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「

言
か
な
い
こ
と
の
不
可
能」

-
-
カ
フ
カ
と
初
期
の
作
品
に
つ
い
て
-

清

水

ヵ
フ
ヵ
は
一
九
二
一
年
六
月
の
プ
ロ
ー
ト
に
拓
て
た
手
紙
の
中
で
、
当
時
の
ド
イ
ツ
語
系
ユ
ダ
ヤ
作
家
と
ユ
ダ
ヤ
教(

父)

と
の
関
係
、
 

言
葉
の
問
題
、「

言
く
こ
と」

に
対
す
る
意
識
、
そ
し
て
波
ら
の
文
学
の
性
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
にII

日
い
て
い
る
。

「

こ
の
場
合
、

精
神
分
析
よ
り
も
乱
の
気
に
入
っ
て
い
る
の
は
、

か
な
り
の
人
が
そ
れ
で
精
神
的
に
S
分
を
養
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
こ 

の
父
親
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
、
無
実
の
父
親
に
で
は
な
く
、
父
親
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
で
す
。
こ
の
ユ
ダ
ヤ
教 

か
ら
離
れ
る
道
を
た
い
て
い
の
場
合
父
親
た
ち
の
は
っ
き
り
し
な
い
同
意
の
も
と
に(

こ
の
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
最
も 

腹
立
た
し
い
こ
と
で
し
た)

ド
イ
ツ
語
で
言
き
始
め
た
ほ
と
ん
ど
の
人
が
求
め
て
い
た
の
で
す
。
彼
ら
は
そ
れ
を
求
め
て
は
い
ま
し
た
が
、
 

し
か
し
後
脚
で
は
ま
だ
父
親
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
し
、
前
脚
で
は
彼
ら
は
ま
だ
新
し
い
大
地
を
兄
い
出
し
か
ね
て
い
ま
し 

ち

こ
の
絶
望
が
彼
ら
の
イ
ン
ス
ピ
レー

シ
ヨ
ン
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
も
何
か
は
か
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
と
同
じ
よ
う
に
ひ
と
つ
の
立
派
な
イ
ン
ス
ピ
レ
I
シ
ヨ
ン
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
し
か
し
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近
づ
い
て
よ
く
見
れ
ば
、
や
は
り
い
く
つ
か
の
悲
し
い
特
性
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
第
一
に
、
彼
ら
の
絶
望
が
爆
発
し
た
場
所
が
ド
イ
ツ 

文
学
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。

外
見
は
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
見
え
た
け
れ
ど
も
。

彼
ら
は
三
つ
の
不
可
能
の
間
に
生
き
て
い
ま
し
た
。
 

…

：
.す
な
わ
ち
、
言
か
な
い
こ
と
の
不
可
能
、
ド
イ
ツ
語
で
書
く
こ
と
の
不
可
能
、
は
か
の1

言
葉
で
書
く
こ
と
の
不
可
能
、
こ
れ
に
ほ
と 

ん
ど
四
番
目
の
不
可
能
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
書
く
こ
と
の
不
可
能
、(

と
い
う
の
は
、

こ
の
絶
望
は
書
く 

こ
と
に
よ
っ
て
鎮
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
そ
れ
は
生
き
る
こ
と
、
そ
し
て
書
く
こ
と
の
敵
で
あ
っ
た
、
書
く
こ
と
は
こ 

こ
で
は
、
首
を
吊
る
直
前
に
遣
書
を
書
く
人
間
に
と
っ
て
の
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
暫
定
措
置
に
す
ぎ
な
か
っ
た——

暫
定
措
置
と
い
っ
て 

も
、
そ
れ
は
一
生
涯
続
く
か
も
し
れ
な
い)

で
す
か
ら
そ
れ
は
、

あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
み
て
不
可
能
な
文
学
で
し
た
。
ド
イ
ツ
人
の
子
供 

を
摇
籠
か
ら
盗
ん
で
き
て
、
大
い
そ
ぎ
で
仕
立
て
上
げ
た
ジ
プ
シ
I
文
学
で
し
た
。
な
に
し
ろ
誰
か
が
綱
の
上
で
踊
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
の
で
す
か
ら
。(

し
か
し
そ
れ
は
ド
イ
ツ
人
の
子
供
で
す
ら
な
か
っ
た
、

何
で
も
な
か
っ
た
、

誰
か
が
踊
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
に
す 

ぎ
な
い)

.(

1)」

'本
稿
で
は
、

こ
の
手
紙
の
中
で
言
わ
れ
て
い
る
三
つ
の
不
可
能
、「

書
か
な
い
こ
と
の
不
可
能」

「

ド
イ
ツ
語
で
書
く
こ
と
の
不
可
能」 

「

ほ
か
の
言
葉
で
書
く
こ
と
の
不
可
能」

に
つ
い
て
、
+
九
世
紀
末
の
プ
ラ
ハ
の
ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
的
、
社
会
的
背
景
と
言
葉 

の
問
題
か
ら
考
察
し
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
不
可
能
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
カ
フ
カ
の
作
品
、
こ
こ
で
は
初
期
の
作
品
、『

あ
る
戦
い
の
記 

録』
『

田
舎
の
婚
礼
準
備』

『

判
決』

と
カ
フ
カ
と
の
関
保
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。



当
時
の
プ
ラ
ハ
に
お
い
て
ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人
は
き
わ
め
て
特
殊
な
社
会
的
状
況
の
中
に
置
か
れ
て
い
た
。

一
九0

0

年
の
ブ
ラ
ハ
の 

人
口
は
約
四
五
万
人
で
、
そ
の
う
ち
ド
イ
ツ
語
を
使
う
住
民
は
三
万
四
千
人
、
さ
ら
に
そ
の
八
五
％
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
ド
イ 

ツ
人
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
集
団
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
集
団
の
構
成
員
は
、「

ド
イ
ツ
化
し
た
貴
族
、

つ
ま
り
外
国
人
貴
族
、
政
府
部 

内
に
お
い
て
上
位
も
し
く
は
中
位
の
要
職
に
あ
る
者
、
プ
ラ
ハ
.警
備
隊
の
将
校
、
案
業
家
や
卸
売
業
者
、
そ
の
他
富
裕
な
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
、
 

大
学
及
び
工
業
専
門
学
校
の
教
授
、

ド
イ
ツ
人
俳
優…

)」

な
ど
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
握
り
の
ド
イ
ツ
人
集
団
が
民
族
的
背
景
を
持
た
ぬ 

ま
ま
に
プ
ラ
ハ
を
支
配
し
、
こ
の
集
団
に
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
が
結
び
付
い
て
プ
ラ
ハ
の
支
配
階
層
を
麻
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ 

