

が
ら
、
最
後
の
場
面
に
及
ん
で
や
っ
と
両
者
の
距
離
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

一
人
称
「
私
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
『
魔
術
』
は
、
語
り
手
〈
私
〉
の
体
験
が
回
顧
さ
れ
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
立
っ
て
い
る
。
童
話
と

し
て
創
作
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
『
魔
術
』
の
語
り
手
で
あ
る
〈
私
〉
は
、
比
較
的
に
客
観
的
な
叙
述
に
徹
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、

(194) 

語
り
手
の
〈
私
〉
と
、
語
ら
れ
る
「
私
」
の
聞
に
、
何
の
差
異
を
感
じ
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
「
主
人
公
が
「
私
」
と
い
う
一
人
称
で



書
か
れ
、
読
者
が
自
己
を
重
ね
て
読
み
進
」
ん
で
い
か
な
く
と
も
、
読
者
は
、
普
遍
的
な
人
間
像
と
し
て
の
「
私
」
と
比
較
的
に
近
い
位
置

(193) 

か
ら
、
そ
の
「
私
」
の
処
す
る
状
況
に
他
人
事
で
は
な
い
切
実
さ
を
抱
い
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
話
が
語
り
手
〈
私
〉
の
記
憶
の
中
心
へ

と
入
る
に
つ
れ
、
語
る
〈
私
〉
と
語
ら
れ
る
「
私
」
の
境
目
は
ぼ
や
け
、
分
別
が
困
難
と
な
っ
て
い
く
。
読
者
は
、
全
能
的
な
優
位
に
い
る

語
り
手
〈
私
〉
を
特
に
意
識
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
ま
ま
の
「
私
」
、
つ
ま
り
、
ミ
ス
ラ
君
の
施
し
た
夢
を

通
し
て
、
初
め
て
自
分
が
「
慾
の
あ
る
人
間
」
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
い
う
「
私
」
を
素
直
に
受
け
止
め
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

（
抽
出
）

『
魔
術
』
は
、
「
人
間
性
の
試
問
に
か
け
ら
れ
た
男
の
物
語
」
だ
と
二
一
百
で
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
私
」
の
物
語
で
な
く
と
も
、
或
る

「
男
の
物
語
」
と
し
て
も
成
立
し
え
た
は
ず
で
あ
る
。
芥
川
が
こ
の
『
魔
術
』
の
テ
ク
ス
ト
を
、
敢
え
て
〈
私
〉
の
体
験
記
と
し
て
仕
立
て

上
げ
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
必
然
性
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
単
に
、
谷
崎
へ
の
「
オ
マ

l

ジ
ユ
」
「
あ
い
さ
つ
」
だ
け
の
た
め

に
設
け
ら
れ
た
の
で
は
決
し
て
な
い
。
「
小
説
」
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
「
私
小
説
」
の
よ
う
に
、
語
る
〈
私
〉
と
語
ら
れ
る
「
私
」
の
聞
に
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は
、
時
間
的
な
推
移
の
事
実
と
叙
述
上
に
お
け
る
ズ
レ
が
生
じ
る
こ
と
は
、
自
明
の
道
理
で
あ
る
。
回
顧
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
描
か
れ
た

「
私
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
語
る
〈
私
〉
が
記
憶
を
湖
る
過
程
を
通
し
て
改
め
て
形
作
っ
た
記
憶
で
あ
り
、
「
私
は
こ
の
利
那
に
慾
が
出
ま

し
た
」
の
「
こ
の
利
那
」
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
「
慾
が
出
た
」
こ
と
に
気
が
付
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
回
顧
さ
れ
た

「
こ
の
利
那
」
で
あ
り
、
過
去
に
対
す
る
再
構
築
が
語
り
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
自
ず
と
物
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
話
の
外

枠
に
い
る
語
り
手
の
〈
私
〉
が
こ
の
『
魔
術
」
の
中
の
「
「
私
」の
物
語
」
を
作
り
出
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
訓
談
と
し
て

の
「
「
私
」
の
物
証
巴
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
同
化
し
得
な
い
語
り
手
〈
私
〉
の
姿
勢
が
最
も
そ
の
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

