
梶井基次郎「筧の話」論1

　
一
、
は
じ
め
に

　
「
筧
の
話
」
は
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
年
）、
北
原
白
秋
・
萩

原
朔
太
郎
編
集
の
「
近
代
風
景
」
四
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
静

か
な
山
道
の
先
に
あ
る
古
い
筧
が
鳴
ら
す
音
を
聴
く
話
で
あ
る

が
、
筧
の
音
に
耳
を
澄
ま
せ
て
い
れ
ば
聴
覚
と
視
覚
の
統
一
し

た
風
景
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
物
体
が
二
つ
に
見

え
る
非
現
実
的
な
感
性
が
描
か
れ
て
い
る
。

〈
学
術
論
文
〉

梶
井
基
次
郎
「
筧
の
話
」
論

─
〈
永
遠
の
退
屈
〉
に
抗
う
話

─

岩
　
渕
　
真
　
未

　

梶
井
は
こ
の
時
期
、
伊
豆
の
湯
ヶ
島
に
て
療
養
し
て
い
た
。

そ
の
療
養
先
か
ら
「
筧
の
話
」
を
萩
原
に
送
付
す
る
直
前
、
昭

和
二
年
十
二
月
十
四
日
北
川
冬
彦
宛
の
書
簡
に
は
次
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
。

　

拝
啓　

随
分
な
が
い
間
御
無
沙
汰
し
た

　

此
頃
は
心
の
状
態
な
ど
ど
う
だ　

追
々
寒
く
な
つ
て
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来
て
君
の
部
屋
も
木
枯
ら
し
が
吹
き
こ
む
こ
と
と
思
ふ　

ま
た
扁
桃
腺
を
や
ら
れ
や
し
な
い
か
と
心
配
す
る　

去

年
は
ど
う
も
あ
の
隙
洩
る
風
と
い
ふ
の
に
弱
ら
さ
れ

た
、
押
入
れ
の
な
か
か
ら
吹
い
て
来
る　

天
井
か
ら
吹

い
て
来
る　

壁
か
ら
吹
い
て
来
る

―
チ
ヨ
ツ
ト
超
現

実
的
な　

そ
し
て
日
本
的
俳
趣
も
あ
る
部
屋
の
趣
だ
、

然
し
こ
ん
な
冗
談
で
は
な
い
、
扁
桃
腺
に
気
を
つ
け
て

く
れ
給
へ

　

何
の
変
哲
も
な
い
部
屋
に
お
け
る
押
入
れ
や
天
井
、
壁
か
ら

吹
く
風
。そ
う
し
た
現
実
離
れ
し
た
部
屋
の
風
景
を
梶
井
は「
チ

ヨ
ツ
ト
超
現
実
的
」
と
し
た
。
こ
の
書
簡
冒
頭
の
表
現
は
、
二

重
表
象
を
見
る
「
筧
の
話
」
と
風
景
の
現
実
離
れ
し
た
捉
え
方

が
共
通
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
偶
然
共
通
し
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
書
簡
冒
頭
に
お

い
て
触
れ
た
「
チ
ヨ
ツ
ト
超
現
実
的
」
と
い
う
言
葉
は
書
簡
の

後
半
、
こ
の
書
簡
の
本
題
へ
繋
が
る
伏
線
だ
っ
た
。
北
川
は
詩

集
『
検
温
器
と
花
』
を
発
表
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
梶
井

は
そ
れ
ま
で
に
は
あ
っ
た
「
超
現
実
的
」
な
詩
的
表
現
が
失
わ

れ
て
い
る
と
し
て
、
惜
し
ん
で
い
た
。
つ
ま
り
、「
超
現
実
的
」

な
「
日
本
的
俳
趣
」
が
あ
る
風
景
を
描
く
表
現
技
法
を
梶
井
は

肯
定
的
に
捉
え
て
お
り
、
書
簡
冒
頭
の
書
き
振
り
は
、
梶
井
自

身
が
「
超
現
実
的
」
な
風
景
を
描
く
表
現
を
捨
て
な
い
と
い
う

意
志
の
現
れ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
同
時
に
何
か
創
作
に
対

す
る
確
信
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、「
筧
の
話
」

を
執
筆
時
に
お
い
て
「
超
現
実
的
」
な
「
日
本
的
俳
趣
」
の
あ

る
風
景
を
描
く
こ
と
は
梶
井
の
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

事
実
と
し
て
梶
井
は
自
分
な
り
の
表
現
技
法
の
獲
得
に
急
い

で
い
た
。
自
身
の
病
の
状
況
が
悪
化
の
一
途
を
辿
り
、
時
間
を

気
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
大
学
に
も
行

け
ず
、
東
京
か
ら
離
れ
た
湯
ヶ
島
と
い
う
土
地
で
北
川
を
は
じ

め
友
人
た
ち
や
文
壇
に
台
頭
す
る
作
家
た
ち
の
活
躍
を
目
の
当

た
り
す
る
だ
け
の
生
活
が
梶
井
の
病
身
に
鞭
を
打
っ
た
の
だ
ろ

う
。
先
述
し
た
北
川
冬
彦
宛
の
書
簡
で
は
次
の
よ
う
に
も
書
い

て
い
る
。

　

作
は
ま
だ
未
定
稿
ば
か
り
、
筧
の
話
も
一
通
り
は
書

い
た
が
（
五
六
枚
の
も
の
）
文
体
が
整
つ
て
ゐ
な
い
の

で
発
表
は
出
来
な
い
、
ま
た
そ
ん
な
短
い
も
の
を
四
五

編
作
つ
た
、
み
な
文
体
難
だ　

根
気
も
此
頃
は
続
か
な
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い
、
短
か
い
も
の
を
ね
ら
つ
た
の
は
元
々
そ
の
た
め
も

あ
る
の
だ
が
決
し
て
そ
れ
だ
け
に
作
り
易
い
も
の
で
は

な
い
こ
と
を
感
じ
て
ゐ
る

　

自
分
な
り
の
文
体
の
獲
得
を
急
ぐ
梶
井
は
苦
渋
し
な
が
ら
も

ど
う
に
か
「
筧
の
話
」
を
仕
上
げ
、
昭
和
二
年
十
二
月
二
十
二

日
広
津
和
郎
宛
の
書
簡
で
萩
原
朔
太
郎
に
「
筧
の
話
」
を
送
付

し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
苦
心
し
て
仕

上
げ
た
「
筧
の
話
」
は
ど
の
よ
う
な
文
体
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
筧
の
話
」
で
言
及
さ
れ
る
表
現
と
い
え
ば
、「
課
せ
ら
れ
て