の
時
代
に
は
す
で
に
ド
イ
ツ
人
に
よ
る
ま
配
は
形
式
的
な
も
の
と
な
り
、
豊
富
な
資
本
を
所
有
し
て
実
質
的
に
こ
の
支
配
保
制
を
支
え
て 

い
た
の
は
ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
。
当
然
こ
の
体
制
は
オ
I

ス
ト
リ
ア
の
政
治
支
配
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て 

チH
n

人
に
と
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
区
別
は
な
く
、
彼
ら
は
チH 

n

語
と
は
別
の
一
言
葉
を
使
い
、
全
く
異
な
っ
た
文
化 

生
活
を
送
り
な
が
ら
自
分
た
ち
を
支
配
す
る
異
邦
人
で
あ
っ
た
。

一
A

A
一
 

年
に
プ
ラ
ハ
の
ユ
ダ
ヤ
人
ゲ
ッ
ト
ー
が
廃
止
さ
れ
た
の
ち
に
お
い
て
も
、
彼
ら
は
チH

コ
の
民
衆
か
ら
か
け
離
れ
た
と
こ
ろ 

で
、
自
発
的
に
不
可
視
の
文
化
的
社
会
的
ゲ
ッ
ト
I
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
が
経
済
的
ま
た
社
会
的
に
国
民
的
背
景 

を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
く
る
不
安
の
現
れ
で
あ
り
、
こ

の「

ゲ
ッ
ト
I

」

は
、
次
第
に
政
治
力
経
済
力
を
強
め
て
き
た
チH 

コ
人
の
民
族
主
義
と
い
う
海
に
淳
か
ぶ
小
島
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
ヵ
フ
ヵ
が
父
親
と
店
の
従
業
員
の
対
立
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と

20



は
、
両
民
族
間

の一

般
的
な
敵
対
関
係
を
表
し
て
い
る
。「

あ
な
た

(

父
親)

は
従
業
員
の
こ
と
を 

<

給
料
を
も
ら
う
敵〉

と
呼
ん
で
い
ま 

し
た
。
德
か
に
彼
ら
は
そ
う
で
し
た
。
し
か
し
彼
ら
が
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
前
に
、
あ
な
た
の
方
が〈

給
料
を
私
う
敵〉

で
あ
っ
た

よ
う 

に
'ぽ
く
に
は
思
わ
れ
ま
し
た(

3)

。」

千
年
の
歴
史
を
持
つ
プ
ラ
ハ
の
ユ
ダ
ヤ
共
同
体
社
会
は
、
そ
の
当
初
か
ら
チH

n

人
と
反
目
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
中
世
に
お
い 

て
は
両
者
は
む
し
ろ
緊
密
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る(

1
。

そ
れ
が
三
十
年
戦
争
を
契
機
と
し
て
、

特
に
一
六
ニ
0
年
の
白 

山
の
戦
い(

S)

以
後
、

チH 

n
の
貴
族
は
処
刑
あ
る
い
は
追
放
さ
れ
、

民
衆
は
徹
底
的
に
抑
圧
さ
れ
、

チH 

n

語
は
公
用
語
と
し
て
の
使 

用
を
禁
じ
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
チH

コ
語
に
よ
る
教
ホ
同
す
ら
も
禁
じ
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
チH

コ
の
民
衆
か
ら
離 

れ
、
ド
イ
ツ
人
へ
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
保
全
を
図
り
、
文
化
の
恩
恵
に
裕
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
過
程
で
両
者 

の
敵
射
関
係
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

十
九
世
紀
に
お
い
て
多
く
の
チH 

n

人
の
社
会
的
地
位
は
下
級
従
業
員
、
御 

者
、
運
転
手
、
女
中
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
I
ト
あ
る
い
は
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
で
あ
っ
た
が
、
民
族
主
義
の
台
頭
と
と
も
に
吹 

第
に
そ
の
地
位
も
高
ま
り
、
世
紀
未
に
は
ボ
ヘ
ミ
ア
の
政
治
支
配
は
ド
イ
ツ
人
の
手
か
ら
チH

コ
人
の
手
に
務
り
始
め
て
い
た
。

一
方
、
 

ユ
ダ
ヤ
人
は
、
ド
イ
ツ
人
へ
の
接
近
に
よ
る
経
済
的
繁
榮
と
引
き
換
え
に
、

ユ
ダ
ヤ
教
の
真
の
精
神
を
失
い
、

ユ
ダ
ヤ
教
は
習
慣
的
な
儀 

式
の
う
ち
に
そ
の
形
式
を
と
ど
め
る
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
カ
フ
カ
の
父
親
の
世
代
で
あ
る
。

「

ユ
ダ
ヤ
精
神
そ
の
も
の
は
こ
れ
ら
の
人
々
に…

…

ほ
と
ん
ど
内
容
を
与
え
て
く
れ
な
か
っ
た
。

宗
教
的
連
帯
感
は
若
い
世
代
に
は
は 

と
ん
ど
も
う
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

一
方
そ
れ
よ
り
上
の
世
代——

た
と
え
ば
カ
フ
カ
の
父——

で
は
、
そ
れ
は
内
蓉
の
な
い
形
骸
に
化 

し
て
し
ま
っ
て
い
た
。」

「

プ
ラ
ハ
市
、
か
つ
て
は
最
も
敬
虔
な
町
だ
っ
た
こ
れ
が
、
今
で
は
最
も
非
宗
教
的
な
町
の
一
つ
に
な
っ
て
し
ま 

っ
て
い
た
。」

(

カ
フ
カ
の
友
人
フH

リ
ク

ス

•
ヴH

ル
チ
ユ
の
記
述)

(

6)

。



世
紀
未
の
プ
ラ
ハ
の
町
に
は
、

ユ
ダ
ヤ
教
が
形
骸
化
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、

ユ
ダ
ヤ
人
ゲ
ッ
ト
ー
の
形
骸
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
。
力 

フ
カ
は
、「

あ
の
暗
い
片
隅
や
、
秘
密
に
満
ち
た
通
路
、
盲
窓
、
汚
な
い
中
庭
、
騒
が
し
い
居
酒
屋
、
戸
閉
め
し
た
宿
屋
な
ど
が
生
き
て 

い
る…

…
こ
の
不
健
康
な
古
い
ユ
ダ
ヤ
人
街」

に
親
し
み
を
覚
え
て
い
た
よ
う
だ(

フ)

。
そ
し
て
彼
は
生
涯
の
ほ
と
ん
ど
を
こ
の
ョ
I

ゼ
フ 

区(

旧
ゲ
ッ
ト
ー)
周
辺
で
過
ご
し
た
の
で
あ

る

。

パ
f

ヴH

ル•

ア
イ
ス
ナ
I

は
当
時
の
ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人
の
状
況
に
つ
い
て
狄
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「

チH
n

人
か
ら
見
れ
ば
、
ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人
は
三
つ
の
意
味
で
異
邦
人
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
教
義
も
し
く
は
純
血
種
に
も
と 