要
す
る
に
、
ミ
ス
ラ
君
が
催
眠
術
で
も
っ
て
、
「
私
」
を
魔
術
の
使
え
る
人
間
で
あ
る
夢
へ
と
誘
い
込
み
、
本
来
実
行
し
よ
う
と
し
た
不



純
な
動
機
を
引
き
出
し
た
こ
と
を
振
り
返
っ
て
語
る
に
あ
た
り
、
語
り
手
の
〈
私
〉
は
、
動
機
の
存
在
を
な
か
っ
た
事
に
し
、
夢
の
中
の
試

聞
を
経
て
初
め
て
自
分
が
「
慾
の
あ
る
人
間
」
だ
っ
た
と
悟
る
、
と
い
う
新
た
な
ス
ト
ー
リ
ー
へ
と
作
り
変
え
て
い
た
、
と
い
う
〈
読
み
〉

が
、
動
機
の
存
在
を
考
慮
に
入
れ
た
先
述
の
〈
読
み
〉
か
ら
さ
ら
に
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
自
ら
の
体
験
を
作
り
変
え
た
語
り
手
〈
私
〉
を
テ
ク
ス
ト
に
盛
り
込
ん
だ
こ
と
に
こ
そ
、
芥
川
の
『
魔
術
』
に
対
す
る
自

負
と
、
そ
れ
に
「
小
説
味
」
が
あ
る
と
し
た
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
中
に
お
け
る
「
私
」
は
、
「
欲
心
が
強
い
と
い
う

よ
り
も
、
そ
の
場
の
情
況
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
気
弱
な
平
凡
人
」
で
、
「
卑
小
な
欲
心
を
誘
い
だ
さ
れ
て
し
ま
う
人
間
」
と
し
て
割
り
出
す

こ
と
が
出
来
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
「
卑
小
・
平
凡
」
で
「
小
市
民
」
な
「
私
」
を
作
り
出
し
た
の
は
、
紛
れ
も
な
く
、
自
ら
を
語
る
語
り
手

の
〈
私
〉
な
の
で
あ
る
。
従
来
、
文
壇
作
家
や
文
学
研
究
者
側
は
、
児
童
向
け
の
「
通
俗
的
教
訓
話
」
を
批
判
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
、
芥
川
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の
独
創
性
を
見
出
そ
う
と
、
作
中
人
物
の
「
人
間
」
像
や
「
人
間
性
」
を
見
極
め
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
。
比
較
的
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
『
魔
術
』
も
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
、
『
魔
術
』の
場
合
、
作
り
出
さ
れ
た
「
私
」
に
普
遍
的
な
「
人
間
」
像
や
一
般
的
な

「
人
間
性
」
を
見
る
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
に
自
己
を
描
き
直
し
た
語
り
手
〈
私
〉
と
い
う
存
在
と
、
そ
の
〈
私
〉
の
人
間
性
｜
｜
己
の
恥
じ

る
べ
き
体
験
を
改
議
す
る
と
い
う
人
間
性
ー
ー
に
よ
っ
て
醸
し
出
さ
れ
た
、
「
慾
」
に
対
す
る
容
認
か
ら
人
間
を
肯
定
的
に
導
く
諦
念
に
近

い
も
の
を
問
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
動
機
を
伏
せ
よ
う
と
す
る
語
り
手
〈
私
〉
の
設
置
に
よ
っ
て
、
児
童
を
読
者
対
象

と
す
る
童
話
的
な
〈
読
み
〉
と
、
小
説
作
品
に
も
劣
ら
な
い
「
小
説
味
」
の
健
在
を
肯
か
せ
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
テ
ク
ス
ト
の
構
造
に
も
、

作
者
芥
川
の
最
も
意
図
さ
れ
た
工
夫
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

普
遍
的
な
「
通
俗
的
教
訓
話
」
と
し
て
の
骨
組
を
用
い
つ
つ
、
語
り
手
〈
私
〉
を
駆
使
し
た
創
作
方
法
に
よ
っ
て
、
「
私
」
の
体
験
記
と
(192) 



し
て
の
『
魔
術
』
は
構
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
小
説
の
構
造
に
む
し
ろ
近
い
綴
密
な
作
品
構
成
が
、
同
時
に
、
非
現
実
的
か
つ
教
訓
的

(191) 