い
る
の
は
永
遠
の
退
屈
だ
。
生
の
幻
影
は
絶
望
と
重
な
っ
て
い

る
」
の
一
文
に
表
さ
れ
る
現
実
か
ら
捉
え
る
二
重
表
象
と
「
永

遠
の
退
屈
」
が
続
く
現
実
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お

い
て
も
、
こ
の
箇
所
の
言
及
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
感
覚
に

よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
対
象
、
物
の
捉
え
方
は
重
要
で
あ
る
が
、

二
〇
〇
〇
字
に
も
み
た
な
い
小
品
と
も
呼
べ
る
短
編
で
あ
る
が

ゆ
え
か
、「
筧
の
話
」単
独
の
文
体
に
対
す
る
評
価
は
ま
だ
な
い
。

だ
が
、
森
晴
雄
は
「
筧
の
話
」
は
こ
の
時
期
の
梶
井
の
作
品
と

し
て
「
冬
の
日
」
や
「
器
楽
的
幻
覚
」
な
ど
の
主
人
公
が
苦
し

み
を
感
じ
な
が
ら
結
末
を
む
か
え
る
作
品
と
は
異
な
っ
て
い
る

と
述
べ
、「「
蒼
穹
」以
後
の
作
品
に
は
み
ら
れ
な
い〝
理
想
の
光
〟

と
〝
暗
黒
の
絶
望
〟
を
同
時
に
感
じ
て
い
る
事
が
一
つ
、
そ
し

て
そ
の
相
反
す
る
も
の
を
含
む
世
界
を
〝
永
遠
の
退
屈
〟
と
と

ら
え
、
主
人
公
の
「
私
」
に
課
し
て
い
る
点
」
に
特
異
性
が
あ

る
と
指
摘
す
る（
１
）。
湯
ヶ
島
を
題
材
に
し
た
作
品
で
光
が
差
さ
な

い
闇
の
風
景
に
梶
井
が
執
着
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
が
、
闇

を
描
く
こ
と
だ
け
が
梶
井
が
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
た
彼
自
身

の
文
体
で
は
な
い
こ
と
を
森
論
が
示
し
て
い
る
。
加
え
て
い
え

ば
、
回
想
的
に
描
く
も
の
の
「
交
尾
」
で
は
湯
ヶ
島
を
題
材
に

し
た
風
景
に
つ
い
て
闇
は
描
か
ず
に
生
命
と
幸
福
の
象
徴
と
し

て
描
い
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
梶
井
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
書

簡
の
内
容
か
ら
し
て
梶
井
が
そ
れ
ぞ
れ
の
短
編
で
試
行
錯
誤
し

て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
体
を
論
じ
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、「
筧
の
話
」
で
は
古
い
筧
が
鳴
ら
す
音
だ
け
が
聴
こ

え
る
風
景
に
心
が
惹
か
れ
る
と
し
て
、
そ
の
魅
惑
が
青
空
や
海

を
想
起
さ
せ
る
露
草
の
魅
惑
と
似
て
い
る
と
語
ら
れ
る
。
連
想

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
変
貌
さ
せ
て
い
る
こ
と
か

ら
、「
筧
の
話
」
の
風
景
は
見
た
ま
ま
の
風
景
が
描
写
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
く
、「
私
」
が
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
た
物
の
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イ
メ
ー
ジ
が
多
少
な
り
と
も
変
質
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え

る
。
こ
の
よ
う
な
物
象
の
把
握
の
先
に
二
重
表
象
の
表
現
が
あ

る
た
め
、
ま
ず
は
風
景
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
す
る
比
喩
や
連
想
の

使
わ
れ
方
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
た
ち
は
「
い
ま
私
の
話
は
静
か
な

山
径
の
方
を
え
ら
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
「
私
」
に
語
ら

れ
出
す
こ
と
か
ら
、
何
か
し
ら
指
向
性
の
あ
る
語
り
に
よ
っ
て

生
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
語
り
方
に
よ
っ
て
「
筧
の

話
」
の
二
重
表
象
を
描
き
出
す
文
体
が
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い

え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
論
で
は
風
景
の
イ
メ
ー
ジ
に
使
わ
れ

る
比
喩
や
連
想
の
表
現
と
「
い
ま
私
の
話
は
静
か
な
山
径
の
方

を
え
ら
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
表
明
し
て
い
く
語
り
方
か

ら
二
重
表
象
を
描
き
出
す
「
筧
の
話
」
の
文
体
を
分
析
し
て
み

た
い
。

　
二
、
比
喩
・
連
想
の
使
わ
れ
方

　
「
筧
の
話
」
に
お
い
て
「
私
」
は
名
前
も
な
く
、
性
別
も
わ

か
ら
な
い
。
そ
し
て
、
登
場
人
物
は
「
私
」
以
外
登
場
せ
ず
、

社
会
と
の
関
係
性
も
な
い
。
透
明
な
存
在
で
あ
る
「
私
」
で
あ

る
の
だ
が
、
朽
ち
た
筧
が
あ
る
ば
か
り
の
人
の
往
来
が
ほ
と
ん

ど
な
い
よ
う
な
山
路
を
「
杖
」
を
つ
き
な
が
ら
も
歩
い
て
ゆ
く

人
物
で
あ
る
。「
杖
」
を
手
に
し
て
い
る
理
由
こ
そ
「
筧
の
話
」

で
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
身
体
的
な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を

持
ち
な
が
ら
も
、
山
径
を
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由

が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

そ
の
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
の
は
後
述
す
る
と
し

て
、
ま
る
で
山
径
の
風
景
を
映
す
た
め
だ
け
に
い
る
よ
う
な
、

「
私
」
は
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
の
よ
う
な
語
り
手
と
し
て
存
在
し

て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
捉
え
た
風
景
の
イ
メ
ー
ジ
は
連
想
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
が
拡
大
し
て
い
る
。

①
杉
の
梢
が
日
を
遮
り
、
こ
の
径
に
は
い
つ
も
冷
た
い

湿
っ
ぽ
さ
が
あ
っ
た
。
ゴ
チ
ッ
ク
建
築
の
な
か
を
辿
っ

て
ゆ
く
と
き
の
よ
う
な
、
犇
ひ
し
と
迫
っ
て
来
る
静
寂

と
孤
独
と
が
感
じ
ら
れ
た
。

②
径
の
傍
ら
に
は
種
々
の
実
生
や
蘚
苔
、
羊
歯
の
類
が

は
え
て
い
た
。
こ
の
径
で
は
そ
う
い
っ
た
矮
小
な
自
然

が
な
ん
と
な
く
親
し
く

―
彼
ら
が
陰
湿
な
会
話
を
は



梶井基次郎「筧の話」論5

じ
め
る
お
伽
噺
の
な
か
で
の
よ
う
に
、
眺
め
ら
れ
た
。

③
ま
た
径
の
縁
に
は
赤
土
の
露
出
が
雨
滴
に
た
た
か
れ

て
、
ち
ょ
う
ど
風
化
作
用
に
骨
立
っ
た
岩
石
そ
っ
く
り

の
恰
好
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

　