づ
く
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
異
邦
人
で
あ

り

、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
I

ト
と
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
群
衆
の
中
で
、
お
お
む
ね
何
不
g
由
の
な
い
大
金
持 

の
市
民
と
し
て
異
邦
人
で
あ
り
、
そ
し
て
第
三
に
は
、〈

ド
イ
ツ
人〉

と
し
て
異
邦
人
で
あ
っ
た(

S)

。」 

I

つ
ま
り
彼
ら
に
と
っ
て
自
ら
の
世
界
と
呼
べ
る
も
の
は
何
一
つ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
はM

己
の
存
在
の
不
確
か
さ
か
ら
く
る
内 

的
不
安
、
そ
し
て
絶
え
ず
決
断
を
迫
る
政
治
的
緊
張
、
例
え
ぼ
、
社
会
主
義
、
無
政
府
主
義
、
チH

n

民
族
主
義
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
一 

た
外
部
か
ら
の
脅
威
の
中
に
あ
っ
て
、
も
し
そ
れ
ら
に
身
を
投
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
別
の
仕
方
で
自
ら
の
世
界 

を
、
現
実
を
手
に
入
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼

ら

は「

書
く
こ
と」

の
内
に
彼
ら
自
身
の
現
実
を
創
造
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ 

た
の
で
あ
る
。
先
の
プ
ロ
I
ト
宛
の
手
紙
の
中
で
、
カ
フ
カ
の1
言

う「

書
か
な
い
こ
と
の
不
可
能」

と
は
こ
う
し
た
享
情
に
よ
る
。
し
か 

し
、
カ
フ
カ
に
と
っ
て
こ
の「

書
く
こ
と」

を
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
の
は
、「

ド
イ
ツ
語
で
言
く
こ
と
の
不
可
能」

「

ほ
か
の
言
葉
で 

書
く
こ
と
の
不
可
能
,
と
い
う
一
言
葉
の
問
題
で
あ
る
。



D

当
時
の
ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人
の
息
子
は
、
女
中
や
使
用
人
た
ち
か
ら
チH

コ
話
を
覚
え
、
両
親
と
は
ド
イ
ツ
語
で
話
し
、
ド
イ
ツ
系
の 

学
校
で
ド
イ
ツ
語
で
教
ホE
を
受
け
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
す)

。
し
か
し
民
衆
は
当
然
チH 

n

語
を
話
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
一
 

握
り
の
ド
イ
ツ
系
住
民
だ
け
が
、
彼
ら
の
社
交
範
囲
の
中
だ
け
で
習
い
覚
え
た
ド
イ
ツ
語
を
使
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ク
ス
•
ヴ
ァ 

I

ゲ
ン
バ
ッ
ハ
は「

若
き
日
の
カ
フ
カ」

の
中
で
吹
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。

「

チ
ェn

の
土
着
人
口
に
と
り
囲
ま
れ
た
ボ
ヘ
ミ
ア
内
部
の
ド
イ
ツ
人
は
紙
の
ド
イ
ツ
語
を
話
す
。

…
…

そ
こ
に
は
土
か
ら
生
ま
れ
た
一 

表
規
の
充
溢も
欠
け
て
い
る
し
、
方
言
形
式
の
充
溢
も
欠
け
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
貧
し
い
。
こ
こ
で
は
方
言
の
充
溢
とと
も
に
方
言
の 

メ
ロ
デ
イ
I

も
先
な
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。」

(
フ
リ
ッ
ツ
.
マ
ク
ト
ナ
I

)
「

わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
で
は
言
葉
の
流
れ
が
砂
に
埋
も
れ
る
一 

危
險
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。…

…

プ
ラ
ハ
に
は
言
葉
が
つ
ね
に
新
た
に
生
ま
れ
て
く
る
元
の
ド
イ
ツ
人
口
が
な
い
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
教 

養
に
よ
つ
て
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。」

(

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ•

テ
I
ヴH

レ
ス)

(
S)。

こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ハ
の1

言
語
状
況
の
中
で
、
カ
フ
カ
も
含
め
て
ド
イ
ツ
語
系
ユ
ダ
ヤ
作
家
た
ち
が
、
ド
イ
ツ
語
に
討
し
異
和
感
、
空

棘

‘
 

感
を
抱
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
カ
フ
カ
は
ド
イ
ツ
語
よ
り
む
し
ろ
チH

コ
語
の
方
に
親
し
み
を
覚
え
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
っ 

た
よ
う
だ(

H
。
彼
は
他
の
作
家
に
は
思
い
も
よ
ら
な
い
く
ら
い
チH 

n

語
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
が
、
チ
ェ
コ
語
で
言
く
こ
と
が
で
き
る 

よ
う
な
環
境
に
は
い
な
か
っ
た
。

当
を
プ
ラ
ハ
で
使
わ
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
語
は
、

チ
ェn

語
の
影
響
を
強
く
受
け
た
プ
ラ
ハ
•
ド
イ
ツ 

語
、
別

名

「

ク
ラ
イ
ン
ザ
イI

ア
•
ド
イ
ツ
語」

で
あ
り
、
こ
れ
に
封
し
て
は
、
発
音
、
構
文
、
用
語法
の
か
な
り
の
乱
れ
と
、語

！
！

そ
の
も



の
の
貧
困
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
ド
イ
ツ
語
と
チH

コ
語
の
解
き
ほ
ぐ
し
え
な
い
混
合
語
で
あ
る
台
所
ド
イ
ツ
語
、
 

更
に
ド
イ
ツ
語
化
し
た
イ
ッ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
の
一
つ
で
あ
る
マ
ク
シH

ル

•
ド
イ
ツ
語
の
影
響
も
あ
っ
た(

ロ)

。
ド
イ
ツ
語
に
対
す
る
基 

本
的
な
異
和
感
、
空
辣
感
を
抱
き
つ
つ
、
更
に
こ
の
貧
し
い
プ
ラ
ハ
•
ド
イ
ツ
語
を
克
服
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
語
系
ユ
ダ
ヤ
作
家
た
ち 

は
言
葉
の
飾
り
立
て
と
誇
張
に
腐
心
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
増
々
空
虚
に
な
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
討
し
て
カ
フ
カ
は
彼
ら
と 

は
別
の
道
を
選
ん
だ
。
彼
は
こ
の
プ
ラ
ハ
•
ド
イ
ツ
語
が
現
実
を
失
っ
て
い
る
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ
の 