な
童
話
の
世
界
を
も
作
り
上
げ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
の
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
結
果
的
に
、
そ
の
表
向
き
の
教
訓
的

な
物
語
と
し
て
の
通
俗
性
ゆ
え
に
、
文
壇
側
か
ら
は
顧
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
『
魔
術
』
だ
が
、
「
芥
川
の
〈
御
伽
噺
〉
」
、
即
ち
、
芥
川

童
話
を
読
み
解
く
上
で
も
、
『
魔
術
」
の
再
検
討
は
、
今
後
に
お
け
る
必
至
の
課
題
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

注（1
）
芥
川
の
執
筆
し
た
童
話
・
・

m
w「
蜘
昧
の
糸
」
（
「
赤
い
鳥
」
第
一
巻
第
一
号
、
大
正
七
年
七
月
）

ω
「
犬
と
笛
」
（
「
赤
い
鳥
」
第
二
巻
第
一
号
、
大
正
八
年
一
月
）

「
犬
と
笛
（
下
）
」
（
「
赤
い
鳥
」
第
二
巻
特
別
号
、
大
正
八
年
二
月
）

ω
「
魔
術
」
（
「
赤
い
鳥
」
第
四
巻
第
一
号
、
大
正
九
年
一
月
）

的
「
杜
子
春
」
（
「
赤
い
鳥
」
第
五
巻
第
一
号
、
大
正
九
年
七
月
）

切
「
ア
グ
ニ
の
神
」
（
「
赤
い
鳥
」
第
六
巻
第
一
号
、
大
正
十
年
一
月
）

「
ア
グ
ニ
の
神
（
つ
ず
き
）
」
（
「
赤
い
鳥
」
第
六
巻
第
二
号
、
大
正
十
年
二
月
）

紛
「
三
つ
の
宝
」
（
「
良
婦
之
友
」
第
一
巻
第
二
号
、
大
正
十
一
年
二
月
）

m
w「
仙
人
」
（
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
第
一
年
第
一
号
、
大
正
十
一
年
四
月
）

ぬW
「
白
」
（
「
女
性
改
造
」
第
二
巻
第
八
号
、
大
正
十
二
年
八
月
）

例
「
白
い
小
猫
の
伽
噺
」
（
未
完
）

側
「
三
つ
の
指
環
」
（
未
完
）

未
完
の
仰
と
仰
を
除
い
て
、
総
合
八
作
の
童
話
執
筆
だ
と
主
張
す
る
説
も
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
に
掲
載
さ
れ
た
の
『
仙

人
』
を
童
話
と
し
な
い
総
合
七
作
と
す
る
説
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
関
口
安
義
氏
（
『
芥
川
龍
之
介
と
児
童
文
学
』
、
平
文
社
、
平
成
十
二
年
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(2
) 

一
月
三
十
一
日
）
の
ま
と
め
を
取
り
上
げ
る
。

「
子
供
の
た
め
に
純
麗
な
讃
み
物
を
授
け
」
ょ
う
と
す
る
児
童
文
学
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
の
標
梼
語
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

「
現
在
世
間
で
流
行
し
て
ゐ
る
子
供
の
讃
物
の
最
も
多
く
は
、
そ
の
俗
悪
な
表
紙
が
多
面
的
に
象
徴
し
て
ゐ
る
如
く
、
種
々
の
意
味
に
於
て
、

い
か
に
も
下
劣
極
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
も
の
が
子
供
の
真
純
を
侵
害
し
っ
、
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
単
に
思
考
す
る
だ
け
で
も
恐
ろ

し
い
」
。
こ
の
「
現
在
世
間
で
流
行
し
て
ゐ
る
子
供
の
讃
物
」
と
い
う
の
は
、
巌
谷
小
波
を
代
表
と
す
る
「
少
年
文
学
」
「
お
伽
話
」
や
、
立

川
文
庫
な
ど
の
立
身
出
世
・
勧
善
懲
悪
的
な
教
訓
も
の
を
き
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

芥
川
の
前
五
作
品
『
蜘
妹
の
糸
」
『
犬
と
笛
』
『
魔
術
」
「
杜
子
春
』
『
ア
グ
ニ
の
神
」
は
、
児
童
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
を
登
場
舞
台
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
芥
川
を
は
じ
め
、
様
々
な
と
こ
ろ
か
ら
集
め
ら
れ
た
作
品
（
創
作
童
話
・
翻
案
童
話
・
童
謡
な
ど
）
が
「
赤
い
鳥
」
童
話
を
形
成