①
「
ゴ
チ
ッ
ク
建
築
の
な
か
を
辿
っ
て
ゆ
く
と
き
の
よ
う

な
」、
②
「
な
ん
と
な
く
親
し
く

―
彼
ら
が
陰
湿
な
会
話
を

は
じ
め
る
お
伽
噺
の
な
か
で
の
よ
う
に
」、
③
「
ち
ょ
う
ど
風

化
作
用
に
骨
立
っ
た
岩
石
そ
っ
く
り
の
」
と
①
②
③
そ
れ
ぞ
れ

に
「
よ
う
な
」「
よ
う
に
」「
そ
っ
く
り
の
」
と
直
喩
が
使
用
さ

れ
て
い
る
。

　

①
で
は
石
造
建
築
で
あ
る
「
ゴ
チ
ッ
ク
建
築
」
と
い
う
比
喩

か
ら
石
材
の
冷
た
さ
や
天
窓
か
ら
差
し
込
む
淡
い
光
が
作
る
空

間
が
表
出
し
て
く
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、「
ゴ
チ
ッ
ク
建
築
」

の
代
表
的
な
特
徴
に
は
高
い
天
井
に
視
線
が
誘
導
さ
れ
る
尖
頭

ア
ー
チ
が
あ
る
。
①
「
ゴ
チ
ッ
ク
建
築
の
な
か
を
辿
っ
て
ゆ
く

と
き
の
よ
う
な
」
と
い
う
表
現
が
指
し
示
す
空
間
と
は
、
空
が

閉
じ
て
い
く
よ
う
な
天
井
が
作
り
出
す
荘
厳
で
薄
暗
い
、
閉
塞

的
な
内
部
空
間
な
の
で
あ
る
。
①
②
③
が
記
す
通
り
こ
の
山
径

の
周
囲
は
高
い
木
々
や
植
物
に
囲
ま
れ
て
お
り
、「
ゴ
チ
ッ
ク

建
築
」
と
比
喩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
は
閉
塞
感
の
あ

る
薄
暗
い
空
間
と
し
て
こ
の
山
径
を
捉
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
山
径
を
捉
え
て
い
る
た
め
に
、①
で
は「
私
」は
孤
独
を
感
じ
、

②
に
お
い
て
は
「
な
ん
と
な
く
親
し
く

―
彼
ら
が
陰
湿
な
会

話
を
は
じ
め
る
お
伽
噺
の
な
か
で
の
よ
う
に
」
と
い
っ
て
周
囲

の
自
然
を
擬
人
化
し
た
上
で
親
し
げ
に
「
陰
湿
な
会
話
」
を
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
比
喩
す
る
こ
と
で
、
自
身
が
そ
の
場

か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
③
で

は
「
ち
ょ
う
ど
風
化
作
用
に
骨
立
っ
た
岩
石
そ
っ
く
り
の
」
と

雨
に
濡
れ
た
地
面
を
比
喩
す
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
無
機
質
で
冷

た
さ
の
あ
る
物
質
へ
と
イ
メ
ー
ジ
が
変
質
し
て
い
る
。

　

日
の
差
さ
な
い
山
径
の
風
景
に
対
し
、
比
喩
を
用
い
て
イ

メ
ー
ジ
を
変
容
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
ど
れ
も
が

「
私
」
の
暗
鬱
で
孤
独
な
心
情
を
反
映
さ
せ
た
も
の
と
な
っ
て

お
り
、
比
喩
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
で
そ
う

し
た
暗
い
感
情
の
深
ま
り
を
加
速
さ
せ
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
か
ろ
う
じ
て
日
が
差
す
山
径
の
風
景
に
対
し

て
は
、
次
の
通
り
比
喩
は
多
用
さ
れ
て
い
な
い
。
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こ
こ
へ
は
、
し
か
し
、
日
が
ま
っ
た
く
射
し
て
来
な

い
の
で
は
な
か
っ
た
。
梢
の
隙
間
を
洩
れ
て
来
る
日
光

が
、
径
の
そ
こ
こ
こ
や
杉
の
幹
へ
、
蝋
燭
で
照
ら
し
た

よ
う
な
弱
い
日
な
た
を
作
っ
て
い
た
。
歩
い
て
ゆ
く
私

の
頭
の
影
や
肩
先
の
影
が
そ
ん
な
な
か
へ
現
わ
れ
て
は

消
え
た
。
な
か
に
は
「
ま
さ
か
こ
れ
ま
で
が
」
と
思
う

ほ
ど
淡
い
の
が
草
の
葉
な
ど
に
染
ま
っ
て
い
た
。
試
し

に
杖
を
あ
げ
て
見
る
と
さ
さ
く
れ
ま
で
が
は
っ
き
り
と

写
っ
た
。

　
「
蝋
燭
で
照
ら
し
た
よ
う
な
弱
い
日
な
た
」
と
い
う
比
喩
に

つ
い
て
は
、
電
灯
の
な
い
近
代
以
前
で
は
暗
闇
の
対
抗
手
段
で

あ
っ
た
「
蝋
燭
」
の
光
を
用
い
て
、
心
情
も
鬱
々
と
し
て
く
る

よ
う
な
暗
が
り
の
山
径
の
中
で
救
い
と
な
る
よ
う
な
比
喩
と

な
っ
て
い
る
。
鬱
蒼
と
し
た
日
が
差
さ
な
い
山
径
か
ら
「
弱
い

日
な
た
」
へ
「
私
」
の
心
情
の
投
影
が
移
っ
て
い
く
。

　

そ
し
て
、「
弱
い
日
な
た
」
を
凝
視
し
て
い
れ
ば
、「
ま
さ
か

こ
れ
ま
で
が
」
と
「
弱
い
日
な
た
」
の
光
に
よ
っ
て
明
瞭
に
見

え
て
き
た
「
草
の
葉
」
に
「
私
」
は
戸
惑
う
。「
私
」
は
ど
う

し
て
暗
鬱
な
風
景
し
か
眼
に
映
ら
な
い
の
か
。
周
囲
の
風
景
は

自
身
の
心
情
が
反
映
さ
れ
た
風
景
で
あ
る
こ
と
に
自
覚
的
で

あ
っ
た
か
ら
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日
の
光
に
染
ま
っ
た
風
景
が