最
も
初
期
の
も
の
に
属
す
る
短
編『

あ
る
戦
い
の
記
録』

の
中
か
ら「

酔
っ
ぱ
ら
い
と
の
謝
話」

の
冒
頭
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

「

、ぽ
く
が
家
の
門
か
ら
小
股
に
恭
い
て
外
に
で
る
と
、

月
と
星
々
を
持
っ
たInl

大
な
ア
I
チ
形
の
天
、
そ
し
て
市
庁
舎
、

マ
リ
ア
様
の 

柱
像
、
教
会
の
あ
る
リ
ン
グ
広
場
に
突
然
襲
わ
れ
た
。

ぼ
く
は
静
か
に
影
か
ら
月
梵
の
中
に
歩
み
出
て
、
オ
ー
バ
ー
の
ボ
タ
ン
を
外
し
、
身
体
を
暖
め
た
。
そ
れ
か
ら
両
手
を
上
げ
て
夜
の 

ざ
わ
め
き
を
黙
ら
せ
、
そ
し
て
じ
っ
く
り
考
え
始
め
た
。

<

お
ま
え
た
ち
が
現
実
で
あ
る
か
の
よ
う
な
振
り
を
し
て
い
る
の
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
。

ぼ
く
が
非
現
実
で
、

緑
の
舗
石
の 

上
に
滑
稽
に
立
っ
て
い
る
の
だ
と
、
、ぽ
く
に
信
じ
さ
せ
た
い
の
か
、
し
か
し
天
よ
、
お
ま
え
が
現
実
だ
っ
た
の
は
も
う
ず
っ
と
昔
の
こ
と 

な
の
だ
。
そ
し
て
、
リ
ン
グ
広
場
よ
、
お
ま
え
が
か
つ
て
現
実
だ
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
の
だ
。〉

< 
確
か
に
、
今
で
も
お
ま
え
た
ち
は 

、ぽ
く
よ
り
優
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
も
ぱ
く
が
お
ま
え
た
ち
を
そ
っ
と
し
て
お
く
と
き
だ
け
だ
。〉

〈

あ
り
が
た
い
、

月
よ
、
お
ま
え
は
も
う
月
で
は
な
い
。

し
か
し
月
と
呼
ば
れ
て
い
る
お
ま
え
を
相
焚
わ
ら
ず
月
と
呼
ぶ
の
は
た
ぶ
ん 

ぽ
く
の
怠
慢
だ
ろ
う
。
ぼ
く
が
お
ま
え
を『

奇
妙
な
色
を
し
た
、
忘
れ
ら
れ
た
紙
の
ラ
ン
タ
ン』

と
呼
べ
ば
、
お
ま
え
は
も
う
元
気
が
な 

く
な
る
の
は
な
ぜ
だ
、
そ
し
て『

マ
リ
ア
様
の
柱
僚』

と
呼
べ
ば
、
ほ
と
ん
ど
後
退
り
す
る
の
は
な
ぜ
だ
、
そ
れ
か
ら
、

マ
リ
ア
様
の
柱
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像
よ
、
'ぼ
く
が
お
ま
え
を『

黄
色
い
ま
り
を
放
つ
月』

と
呼
べ
ば
、
お
ま
え
の
威
嚇
的
な
態
度
は
も
う
見
分
け
が
つ
か
な
く
な
る(

S
)。
〉」 

こ
こ
で
す
で
に
個
々
の
も
の(「

ぽ
く」

も
含
め
て)

の
間
、
も
の
と
言
葉
と
の
間
の
関
連(

現
実)

が
失
わ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
関
連 

が
失
わ
れ
た
状
況
で
は
、

月

を

「

月」

と
呼
、ぽ
う
と
、「

ラ
ン
夕
ン」

あ

る

い

は「

マ
リ
ア
様
の
柱
像」

と
呼
、ぽ
う
と
同
じ
こ
と
で
あ 

る
。
こ
こ
で
は
言
葉
に
実
体
が
俘
な
っ
て
い
な
い
。
但
し
、
こ
こ
で
い
う
言
葉
と
は
プ
ラ
ハ
•
ド
イ
ツ
語
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の「

奇
妙 

な
色
を
し
た
、
忘
れ
ら
れ
た」

あ
る
い
は「

月
と
星
々
を
持
っ
た
巨
大
な
ア
I
チ
形
の」

と
い
う
よ
う
な
表
現
は
、
恐
ら
く
他
の
ド
イ
ツ 

語
系
ユ
ダ
ヤ
作
家
た
ち
へ
の
皮
肉
で
あ
ろ
う
。

彼
ら
は
空
陳
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
プ
ラ
ハ
•
ド
イ
ツ
語
に
付
加
語
を
つ
け
て
飾
り
立 

て
、
見
せ
か
け
の
実
在
感
を
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
カ
フ
カ
に
と
っ
て
は
、
月

を「

月」

と
書
く
の
は
怠
慢
で
あ
っ
た
。
も
は
や「

ド
イ 

ツ
語(

プ
ラ
ハ
•
ド
イ
ツ
語)

で
書
く
こ
と
は
不
可
能」

で
あ
り
、「

別
の
言
葉(

チH

コ
語
、
イ
ッ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
等)

で
書
く
こ
と
も
不
一 

可
能」

で
あ
っ
た
。
彼
は
書
く(

現
実
を
造
り
出
す)

た
め
に
は
、
ま
ず
言
葉
か
ら
造
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
彼
が
選
ん
だ
の
は
ぴ 

や
は
り
ド
イ
ツ
語(

標
準
ド
イ
ツ
語)

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
彼
に
と
っ
て
も
他
の
ユ
ダ
ヤ
作
家
に
と
っ
て
も
、
初
め
か
ら
存
在
し
な
い
言
葉
一 

で
あ
っ
た
。
彼
は
句
読
点
の
打
ち
方
や
正
書
法
の
細
部
に
こ
だ
わ
る
こ
モ
に
よ
っ
て
、
極
力
標
準
ド
イ
ツ
語
の
中
に
自
己
を
制
限
し
よ
う 

と
し
た(

H)

。
そ
の
結
果
、「

カ
フ
カ
の
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
地
方
的
影
響
か
ら
清
め
ら
れ
た
彼
独
ま
の
プ
ラ
ハ
•
ド
イ
ツ
語
と
な 

っ
た(

K)」

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
プ
ラ
ハ
の
ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
、
よ
そ
よ
そ
し
く
、
冷
淡
で
、
滑
稽
に
さ
え
感
じ
ら
れ
た
言 

葉
で
あ
り
、
カ
フ
カ
に
と
っ
て
は
、「

ド
イ
ツ
人
の
子
供
を
揺
籠
か
ら
盤
ん
で
き
て
、
大
い
そ
ぎ
で
仕
立
て
上
げ
た」

、
し
か
し
結
局
の
と 

こ

ろ「

ド
イ
ツ
人
の
子
供
で
す
ら
な
か
っ
たJ

「

何
も
の
で
も
な
か
っ
た1
言
葉
で
あ
る
。



V)

こ
の
よ
う
に
カ
フ
カ
は
現
実
が
失
わ
れ
た
狀
況
で
、
現
実
に
は
な
い
言
葉
を
使
っ
て
言
き
始
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
で
は
ま
ず
何
を 