す
る
一
方
で
、
同
時
に
「
「
赤
い
鳥
」
童
話
」
と
い
う
枠
組
に
個
々
の
作
品
も
逆
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
「
童
話
と
童
謡
を

創
作
す
る
最
初
の
文
学
的
運
動
」
と
い
う
抱
負
を
掲
げ
て
、
大
正
七
年
七
月
に
創
刊
さ
れ
た
児
童
雑
誌
「
赤
い
烏
」
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に

寄
せ
ら
れ
た
童
話
、
お
よ
び
毎
号
に
三
作
以
上
は
掲
載
さ
れ
る
雑
誌
の
創
刊
者
で
あ
り
編
集
者
で
も
あ
る
鈴
木
三
重
吉
の
童
話
の
多
く
が
外

国
民
話
や
童
話
の
翻
案
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
そ
の
た
め
か
、
そ
れ
ら
の
内
容
が
ほ
ぼ
低
年
齢
層
向

け
と
な
る
な
か
で
、
「
現
在
」
と
い
う
時
空
に
非
現
実
的
か
つ
超
自
然
的
な
「
魔
術
」
を
扱
い
、
人
間
の
「
慾
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
芥

川
の
創
作
童
話
『
魔
術
」
が
、
「
赤
い
鳥
」
作
品
と
し
て
は
、
決
し
て
駄
作
で
は
な
く
、
む
し
ろ
高
年
齢
層
向
け
の
優
れ
た
一
作
だ
と
主
張

す
る
こ
と
は
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。

「
『
蜘
昧
の
糸
」
と
『
魔
術
」
と
は
そ
の
構
成
ま
で
も
が
酷
似
し
て
い
る
」
（
木
村
小
夜
「
芥
川
童
話
に
お
け
る
〈
因
果
〉
再
検
討

l

『
蜘
昧

の
糸
』
か
ら
「
魔
術
」
へl
」
・
「
福
井
県
立
大
学
論
集
」
一
O
、
平
成
九
年
二
月
）
と
い
う
点
に
お
い
て
、
人
間
の
欲
心
を
扱
っ
て
い
る

「
魔
術
」
に
は
、
「
『
蜘
昧
の
糸
』
の
梶
陀
多
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
」
（
関
口
安
義
「
童
話
」
・
菊
地
弘
ら
編
『
芥
川
龍
之
介

研
究
』
明
治
書
院
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
）
と
す
る
一
方
で
、
そ
の
「
主
題
は
「
蜘
昧
の
糸
』
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
批
判
を
継
い
で
い
る
」
（
三

好
行
雄
「
〈
御
伽
噺
〉
の
世
界
で
」
・
『
日
本
児
童
文
学
大
系
第
1
2

巻
秋
田
雨
雀
・
武
者
小
路
実
篤
・
芥
川
龍
之
介
・
佐
藤
春
夫
・

吉
田
絃
二
郎
集
」
ほ
る
ぷ
出
版
、
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
。
の
ち
「
三
好
行
雄
著
作
集
第
三
巻
芥
川
龍
之
介
論
』
筑
摩
書
房
、
平
成
五

年
三
月
）
と
し
、
「
『
蜘
昧
の
糸
』
か
ら
の
発
展
」
（
尾
崎
瑞
恵
「
芥
川
龍
之
介
の
童
話
」
、
「
文
学
」
昭
和
四
十
五
年
六
月
）
が
常
に
指
摘
さ

れ
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
「
『
蜘
妹
の
糸
』
か
ら
『
魔
術
」
に
到
る
傾
斜
は
、
や
が
て
、
「
杜
子
春
』
へ
到
る
」
（
越
智
良
二
「
芥
川
童
話
の
(190) 
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展
開
を
め
ぐ
っ
て
」
、
「
愛
媛
国
文
と
教
育
」
平
成
一
年
十
二
月
）
も
の
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
の
だ
っ
た
。

芥
川
は
そ
の
後
年
に
童
話
集
『
三
つ
の
宝
」
の
編
集
に
携
わ
っ
た
が
、
自
分
の
創
作
し
た
童
話
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
唯
一