眼
に
映
る
こ
と
に
戸
惑
う
の
で
あ
る
。

　

日
差
し
が
つ
く
る
明
瞭
な
風
景
に
思
わ
ず
戸
惑
う
「
私
」
だ

が
、
そ
の
暗
鬱
さ
か
ら
解
放
し
て
く
れ
そ
う
な
風
景
に
当
然
心

惹
か
れ
て
い
き
、
解
放
へ
期
待
が
高
ま
っ
て
い
く
。「
私
」
の

意
識
が
暗
鬱
さ
を
解
放
し
て
く
れ
そ
う
な
風
景
へ
移
行
す
る
こ

と
で
、
そ
れ
ま
で
心
情
が
反
映
さ
れ
て
い
た
比
喩
表
現
が
そ
う

し
た
風
景
に
も
使
わ
れ
て
い
く
。
そ
れ
が
「
筧
」
の
水
音
が
す

る
風
景
で
あ
っ
た
。

　

香
も
な
く
花
も
貧
し
い
の
ぎ
蘭
が
そ
の
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
に
生
え
て
い
る
ば
か
り
で
、
杉
の
根
方
は
ど
こ
も
暗

く
湿
っ
ぽ
か
っ
た
。
そ
し
て
筧
と
い
え
ば
や
は
り
あ
た

り
と
一
帯
の
古
び
朽
ち
た
も
の
を
そ
の
間
に
横
た
え
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
っ
た
。「
そ
の
な
か
か
ら
だ
」

と
私
の
理
性
が
信
じ
て
い
て
も
、
澄
み
透
っ
た
水
音
に

し
ば
ら
く
耳
を
傾
け
て
い
る
と
、
聴
覚
と
視
覚
と
の
統

一
は
す
ぐ
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
変
な
錯
誤

の
感
じ
と
と
も
に
、
訝
か
し
い
魅
惑
が
私
の
心
を
充
た
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し
て
来
る
の
だ
っ
た
。

　

視
覚
が
捉
え
る
の
は
暗
鬱
な
山
径
と
同
じ
よ
う
な
薄
暗
く
古

び
た
風
景
で
あ
る
の
だ
が
、
聴
覚
か
ら
く
る
水
音
に
よ
っ
て
暗

鬱
さ
が
「
私
」
の
精
神
を
蝕
ま
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
次
の

よ
う
な
連
想
さ
え
引
き
起
こ
し
て
い
く
。

　

　

私
は
そ
れ
に
よ
く
似
た
感
情
を
、
露
草
の
青
い
花
を

眼
に
す
る
と
き
経
験
す
る
こ
と
が
あ
る
。
草
叢
の
緑
と

ま
ぎ
れ
や
す
い
そ
の
青
は
不
思
議
な
惑
わ
し
を
持
っ
て

い
る
。
私
は
そ
れ
を
、
露
草
の
花
が
青
空
や
海
と
共
通

の
色
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
起
る
一
種
の
錯
覚
だ

と
快
く
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
見
え
な
い
水
音
の

醸
し
出
す
魅
惑
は
そ
れ
に
ど
こ
か
似
通
っ
て
い
た
。

　

こ
の
「
露
草
」
の
連
想
に
つ
い
て
佐
藤
昭
夫
は
次
の
よ
う
に

指
摘
す
る（
２
）。

　

青
空
と
海
に
共
通
す
る
属
性
は
、
青
と
い
う
色
彩
だ

け
で
は
な
い
。
青
空
は
事
実
と
し
て
宇
宙
の
無
限
の
果

て
に
連
続
し
て
お
り
、
海
も
ま
た
無
辺
の
広
が
り
を
象

徴
す
る
。
主
人
公
が
「
一
種
の
錯
覚
」
と
名
指
し
し
た

も
の
は
、
限
定
さ
れ
た
明
晢
な
輪
廓
を
も
っ
た
と
地
上

の
存
在
（
露
草
の
花
）
が
、
凝
視
さ
れ
た
視
像
の
中
で

不
思
議
に
溶
け
出
し
、
花
は
花
の
ま
ま
に
、
青
は
青
の

ま
ま
に
無
限
・
無
辺
・
永
遠
・
虚
無
と
い
っ
た
、
あ
る

メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
非
在
の
存
在
を
表
象
す
る
よ
う
に

な
る
変メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ

像
現
象
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

　

佐
藤
論
が
指
摘
す
る
通
り
、
青
空
と
海
は
「
無
限
・
無
辺
・

永
遠
・
虚
無
」
と
い
っ
た
表
象
を
も
ち
、
青
色
を
共
通
項
と
し

て
「
露
草
」
に
も
そ
の
表
象
が
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
も
読
め

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
「
露
草
」
の
表
象
が
「
筧
」

の
水
音
の
連
想
と
し
て
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
「
私
」
は
「
ゴ
チ
ッ
ク
建
築
の
な
か
」
の
よ
う
な

暗
鬱
な
風
景
に
囚
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
暗
鬱
さ
か
ら
解
放
し
て

く
れ
る
期
待
を
も
っ
て
「
筧
」
の
水
音
が
生
み
出
す
風
景
に

臨
ん
で
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
筧
」
の
水
音
の
「
魅

惑
」
か
ら
連
想
し
た
「
露
草
」
の
「
魅
惑
」
も
ま
た
暗
鬱
さ
か
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ら
の
解
放
を
と
も
な
う
表
象
で
あ
る
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、「
露

草
」
か
ら
連
想
す
る
青
空
や
海
は
、
薄
暗
い
屋
内
で
あ
る
内
部

の
対
比
と
し
て
の
開
け
た
眺
望
の
澄
明
な
外
部
が
表
象
さ
れ
て

い
て
、
そ
れ
は
「
私
」
の
暗
鬱
な
心
を
解
放
す
る
風
景
な
の
で

あ
る
。

　

た
だ
あ
り
の
ま
ま
観
察
す
れ
ば
古
び
た
「
筧
」
か
ら
水
音
が

し
て
い
る
だ
け
の
風
景
で
あ
る
が
、
そ
の
音
は
と
て
も
古
び
た

「
筧
」
が
鳴
ら
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
「
澄
み
透
っ
た
水
音
」

だ
っ
た
。
濁
っ
て
お
ら
ず
、
清
ら
か
な
水
が
通
っ
て
い
る
こ
と

を
「
私
」
は
そ
の
音
を
聞
い
て
確
信
的
に
想
像
し
て
い
る
。
そ

れ
ほ
ど
ま
で
に
清
ら
か
な
水
の
流
れ
が
古
び
た
「
筧
」
か
ら
す

る
。
古
び
て
朽
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
「
筧
」
か
ら
私
自
身
を
救