書
く
対
象
に
選
ん
だ
ら
よ
い
の
か
。
し
か
し
選
ぶ
こ
と
は
彼
に
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
っ
た
。
彼
の
感
覚
に
触
れ
る
も
の
、
わ
け
も
な
く 

彼
を
引
き
付
け
る
も
の
を
書
く
は
か
な
か
っ
た
。

一
九0

四
年
、
カ
フ
カ
は
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
I

ル
の「

詩
に
つ
い
て
の
新
話」

を
読
ん
で 

厳
い
刺
激
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。

一
九
0
七
年
前
後
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る『

あ
る
戦
い
の
記
録』

が
対
話
形
式
を
と
っ
て
い
る 

の
は
そ
の
影
響
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
の「

析
る
ひ
と
と
の
辩
話」

に
は
、
プ
ラ
ハ
の
旧
市
街
、
特
に
旧
ユ
ダ
ヤ
人
街
を
思
わ
せ 

る
よ
う
な
、
ま
た
そ
れ
に
引
き
忖
け
ら
れ
る
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「

け
れ
ど
も
彼
は
、

黄
色
い
街
燈
が
ま
ば
ら
に
点
っ
て
い
る
だ
け
の
路
地
の
暗
さ
に
も

不

満

で

、
古
い
家
の
、

天
弁
の
低
い
ま
闇
の 

廊
下
に
あ
る
、
木
の
階
段
の
前
に
窄
の
よ
う
に
懸
っ
て
い
る
ラ
ン
プ
の
下
に
、ぽ
く
を
連
れ
て
行
っ
た
S)

。」

「

ぽ
く
は
爪
先
立
ち
で
滑
る
よ
う
に(

教
会
の)

戸
口

へ
歩
い
て
行
き
、
そ
こ
に
坐
っ
て
い
た
目
の
見
え
な
い
乞
食
に
硬
貴
を
一
枚
や
り
、
 

乞
愛
と
並
ん
で
、
開
い
て
い
る
扉
の
後
ろ
に
身
体
を
押
し
つ
け
た
。

一
時
間
、ぽ
く
は
そ
こ
に
坐
っ
て
い
た
。
貌
賢
い
顔
を
し
て
い
た
か
も 

し
れ
な
い
。
そ
こ
は
居
心
地
が
よ
か
っ
た
か
ら
、
し
ば
し
ぱ
こ
こ
へ
架
る
こ
と
に
し
よ
う
と
思
っ
た(

H
。」

カ
フ
カ
を
引
き
付
け
る
も
の
は
や
は
り
プ
ラ
ハ
に
し
か
な
か
っ
.
よ
う
だ
。
彼
が
生
涯
の
は
と
ん
ど
を
プ
ラ
ハ
で
過
ご
し
た
の
は
、
単 

に
生
活
の
都
合
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
書
く
射
象
が
ど
う
に
か
見
い
出
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
、
そ
れ
ら
が
作
品
の
中 

で
現
実
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
対
話
形
式
を
と
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
何
の
役
割
も
果
た
し
て
い
な
い
。
カ
フ
カ
が「

、ぽ
く」

と

「

析
る
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ひ
と」

を
通
し
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
体
験
や
自
己
観
察
の
結
果
を
何
の
関
連
も
な
い
ま
ま
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
絶
望
を
作 

品
の
中
に
も
う
一
度
見
い
出
す
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
ひ
と
つ
こ
こ
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
m
で
引
用
し
た「

酔
っ
ぱ
ら
い
と
の
対
話」

の 

中
に
、
カ
フ
カ
の
文
学
の
そ
の
後
の
展
開
を
予
想
さ
せ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、

つ
ま
り
以
下
の
よ
う
な
こ
と
で 

あ
る
。

最

初

に「

、ほ
く」
は
家
の
門
か
ら
歩
い
て
外
に
出
る
。r

ぽ
く」

は
何
も
予
期
し
て
い
な
い)

そ
の
時
突
然
、
月
や
星
々
を
持
っ
た
夫 

と
、
市
庁
舍
、

マ
リ
ア
様
の
柱
像
そ
し
て
教
会
の
あ
る
リ
ン
グ
広
場
に
襲
わ
れ
る
の
で
あ
る
。(「

襲
わ
れ
る」

と
い
う
の
は
圧
倒
さ
れ
る 

と
解
釈
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
全
体
の
持
つ
重
量
感
、
存
在
感
に
よ
っ
て
圧
倒
さ
れ
る
、

つ
ま
り
満
た
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
完
全
に 

で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら「

、ぼ
く」

に
も
重
量
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
比
率
は
あ
ま
り
に
も
大
き
い)

そ
れ
故
、
最

初

は

そ

れ

ら

一
 

が
現
実
で「

、ぼ
く」

が
非
現
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
じ
っ
く
り
考
え
て
み
る
と(

つ
ま
り
そ
れ
ら
を「

ぽ
く」 

と
の
関
連
の
中
に
置
い
て
み
る
と)

そ
れ
ら
は
も
は
や
現
実
で
は
な
く
な
る
。「

、ぽ
く」

と
そ
れ
ら
と
言
葉
と
の
間
に
何
の
関
連
も
な
い
こ
一 

と

を

「

ぽ
く」

は
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「

お
ま
え
た
ち
を
そ
っ
と
し
て
お
く」

と
い
う
の
も
こ
の
文
脈
の
中
で
理
解
で
き
る
し 

「

両
手
を
上
げ
て
、
夜
の
ざ
わ
め
き
を
熱
ら
せ」

と

い

う

の

は「

ぼ
く」

を
中
心
に
世
界
を
見
よ
う
と
す
る
つ
ま
り「

ぽ
く」

の
中
に 

世
界
を
取
り
込
も
う
と
す
る
動
作
と
し
て
理
解
で
き
る
。
最

初

に「
襲
わ
れ
る」

(

あ
る
も
の
の
存
在
に
圧
倒
さ
れ
る)

——

次

に「

襲
っ 

た
も
の」

と

「

、ぽ
く」

と
の
関
連
を
問
う
。——

更
に
そ
れ
を「

'ぽ
く」
の
中
に
取
り
込
も
う
と
す
る——

最

後

に「

襲
っ
た
も
の」

と 

「

、ぽ
く」

と
の
間
の
重
量
の
比
率
が
残
る
。
こ
の
図
式
は
後
の
作
品
の
中
に
様
々
な
形
で
認
め
ら
れ
る
。
カ
フ
カ
に
と
っ
て
は
こ
の
比
率 

を
正
德
に
見
き
わ
め
る
こ
と
が
課
題
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
カ
フ
カ
は
こ
の
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
意
識
し
て
い
な
い
。