そ
の
面
影
を
伺
う
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
小
島
政
二
郎
氏
に
宛
て
た
幾
通
の
書
簡
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は
、
主
に
創
作
状
況
（
進
度
）
や
三

重
吉
の
童
話
文
体
に
対
す
る
絶
賛
な
ど
の
文
句
が
綴
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
が
、
「
御
伽
噺
に
は
弱
り
ま
し

た
」
（
大
正
七
年
五
月
十
六
日
）
・
「
鈴
木
さ
ん
の
御
伽
噺
の
雑
誌
」
（
大
正
七
年
六
月
十
八
日
）
・
「
鈴
木
さ
ん
の
お
だ
て
に
乗
っ
て
一
つ

御
伽
噺
を
書
き
ま
し
た
。
」
（
大
正
七
年
六
月
二
十
三
日
）
な
ど
の
よ
う
に
、
童
話
の
こ
と
を
「
御
伽
噺
」
と
呼
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

酒
井
英
行
「
芥
川
龍
之
介
の
童
話
｜
「
魔
術
」
『
杜
子
春
」
な
ど
｜
」
（
「
藤
女
子
大
学
園
文
雑
誌
」
平
成
二
年
九
月
）
。

井
上
諭
一
「
宇
宙
の
妖
術
か
ら
室
内
の
魔
術
へ
｜
｜
『
ハ
ツ
サ
ン
・
カ
ン
の
妖
術
」
か
ら
み
た
『
魔
術
』
｜
｜
」
（
「
弘
学
大
語
文
」
平
成
三

年
九
月
）
。

井
上
諭
一
、
前
掲
載
論
。

酒
井
英
行
、
前
掲
載
論
。
同
（6
）
。

一
柳
慶
孝
「
催
眠
術
の
登
場
l

合
理
と
非
合
理
の
は
ざ
ま
で
」
（
「
催
眠
術
の
日
本
近
代
』
、
青
弓
社
、
平
成
九
年
十
一
月
）
。

越
智
良
二
、
前
掲
載
論
。

滑
川
道
夫
「
芥
川
龍
之
介
の
児
童
文
学
」
（
「
国
文
学
」
、
昭
和
三
十
三
年
八
月
）
。

太
田
修
教
「
魔
術
」
（
「
日
本
文
学
」
、
昭
和
四
十
一
年
五
月
）

D

同
（
6

）
。

同
（
6

）
。

同
（
6

）
。

木
村
小
夜
、
前
掲
載
論
。

同
（
日
）
。

太
田
修
教
（
前
掲
載
論
）
氏
が
取
り
挙
げ
た
幾
つ
か
の
感
想
文
に
、
「
も
し
、
私
が
作
者
と
同
じ
立
場
に
出
会
っ
た
ら
き
っ
と
「
欲
を
捨
て

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
」
と
、
言
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
同
じ
道
を
た
ど
る
の
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
私
だ
け
で
は
な
い
と
思
う
。 (189) 
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（ω
）
 

（
日
）

（
口
）

（
日
）

（
凶
）

（
日
）

（
凶
）

（η
）
 

（
問
）

（
円
）
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（
初
）

（
引
）

世
界
中
の
大
部
分
の
人
々
、
い
や
、
す
べ
て
の
人
々
も
同
じ
道
を
た
ど
る
だ
ろ
う
。
（

H

女
）
」
「
ミ
ス
ラ
に
は
、
こ
の
小
説
の
結
末
が
、
わ

か
っ
て
い
た
の
に
違
い
な
い
。
一
般
の
社
会
人
は
、
結
局
こ
の
主
人
公
と
同
じ
結
果
を
く
り
返
す
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
｜
。
（M
女
）
」
と

あ
る
よ
う
に
、
作
中
の
「
私
」
に
自
分
を
重
ね
る
読
み
方
が
一
般
的
だ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

関
口
安
義
、
前
掲
載
書
。

同
（
日
）
。

付
記

本
稿
は
、
平
成
十
五
年
六
月
十
八
日
に
行
わ
れ
た
慶
麿
義
塾
大
学
芸
文
学
会
で
の
口
頭
発
表
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

圏
、J

4
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