済
す
る
物
象
を
見
つ
け
出
し
、捉
え
き
ろ
う
と
す
る
の
だ
。「
ゴ

チ
ッ
ク
建
築
の
な
か
」
の
よ
う
な
山
径
で
「
私
」
を
暗
鬱
さ
か

ら
解
放
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
「
弱
い
日
な
た
」
の
風
景

を
見
つ
け
た
よ
う
に
。

　

先
述
の
佐
藤
論
で
は
「
重
要
な
の
は
こ
の
変
像
過
程
が
、
即

物
的
な
実
在
の
知
覚
（「
理
性
」）
を
い
さ
さ
か
も
見
失
う
こ
と

な
く
実
現
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、眼
前
の
実
像
が
歪
め
ら
れ
、

幻
視
に
と
っ
て
代
わ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
だ
が
、
視
覚
か
ら
捉
え
る
物
象
す
ら
も
比
喩
や
連
想

に
よ
っ
て
意
味
合
い
が
変
容
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
「
筧
」
の
水
音
か
ら
「
露
草
」
の
連
想
を
し
た
時
、「
筧
」
の

水
音
の
魅
惑
と
「
私
」
の
心
を
軽
く
す
る
風
景
を
連
想
さ
せ
る

「
露
草
」の
魅
惑
が「
似
て
い
る
」と「
私
」が
語
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
筧
」
の
風
景
で
は
視
覚
と
聴
覚
の
不
一
致
と
い
う
感
覚

の
錯
覚
を
「
変
な
錯
誤
の
感
じ
」
と
呼
称
し
て
い
た
が
、「
露
草
」

の
連
想
で
は
「
快
く
信
じ
て
い
る
」
こ
と
の
で
き
る
「
錯
覚
」

と
語
り
、「
錯
誤
」「
錯
覚
」
と
い
う
感
覚
の
齟
齬
に
対
し
て
受

容
す
る
意
識
と
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
感
覚
の
齟
齬
を
受
容

す
る
こ
と
で
「
錯
誤
」「
錯
覚
」
が
生
み
出
す
「
魅
惑
」
も
「
訝

し
さ
」
が
な
く
な
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
「
魅
惑
」
に
没
入

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

す
ば
し
こ
く
枝
移
り
す
る
小
鳥
の
よ
う
な
不
定
さ
は

私
を
い
ら
だ
た
せ
た
。
蜃
気
楼
の
よ
う
な
は
か
な
さ
は

私
を
切
な
く
し
た
。
そ
し
て
深
祕
は
だ
ん
だ
ん
深
ま
っ

て
ゆ
く
の
だ
っ
た
。
私
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
暗
鬱
な
周

囲
の
な
か
で
、
や
が
て
そ
れ
は
幻
聴
の
よ
う
に
鳴
り
は

じ
め
た
。
束
の
間
の
閃
光
が
私
の
生
命
を
輝
か
す
。
そ
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の
た
び
私
は
あ
っ
あ
っ
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
、し
か
し
、

無
限
の
生
命
に
眩
惑
さ
れ
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
私

は
深
い
絶
望
を
ま
の
あ
た
り
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
と
い
う
錯
誤
だ
ろ
う
！　

私
は

物
体
が
二
つ
に
見
え
る
酔
っ
払
い
の
よ
う
に
、
同
じ
現

実
か
ら
二
つ
の
表
象
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

だ
。
し
か
も
そ
の
一
方
は
理
想
の
光
に
輝
か
さ
れ
、
も

う
一
方
は
暗
黒
の
絶
望
を
背
負
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ

れ
ら
は
私
が
は
っ
き
り
と
見
よ
う
と
す
る
途
端
一
つ
に

重
な
っ
て
、
ま
た
も
と
の
退
屈
な
現
実
に
帰
っ
て
し
ま

う
の
だ
っ
た
。

　
「
小
鳥
の
よ
う
な
不
定
さ
」「
蜃
気
楼
の
よ
う
な
は
か
な
さ
」

「
幻
聴
の
よ
う
に
鳴
り
は
じ
め
た
」
と
こ
れ
ま
で
の
風
景
に
対

す
る
表
現
と
同
じ
く
直
喩
で
感
覚
の
平
衡
を
失
っ
て
い
く
様
が

表
現
さ
れ
て
い
く
。「
筧
」
と
い
う
物
象
が
放
つ
「
深
祕
」
に

完
全
に
没
入
し
た
時
、「
束
の
間
の
閃
光
が
私
の
生
命
を
輝
か

す
」
と
そ
れ
ま
で
直
喩
に
よ
っ
て
保
っ
て
き
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を

喪
失
し
た
幻
視
的
表
現
と
な
る
。
人
間
の
認
識
を
こ
え
た
世
界

の
感
覚
で
あ
る
「
深
秘
」
と
い
う
感
覚
に
没
入
す
る
こ
と
で
、

主
観
で
捉
え
て
い
た
「
暗
鬱
な
周
囲
」
か
ら
「
私
」
の
視
覚
が

一
気
に
解
放
さ
れ
、「
無
限
の
生
命
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
無

限
性
を
目
の
当
り
に
す
る
。
そ
し
て
、感
覚
の
錯
誤
が
進
行
し
、

生
ま
れ
た
て
の
子
ど
も
の
よ
う
な
感
覚
だ
け
が
外
界
を
捉
え
る

手
足
と
な
っ
た
。
そ
の
事
象
が
「
束
の
間
の
閃
光
が
私
の
生
命

を
輝
か
す
」
と
い
う
主
観
を
こ
え
た
感
覚
の
把
握
が
表
現
さ
れ

た
一
文
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
直
喩
の
消
失
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
て
い
る
の
は
物
象
の
把
握
に
お
い
て
主
観
と
い
う〈
理
性
〉

よ
り
〈
感
性
〉
が
先
行
し
た
一
瞬
な
の
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
、