次

に『

旧
舍
の
婚
礼
準
備』

に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
こ
れ
は『

あ
る
戦
い
の
記
録』

と
と
も
に
、
カ
フ
カ
の
最
も
初
期
の
作
品
で



あ
り
、
長
編
小
説
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
が
、
n
部
を
数
べ
I
ジ
言
い
た
と
こ
ろ
で
中
断
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
作
品
は
物
語
形 

式
に
関
し
て
非
常
に
重
大
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

主
人
公
ラ
バ
I
ン
は
婚
礼
準
備
の
た
め
に
田
舍
へ
出
か
け
る
に
あ
た
っ
て
、
仕
事
で
疲
れ
て
お
り
、
あ
ま
り
気
乗
り
も
し
な
い
の
で
、

ラ
バ
I
ン
は
、
、ぽ

く
が
甲
虫
に
変
身
し
て
ベ
ッ
ト
で
寝
て
い
る
間
に
、
、ほ
く
の

分
身
で
あ
る
ラ
バ
ー
ン
を
田
舍
へ
行
か
せ
よ
う
、
彼
は
、

ぱ
く
が
体
息
し
て
い
る
間
に
、
す
べ
て
を
こ
の
上
な
く
み
ご
と
に
遂
行
す
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
こ
の
後
の
筋
に
は
甲
虫
と
な 

っ
た「

、ぼ
く」

は
全
く
登
場
し
て
い
な
い
。

カ
フ
カ
は
こ
こ
で
甲
虫
n「

、ぽ
く

」

を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

語
り
手
で
あ
る
カ
フ 

力
が
作
品
の
外
に
置
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ
に
は
、
語
り
手
で
あ
る
こ
と
、「

書
く
こ
と」

以
外
現
実
に 

存
在
で
き
る
場
所
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
後
は
す
べ
て
分
身
で
あ
る
ラ
バ
I
ン

一 

の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

実
は
ラ
バ
I
ン
は
甲
虫
n「

、ぼ
く」

を
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
持
ち
歩
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ

こ

⑩ 

に
す
で
に
、
作
家
と
語
り
手
と
主
人
公
の
一
致(…
と
い
う
カ
フ
カ
独
特
の
形
式
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
の
作
品
で
は
、

こ
の
形

式

一
 

が
必
ず
し
も
貫
か
れ
て
は
い
な
い
。
中
断
さ
れ
て
い
る
E
部
の
最
後
の
方
で
、
ラ
バ
I
ン
が
田
舎
の
駅
か
ら
、
夜
ひ
ど
い
馬
^̂
に̂
乗
せ
ら 

れ
て
雨
の
中
を
辛
い
思
い
を
し
て
許
嫁
の
い
る
村
へ
向
か
う
と
こ
ろ
で「

こ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
る
の
も
ラ
バ
I
ン
が
彼
の
許
嫁 

の
も
と
へ
行
く
か
ら
こ
そ
で
あ
る
S)」

と
い
う
よ
う
に
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
ひ
よ
っ
こ
り
甲
虫
が
顏
を
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
先
程 

の
図
式
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ま

ず「

女
性
に
襲
わ
れ
る」

、
こ
の
場
合
は
引
き
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
明
確
で
な
い
し
、
 

従
っ
て
そ
の
後
の
展
開
も
明
確
で
な
い
。
こ
の
形
式
と
図
式
は『

審
判』
に
お
い
て
初
め
て
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
る
。『

田
舍
の
婚
礼
準
備』

の
ェ
部
の
插
写
が
個
々
に
関
連
が
な
く
、
非
現
実
的
で
、
夢
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
は
、
こ

の「

引
き
付
け
る
力」

が
明
確
で
な
い 

か
ら
で
あ
る
。
n
部
に
な
っ
て
こ
の
物
語
が
急
に
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
の
は
、
ラ
バ
I
ン
が
村
に
近
づ
く
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
力
が
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彼
の
意
識
の
中
で
次
第
に
強
ま
り
、
彼
と
許
■
と
の
関
係
が
は
っ
き
り
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
插
写
の
間
に
関
連(

現
実) 

が
生
じ
始
め
る
か
ら
で
あ
る
。

上
述
の
甲
虫
が
顏
を
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
カ
フ
カ
は
こ
う
言
い
た
か
っ
た
。

こ
の
物
語
が
こ
こ
ま
で
書
か
れ
て
き
た
の
も
、
、ぽ
く

(

力 

フ
カ
自
身)

が
あ
る
女
性
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
と
。

そ
こ
で
う
っ
か
り
カ
フ
カ
は
、
彼
に
と
っ
て
必
然
的
な
形
式 

を
、
そ
れ
が
彼
の
中
で
ま
だ
明
瞭
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
踏
み
外
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
形
式
と
物
語
の
展
開
の
図 

式
が
か
な
り
意
識
さ
れ
た
上
で
書
か
れ
た
の
が『

判
決』

で
あ
る
。

『

判
決』

の
分
析
に
入
る
前
に
、

こ
の
作
品
の
成
立
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
、

カ
フ
カ
に
か
か
ゎ
る
ニ
つ
の
出
来
^
^
に
つ
い
て 

逮
ベ
て
お
き
た
い
。

I.

つ
は
、

一
九一
一
年
十
月
に
プ
ラ
ハ
を
訪
れ
た
東
ユ
ダ
ヤ
人
劇
団
で
あ
る
。
彼
ら
が
イ
ッ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
で
演
じ 

る
ユ
ダ
ヤ
演
劇
の
中
に
、
麻
骸
と
化
し
て
い
た
は
ず
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
世
界
が
、
そ
の
真
の
姿
で
出
現
す
る
の
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
力 

フ
カ
は
一
時
期
完
全
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、

一
九 

一
ニ
年
八
月
に
出
会
っ
た
ベ
ル
リ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人
娘
フH

リ
ー
ツ 

H 

•
バ
ゥ
ア
ー
で
あ
る
。
彼
は
翌
年
求
婚
の
手
紙
を
出
す
ほ
ど
彼
女
に
強
く
引
き
付
け
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
作
品
の
分
析
の
前
提 

と
し
て
、
①
で
引
用
し
た
プ
m
l
ト
宛
の
手
繊
の
最
祝
の
部
分
と
、

r

九
ニ
ニ
年
二
月
十
一
日
の
カ
フ
カ
の
日
記
か
ら
r
こ
の
作
品
に
対 

す
る
カ
フ
力
自
身
の
解
釈
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
ゲ
オ
ル

ク
•
ベ
ン
デ
マ
ン
は
フ
ラ
ン
ツ
•
カ
フ
カ
を
、

フ
リ 

I
ダ

•
プ
ラ
ン
デ
ン
フ
ェ
ル
ト
は
フH

リ
I
ツH 

•
バ
ゥ
ア
I
を
、
父
親
は
ユ
ダ
ヤ
教
を
指
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、「

友
人
は
父
と
息 

子
を
結
ぶ
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
最
大
の
共
有
物
で
あ
る(

8)

0」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
初
め
に
、『

判
決』

の
い
く
つ
か
の
言
葉
を
書
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
プ
ラ
ハ
、

ユ
ダ
ヤ
教
、
ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人 

の
状
況
が
明
確
に
浮
か
び
上
が
る
。

德
条
的
に
列
挙
し
て
み
よ
う
。

ロ
シ
ア
ふ
チH
コ
\

ロ
シ
ア
の
政
情
不
安
ふ
チH

コ
の
政
清
不



安\
(

不
安
な)

零
細
商
人
- ̂(

不
安
な)

中
流
の
ユ
ダ
ヤ
人
商
人\

数
十
万
のu

シ
ア
人
が
平
妖

と̂
世
間
を
走
り
回
っ
て
い
る
ふ
四
一
万 

五
千
人
の
プ
ラ
ハ
の
チH 

n

人
が
平
然
と
町
を
走
り
回
っ
て
い
る\

母
の
苑
ふ
ユ
ダ
ヤ
教
の
精
神
の
喪
先\

年
老
い
た
父
ょ
形
散
化
し 

た
ユ
ダ
ヤ
教\

(

薄
暗
い)

父
の
部
屋
I (

薄
暗
い)

旧
ユ
ダ
ヤ
人
街
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
教
会\

父
の
仕
事
ふ
ユ
ダ
ヤ
教
の
膨
式
を
厳
格
に 

保
持
す
る
こ
と
\
真
の
自
分
自
身
の
活
動
ふ
ユ
ダ
ヤ
教
の
精
神
に
か
か
わ
る
こ
と\

ゲ
オ
ル
ク
の
業
種
が
ぺ
チ
ル
プ
ル
ク
で
立
て
う
る 

見
通
し
ふ
市
民
生
活
を
文
筆
に
よ
っ
て
プ
ラ
ハ
で
立
て
う
る
見
通
し\

父
の
商
売
を
や
め
て
生
活
を
根
本
的
に
切
り
換
え
る
ふ
ユ
ダ
ヤ 

教
を
捨
て
て
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す
る\

父
を
自
分
の
未
来
の
家
庭
へ
連
れ
て
行
く 

|
>ユ
ダ
ヤ
教
の
形
式
だ
け
を
踏
襲
す
る
\
意
を
開 

け
風
を
入
れ
る
、

医
者
の
処
方
、

父
の
部
屋
を
交
換
す
る
、

父
の
部
屋
の
も
の
を
全
部
持
っ
て
行
く
ふ(

当
時
の
プ
ラ
ハ
市
街
区
の
整 

傭)

/
父
を
な
お
ざ
り
に
す
る
S

ユ
ダ
ヤ
教
の
き
式
化
し
た
儀
式
さ
え
な
お
ざ
り
に
す
る
'

\

 (

父
が)

う
ま
く
く
る
ま
れ
て
い
る
1

〈

ユ
ダ 

ヤ
教
が)

う
ま
く
欺
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
カ
フ
カ
の
作
品
で
は
、

そ
の
中
の
す
べ
て
の
要
素
を
実
驚
の
出
来
事
や
人
物
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

マ
ル
テ
ィ 

ン
•
ヴ
ァ
ル
ザ
I
が
、「

生
活
を
作
品
か
ら
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
2)」

と
言
っ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
述
べ
る 

カ
フ
カ
の
文
学
の
方
式
の
必
妖

的̂
な
結
果
で
あ
る
。

こ
の
物
語
に
は
ニ
つ
の
展
開
が
あ
る
。
ゲ
オ
ル
ク(

現
実
を
失
っ
た
ま
ま
市
民
生
活
を
送
っ
て
い
る
カ
フ
カ)

は
こ
の
物
語
が
始
ま
る
前 

に
フ
リ
I

ダ
と
出
会
っ
て
い
て
、
彼
女
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
、
引
き
付
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
彼
は
現
実
を
失
っ
た
ま
ま
で
も
生
き
て
い
け 

る
と
思
い
、
彼
女
と
婚
約
す
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
友
人
3

く
こ
と」
に
現
実
を
見
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
カ
フ
カ)

は
ロ
シ
ア
へ
去 

っ
た
ま
ま
に
な
る
。
こ
の
物
語
が
始
ま
っ
て
、
ゲ
オ
ル
タ
と
フ
リ
I

ダ
の
会
話
の
場
面
で
、
二
人
の
関
係
が
問
い
直
さ
れ
る
。
そ
こ
で
友 

人
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
二
人
の
結
び
付
き
に
疑
問
が
生
じ
る
。
し
か
し
ゲ
オ
ル
タ
は
疑
間
の
生
じ
た
こ
の
関
係(

フ
リ
I

ダ)

を
S
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分
の
中
に
取
り
込
ん
で
、
女
性
の
力
と
友
人
の
比
率
を
計
っ
て
、
結
婚
に
踏
み
切
ろ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
前
速
の
図
式
に
よ
る
一
つ
の
展
開 

が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
展
開
は
父
と
の
関
係
で
あ
る
。
ゲ
オ
ル
ク
は
こ
の
結
婚
に
つ
い
て
父(

形
骸
化
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
 

形
該
化
し
た
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
と
ゲ
オ
ル
タ
が
思
っ
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
教)

の
同
意
を
求
め
に
行
く
。

ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
結
婚
は
重
要 

事
な
の
で
、
ゲ
オ
ル
タ
は
一
応
形
式
に
従
お
う
と
し
た
だ
け
で
、
そ
こ
に
は
何
の
間
題
も
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
父(

ユ
ダ
ヤ
教) 

は
完
全
に
形
骸
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
あ
の
ユ
ダ
ヤ
人
劇
団
で
演
じ
ら
れ
た
真
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
世
界
が
父
の
姿
と
な 

っ
て
ゲ
オ
ル
タ
の
前
に
大
き
く
立
ち
は
だ
か
ジ
、
彼
を
圧
倒
し
、
襲
い
か
か
る
。
ゲ
オ
ル
タ
は
そ
の
世
界
が
演
じ
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な 

い
こ
と
を
持
ち
出
し
て「

喜
劇
役
者」

と
叫
ぶ
。(

実
際
ユ
ダ
ヤ
人
劇
団
の
俳
優
た
ち
は
ひ
ど
く
喜
劇
的
で
も
あ
っ
た)

。
そ
れ
に
よ
っ
て 

こ
の
演
じ
ら
れ
た
ユ
グ
ヤ
教
の
世
界
の
相
对
化
を
図
り
そ
の
世
界
を
自
分
の
中
に
取
り
込
も
う
と(

う
ま
く
く
る
も
う
と
^
う
ま
く
欺 

こ
う
と)