「
私
」
の
眼
に
は
「
閃
光
」
が
映
り
、「
生
命
」
が
輝
く
こ
と
が

「
私
」
に
と
っ
て
想
念
の
話
で
は
な
く
、
感
性
が
捉
え
る
物
象

こ
そ
「
私
」
に
と
っ
て
実
像
と
な
っ
た
。

　
「
筧
の
話
」
で
は
、
ま
ず
比
喩
に
よ
る
結
び
つ
き
を
用
い
て

風
景
の
見
え
方
、
捉
え
方
を
変
貌
さ
せ
て
い
た
。
山
径
の
風
景

で
は
直
喩
、「
筧
」
に
対
し
て
も
始
め
は
連
想
す
る
こ
と
で
イ

メ
ー
ジ
の
変
容
を
表
現
し
て
い
た
。
し
か
し
、
感
覚
の
不
一
致

は
理
性
を
後
退
さ
せ
、
感
性
が
意
識
よ
り
先
行
し
た
時
、
何
か

に
喩
え
て
い
る
と
い
う
風
景
に
対
す
る
合
理
的
解
釈
の
意
識
が

な
く
な
り
、「
よ
う
な
」「
よ
う
に
」
見
え
る
と
い
う
直
喩
の
言

い
方
は
せ
ず
感
性
が
捉
え
た
イ
メ
ー
ジ
通
り
見
え
て
い
る
こ
と
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を
示
す
表
現
と
な
っ
た
。
比
喩
や
連
想
を
用
い
た
表
現
か
ら
そ

の
喪
失
を
言
語
表
現
上
で
行
う
こ
と
で
意
識
よ
り
先
行
し
た
感

覚
で
物
を
捉
え
る
こ
と
を
表
現
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。「
筧

の
話
」
は
比
喩
の
使
用
の
有
無
が
「
筧
」
に
向
か
っ
て
「
私
」

の
感
性
が
「
理
性
」
を
追
い
抜
く
よ
う
に
綿
密
に
組
み
込
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
三
、
筧
の
〈
話
〉
と
二
重
表
象

　

前
章
で
も
触
れ
た
通
り
、「
私
」
と
い
う
視
点
人
物
は
カ
メ

ラ
の
レ
ン
ズ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
「
私
」
の

眼
に
映
る
風
景
と
い
う
感
覚
的
な
動
き
が
描
か
れ
て
い
く
だ
け

な
の
だ
が
、
冒
頭
部
分
で
は
、
過
去
に
山
径
を
歩
い
た
経
験
を

語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、奇
妙
な
言
い
回
し
を
し
て
い
る
。

　

私
は
散
歩
に
出
る
の
に
二
つ
の
路
を
持
っ
て
い
た
。

一
つ
は
渓
に
沿
っ
た
街
道
で
、
も
う
一
つ
は
街
道
の
傍

か
ら
渓
に
懸
っ
た
吊
橋
を
渡
っ
て
入
っ
て
ゆ
く
山
径

だ
っ
た
。
街
道
は
展
望
を
持
っ
て
い
た
が
そ
ん
な
道
の

性
質
と
し
て
気
が
散
り
易
か
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
山

径
の
方
は
陰
気
で
は
あ
っ
た
が
心
を
静
か
に
し
た
。
ど

ち
ら
へ
出
る
か
は
そ
の
日
そ
の
日
の
気
持
が
決
め
た
。

　

し
か
し
、
い
ま
私
の
話
は
静
か
な
山
径
の
方
を
え
ら

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
私
は
散
歩
に
出
る
の
に
二
つ
の
路
を
持
っ
て
い
た
」
と
始

ま
る
こ
と
か
ら
、「
私
」
の
経
験
を
土
台
に
し
た
話
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
た
め
文
末
表
現
は
基
本
的
に
は
過
去
形
で

あ
る
の
だ
が
、
二
段
落
目
に
お
い
て
「
し
か
し
、
い
ま
私
の
話

は
静
か
な
山
径
の
方
を
え
ら
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
何
か

に
強
制
さ
れ
る
よ
う
に
語
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
い
回

し
に
は
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、「
蝋
燭
で
照
ら
し
た
よ
う
な
弱
い
日
な
た
」
の
風
景

で
「
静
か
な
山
径
の
方
」
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

原
因
に
つ
い
て
触
れ
て
い
く
。

　

こ
の
径
を
知
っ
て
か
ら
間
も
な
く
の
頃
、
あ
る
期
待

の
た
め
に
心
を
緊
張
さ
せ
な
が
ら
、
私
は
こ
の
静
け
さ

の
な
か
を
こ
と
に
し
ば
し
ば
歩
い
た
。
私
が
目
ざ
し
て

ゆ
く
の
は
杉
林
の
間
か
ら
い
つ
も
氷
室
か
ら
来
る
よ
う

な
冷
気
が
径
へ
通
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
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「
静
か
な
山
径
の
方
」
を
選
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
「
蝋

燭
で
照
ら
し
た
よ
う
な
弱
い
日
な
た
」
が
つ
く
る
風
景
に
「
あ

る
期
待
」
を
も
っ
た
こ
と
が
契
機
で
あ
っ
た
。「
私
は
こ
の
静

け
さ
の
な
か
を
こ
と
に
し
ば
し
ば
歩
い
た
」と
語
る
こ
と
か
ら
、

「
あ
る
期
待
」
を
持
っ
て
山
径
を
歩
く
こ
と
は
何
度
も
繰
り
返

さ
れ
た
経
験
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
「
あ
る
期
待
」
が
実
る
瞬

間
へ
話
の
焦
点
が
定
ま
っ
て
い
く
。

　

ど
う
し
た
わ
け
で
私
の
心
が
そ
ん
な
も
の
に
惹
き
つ

け
ら
れ
る
の
か
。心
が
わ
け
て
も
静
か
だ
っ
た
あ
る
日
、

そ
れ
を
聞
き
澄
ま
し
て
い
た
私
の
耳
が
ふ
と
そ
の
な
か

に
不
思
議
な
魅
惑
が
こ
も
っ
て
い
る
の
を
知
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
後
追
い
お
い
に
気
づ
い
て
い
っ
た
こ
と
な

の
で
あ
る
が
、
こ
の
美
し
い
水
音
を
聴
い
て
い
る
と
、

そ
の
辺
り
の
風
景
の
な
か
に
変
な
錯
誤
が
感
じ
ら
れ
て

来
る
の
で
あ
っ
た
。

　
「
静
か
な
山
径
」
を
「
あ
る
期
待
」
を
持
っ
て
歩
く
経
験
は
、

そ
れ
ま
で
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
た
経
験
だ
っ
た
が
、
そ
の
経
験

の
中
か
ら
「
あ
る
日
」
と
抽
出
さ
れ
た
例
外
の
経
験
が
語
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、「
静
か
な
山
径
の
方
」
の
話
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
と
語
る
「
私
」
は
こ
の
「
あ
る
日
」
の
出
来
事