す
る
。

し
か
し
も
は
や
演
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
こ
の
世
界
が
現
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
真
実
性
に
変
わ 

り
は
な
か
っ
ち

現
実(

友
人)

を
失
っ
た
ま
ま
の
結
婚(

ユ
ダ
ヤ
教
の
形
式
だ
け
の
踏
襲)

に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
教
を
欺
き
つ
つ
生
き
て
い
こ 

う
と
す
る
ゲ
オ
ル
ク
に
封
し
て
、
父
は
溺
死
に
よ
る
刑
の
判
決
を
下
す
。

父(

プ
ラ
ハ
の
場
未
の
酒
場
の
よ
う
な
劇
場
で
微
か
な
光
を 

放
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
ユ
ダ
ヤ
教
だ
と
し
て
も
、

ま
た
、

幕
が
す
で
に
下
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も)

と
现
実
を
失
っ
た
ほ
と
ん
ど
実
体 

の
な
い
ゲ
オ
ル
タ
と
の
：̂
率
は
絶
大
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
判
決
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

最
後
に
こ
の
物
語
の
形
式
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
ま
ず
友
人
を
物
語
か
ら
挑
除
し
、
視
点
を
ゲ
オ
ル
タ
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ 

て
物
語
の
進
展
を
可
能
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
物
語
を
書
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
友
人
で
あ
る
。
こ
の
交
人
は
物
語
の
外
に
は
い 

な
い
。

や
は
り
ゲ
オ
ル
ク
が
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
持
ち
ノ
い
て
い
る
。
グ
オ
ル
タ
は
處
を
つ
い
て
い
る
。
支
人
は(

現
実
を
創
造
す
る
力 

を
持
っ
た)

父
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
^
シ
ョ
ン
を
与
え
ら
れ
て
書
い
て
い
る
。「

お
ま
え
が
わ
し
か
ら
ぺ
ン
や
イ
ン
ク
を
取
り
上
げ
る
の
を
忘



れ
た
か
ら
、

わ
し
は
彼
に
手
紙
を
書
い
て
や
っ
た(

S
。」

「

友
人
は
父
と
息
子
を
結
ぶ
も
の
で
あ
り
、

彼
ら
の
最
大
の
共
有
物
で
あ
る
。」 

従
っ
て
、
現
実
を
失
っ
た
ま
ま
生
活
し
つ
つ
、「

書
く
こ
と」

に
よ
っ
て
現
実
を
造
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
カ
フ
カ
は
ゲ
オ
ル
タ
と
そ
し 

て
友
人
と
同
一
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ゲ
オ
ル
ク
の
嘯
に
よ
っ
て
一
応
作
家
と
語
り
手
と
主
人
公
の
一
致
と
い
う
彫
式
が
保
た
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
カ
フ
カ
は
こ
こ
で
初
め
て
、
物
語
の
進
展
を
阻
止
す
る
要
素(

g
己
観
察
者)

を
抱
え
な
が
ら
、
物
語
る
こ
と「

書
く
こ
と」

を 

可
能
に
す
る
方
式
を
見
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は「

計
る」

こ
と
で
あ
る
。
最
後
の
場
面
で
ゲ
オ
ル
ク
が
橋
の
手
す
り
か
ら
手
を
放 

し
た
瞬
間
、
ま
だ
橋
と
川
の
間
の
空
聞
に
い
る
状
態
、
ま
さ
に
こ
の
瞬
間
の
ゲ
オ
ル
タ
の
状
態
が
こ
こ
で
は
物
語
の
す
べ
て
の
要
素
と
ゲ 

オ
ル
タ
と
の
比
率
の
計
算
の
結
果
と
し
て
尊
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
計
算
の
過
程
で
ゲ
オ
ル
タ
と
ゲ
オ
ル
ク
を

襲
う
、
ま
た
引 

き
付
け
る
す
べ
て
の
も
の
と
の
間
に
闇
連
が
生
じ
、
こ
の
物
語
の
中
で
現
実
が
創
造
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
針
算
を
行
な
っ
て
い
る
の 

は
友
人
で

あ
り
、
そ
の
发
人
を
引
き
ず
っ
て
い
る
の
が
ゲ
オ
ル
タ
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
最
後
の
場
面
で
ゲ
オ
ル
タ
を
引
っ
張
っ
て
い 

る
の
は
地
球
の
引
力
で
あ
る
。
従
っ
て
世
界
全
保
射
ゲ
オ
ル
タ
の
比
率
は
！̂
と
ん
ど
無
限
大
で
あ
る
。
友
人
の
針
算
の
菩
え
は
こ
う
で
あ 

っ
ち

「

こ
の
瞬
間
、
橋
の
上
を
！̂
と
ん
ど
無
限
の
雑
踏(ein 

g
e
r
a
d
e
z
u

 

u
n
e
n
d
l
i
c
h
e
r

 

v
e
r
k
e
h
r
)

が
動
い
て
行
っ
た(

S
O
J

こ
れ
で
完
璧
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
物
語
の
す
べ
て
の
要
素
が
現
実
と
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
初
め
に
こ 

の
言
葉
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
友
人
の
許
算
は
成
り
立
た
な
い
。
友
人
は
初
め
か
ら
橋
の
下
に
い
て
、
彼
が 

ゲ
オ
ル
タ
を
引
き
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
柳
語
の
中
で
は
あ
く
ま
で
、
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
る
カ
フ
カ
と
同
じ
よ
う
に
、
ゲ
オ
ル 

ク
が
友
人
を
引
き
ず
っ
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
言
葉
は『

判
決』

を
書
き
出
す
時
点
で
の
カ
フ
カ
の
自
己
の
存
在
に
対
す
る
洞
察
の
象
徴 

的
な
表
現
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
ま
さ
に
現
在
で
あ
り
、
従
っ
て
物
語(

カ
フ
カ
に
と
っ
て
の
現
実)

は
こ
れ
以
上
進
展
し
な
い
。
カ
フ
カ
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が
こ
の
物
語
を
書
い
た
と
い
ぅ
こ
と
は
、
彼
が
こ
の
最
後
の
言
葉
に
お
い
て
彼
自
身
の
過
去
を
創
造
し
た
と
い
ぅ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
物 

語
の
言
き
出
し
が
す
で
に
こ
の1

言
葉
を
暗
示
し
て
い
る
。
カ
フ
カ
は
こ
の
言
葉
に
正
.
に
狙
い
を
定
め
て
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
ゲ 

オ
ル
ク
が
最
後
に
橋
の
手
す
り
か
ら
手
を
離
し
た
瞬
間
、
彼
は
友
人
と
合
一
し
、
そ
し
て
初
め
て
こ
の
物
語
が
カ
フ
カ
の
現
在
と
ぴ
た
り 

と
一
致
し
た
の
で
あ
る
。
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