―
「
筧
」
の
風
景
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ

る
の
に
、「
ど
う
し
た
わ
け
で
私
の
心
が
そ
ん
な
も
の
に
惹
き

つ
け
ら
れ
る
の
か
」
と
語
り
手
の
現
在
時
に
お
い
て
も
「
筧
」

の
風
景
に
心
惹
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
現
在
形
で
語
る
。

「
私
」
は
「
筧
」
の
風
景
に
何
か
心
が
惹
か
れ
て
い
る
こ
と
は

自
覚
的
で
あ
る
た
め
に
「
い
ま
私
の
話
は
静
か
な
山
径
の
方
を

え
ら
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
冒
頭
で
宣
言
し
、
そ
の
「
あ

る
日
」
の
出
来
事
で
何
が
起
き
た
の
か
を
辿
っ
て
い
く
。

　

こ
の
た
め
に
「
筧
」
の
風
景
を
語
る
際
に
は
「
露
草
」
の
経

験
を
連
想
し
、「
私
は
そ
れ
に
よ
く
似
た
感
情
を
、
露
草
の
青

い
花
を
眼
に
す
る
と
き
経
験
す
る
こ
と
が
あ
る
」
と
山
径
で
の

出
来
事
を
正
確
に
た
ど
る
の
で
は
な
く
、「
筧
」
の
風
景
に
対

し
て
語
り
手
自
ら
意
味
づ
け
を
行
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
は
「
筧
」
の
風
景
の
経
験
を
対
象

と
し
て
自
己
を
客
観
視
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
意
味
づ
け
を
自

ら
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
に
没
入
し
て
い
く
語
り
方
と
な
っ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
語
り
方
が
行
き
着
く
先
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
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う
か
。「
筧
」
の
風
景
は
前
章
で
示
し
た
通
り
、
比
喩
や
連
想

の
使
用
か
ら
し
て
「
私
」
の
〈
感
性
〉
が
〈
理
性
〉
を
追
い
抜

く
瞬
間
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

す
ば
し
こ
く
枝
移
り
す
る
小
鳥
の
よ
う
な
不
定
さ
は

私
を
い
ら
だ
た
せ
た
。
蜃
気
楼
の
よ
う
な
は
か
な
さ
は

私
を
切
な
く
し
た
。
そ
し
て
深
祕
は
だ
ん
だ
ん
深
ま
っ

て
ゆ
く
の
だ
っ
た
。
私
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
暗
鬱
な
周

囲
の
な
か
で
、
や
が
て
そ
れ
は
幻
聴
の
よ
う
に
鳴
り
は

じ
め
た
。
束
の
間
の
閃
光
が
私
の
生
命
を
輝
か
す
。
そ

の
た
び
私
は
あ
っ
あ
っ
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
、し
か
し
、

無
限
の
生
命
に
眩
惑
さ
れ
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
私

は
深
い
絶
望
を
ま
の
あ
た
り
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
と
い
う
錯
誤
だ
ろ
う
！　

私
は

物
体
が
二
つ
に
見
え
る
酔
っ
払
い
の
よ
う
に
、
同
じ
現

実
か
ら
二
つ
の
表
象
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

だ
。
し
か
も
そ
の
一
方
は
理
想
の
光
に
輝
か
さ
れ
、
も

う
一
方
は
暗
黒
の
絶
望
を
背
負
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ

れ
ら
は
私
が
は
っ
き
り
と
見
よ
う
と
す
る
途
端
一
つ
に

重
な
っ
て
、
ま
た
も
と
の
退
屈
な
現
実
に
帰
っ
て
し
ま

う
の
だ
っ
た
。

　
「
束
の
間
の
閃
光
が
私
の
生
命
を
輝
か
す
」
で
再
び
現
在
形

に
な
っ
て
い
る
。「
私
の
生
命
を
輝
か
す
」
と
語
る
時
、
自
己

の
「
生
命
」
が
輝
く
と
い
う
主
観
的
に
し
か
語
る
こ
と
の
で
き

な
い
事
象
を
語
り
、
自
己
を
客
観
視
す
る
こ
と
の
一
切
を
放
棄

し
て
い
る
。

　

過
去
形
か
ら
現
在
形
と
な
る
こ
の
箇
所
は
、
過
去
を
語
る
と

い
う
意
識
の
消
失
を
表
し
て
い
て
、
そ
れ
は
〈
理
性
〉
の
消
失

が
原
因
と
い
え
る
。
と
い
う
の
も
、〈
理
性
〉
の
消
失
が
感
覚

の
錯
誤
を
生
み
出
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
束
の
間
の
閃
光
が

私
の
生
命
を
輝
か
す
」
と
い
う
一
文
を
引
き
出
し
て
い
る
か

ら
だ
。

　
〈
理
性
〉
は
過
去
を
正
確
に
語
る
意
識
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
比
喩
の
使
い
方
か
ら
も
わ
か
る
通
り
消
失
し
、
過
去
に

対
す
る
時
間
的
隔
た
り
も
消
失
し
、
語
り
手
自
身
の
現
在
の
体

験
と
し
て
語
る
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
。
感
覚
の
錯
誤
は
視
覚
と

聴
覚
の
平
衡
を
失
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
の
時
間
的
立

ち
位
置
と
い
う
感
覚
の
消
失
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
瞬
間
、
過
去
と
一
体
化=

宿
命
を
課
さ
れ
た
自
己
の
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受
容
か
ら
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
も
ま
た
絶
望
し
て
い
る
か

ら
生
の
幻
影
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
と
い
え
よ
う
。

既
知
の
経
験
を
淡
々
と
語
る
の
で
は
な
く
、
時
間
的
立
ち
位
置

の
消
失
に
よ
っ
て
語
り
手
は
「
筧
」
の
出
来
事
を
今
一
度
体
験

し
て
し
ま
っ
た
。「
絶
望
」
の
表
象
を
失
う
こ
と
が
な
く
、
救

済
だ
と
「
期
待
」
し
て
い
た
「
筧
」
の
風
景
は
救
い
に
な
ら
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
語
る
今
も
な
お
宿
命
に
囚
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
突
き
つ
け
ら
れ
、そ
の
心
情
が
「
何
と
い
う
錯
誤
だ
ろ
う
！
」

と
い
う
語
り
手
の
表
出
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

暗
鬱
な
山
径
の
中
に
あ
っ
た
「
蝋
燭
で
照
ら
し
た
よ
う
な
弱

い
日
な
た
」
と
古
び
た
筧
の
中
か
ら
聴
こ
え
る
「
澄
み
透
っ
た

水
音
」の
風
景
は
ど
ち
ら
も
絶
望
と
光
の
均
衡
を
作
っ
て
い
る
。

だ
が
、
感
覚
の
錯
誤
の
経
験
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
均
衡

は
崩
れ
て
し
ま
い
二
重
表
象
と
し
て
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
の

眼
前
に
映
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
一
瞬
の
出
来
事
は
結
末
部
分
に
収
束
さ
れ
て

い
く
。　

筧
は
雨
が
し
ば
ら
く
降
ら
な
い
と
水
が
涸
れ
て
し
ま

う
。
ま
た
私
の
耳
も
日
に
よ
っ
て
は
ま
る
っ
き
り
無
感

覚
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
花
の
盛
り
が
過
ぎ
て
ゆ

く
の
と
同
じ
よ
う
に
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
筧
に
は
そ
の

深
祕
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
私
も
も
う
そ
の
傍
に
佇

む
こ
と
を
し
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
私
は
こ
の
山
径
を

散
歩
し
そ
こ
を
通
り
か
か
る
た
び
に
自
分
の
宿
命
に
つ

い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
な
い
で
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
。

「
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
永
遠
の
退
屈
だ
。
生
の
幻
影

は
絶
望
と
重
な
っ
て
い
る
」

　

二
重
表
象
は
一
瞬
し
か
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
出
来
事
で

あ
っ
た
上
に
「
私
」
は
「
筧
」
か
ら
「
深
祕
」
を
感
じ
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。「
深
祕
」
を
感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
感
覚
の

錯
誤
が
起
こ
ら
な
い
た
め
「
理
想
の
光
」
も
「
暗
黒
の
絶
望
」

も
眼
前
の
風
景
か
ら
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
一

瞬
の
経
験
は
「
私
」
に
記
憶
さ
れ
、「
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
は

永
遠
の
退
屈
だ
。
生
の
幻
影
は
絶
望
と
重
な
っ
て
い
る
」
と
い

う
一
文
に
示
さ
れ
た
「
私
」
の
認
識
と
な
っ
た
。

　

過
去
を
語
り
な
が
ら
遂
に
は
過
去
と
一
体
化
を
果
た
す
の

も
、
す
で
に
「
私
」
が
「
筧
」
に
対
し
て
「
深
祕
」
を
感
じ
る
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こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
自
己
の
「
宿
命
」
の
認
識
だ
け
が
残

存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
現
実
は
す
で
に
「
理
想
の
光
」

も
「
暗
黒
の
絶
望
」
も
感
じ
さ
せ
な
い
た
だ
の
自
然
風
景
と
し

て
「
私
」
の
眼
に
映
る
。
二
度
と
「
筧
」
か
ら
「
深
祕
」
が
感

じ
ら
れ
な
い
た
め
に
「
私
」
の
現
実
は
「
永
遠
の
退
屈
」
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
生
の
幻
影
」
や
「
絶
望
」
の

感
覚
、
つ
ま
り
生
と
絶
望
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
る
主
観
的
世

界
の
拡
大
は
「
私
」
に
と
っ
て
無
感
覚
で
「
退
屈
」
な
現
実
に

抗
う
手
段
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
現
在
に
お
い
て

喪
失
し
て
し
ま
っ
た
そ
の
感
覚
を
取
り
戻
す
に
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
か
。
過
去
を
語
り
な
が
ら
遂
に
は
過
去
と
一
体
化
を
果
た

す
〈
話
〉
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
一
度
感
覚
を
取
り
戻
し

た
の
で
あ
る
。

　
「
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
永
遠
の
退
屈
だ
。
生
の
幻
影
は
絶

望
と
重
な
っ
て
い
る
」
と
現
在
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
語
り
手
の

現
在
時
に
お
い
て
も
こ
の
認
識
が
通
底
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。「
筧
の
話
」
に
お
け
る
語
り
方
が
導
き
出
す
の
は

「
私
」
の
「
宿
命
」
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
「
永
遠
の
退
屈
」

で
あ
る
現
実
に
「
生
の
幻
影
」
と
「
絶
望
」
を
持
っ
て
抗
っ
て

い
く
と
い
う
悲
愴
を
伴
う
暗
い
情
熱
を
「
私
」
が
持
ち
続
け
て

い
る
と
い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
筧
の
話
」
は
過

去
を
語
り
な
が
ら
遂
に
は
過
去
と
一
体
化
を
果
た
す
こ
と
に

よ
っ
て
こ
の
「
宿
命
」
に
抗
う
〈
話
〉
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
四
、
お
わ
り
に

　
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
は
勿
論
唯
身
辺
雑
事

を
描
い
た
だ
け
の
小
説
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る

小
説
中
、
最
も
詩
に
近
い
小
説
で
あ
る
。
し
か
も
散
文

詩
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
よ
り
も
遙
か
に
小
説
に
近
い

も
の
で
あ
る
。
僕
は
三
度
繰
り
返
せ
ば
、
こ
の
「
話
」

の
な
い
小
説
を
最
上
の
も
の
と
は
思
つ
て
ゐ
な
い
。が
、

若
し
「
純
粋
な
」
と
云
ふ
点
か
ら
見
れ
ば
、

―
通
俗

的
興
味
の
な
い
と
云
ふ
点
か
ら
見
れ
ば
、
最
も
純
粋
な

小
説
で
あ
る
。
も
う
一
度
画
を
例
に
引
け
ば
、
デ
ツ
サ

ン
の
な
い
画
は
成
り
立
た
な
い
。（
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ

イ
の
「
即
興
」
な
ど
と
題
す
る
数
枚
の
画
は
例
外
で
あ

る
。）
し
か
し
デ
ツ
サ
ン
よ
り
も
色
彩
に
生
命
を
託
し

た
画
は
成
り
立
つ
て
ゐ
る
。
幸
ひ
に
も
日
本
へ
渡
つ
て

来
た
何
枚
か
の
セ
ザ
ン
ヌ
の
画
は
明
ら
か
に
こ
の
事
実
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を
証
明
す
る
の
で
あ
ら
う
。
僕
は
か
う
云
ふ
画
に
近
い

小
説
に
興
味
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
芥
川
龍
之
介
は
「
文
芸
的
な
、
あ
ま
り
に
も
文
芸
的

な
」
（
３
）

で
「「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
は
勿
論
唯
身
辺
雑
事

を
描
い
た
だ
け
の
小
説
で
は
な
い
」
と
定
義
し
た
上
で
「
デ
ツ

サ
ン
よ
り
も
色
彩
に
生
命
を
託
し
た
画
は
成
り
立
つ
」
と
し
、

「
あ
ら
ゆ
る
小
説
中
、最
も
詩
に
近
い
小
説
」・「
画
に
近
い
小
説
」

で
あ
る
と
語
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
定
義
の
小
説
と
し
て

志
賀
直
哉
の
「
焚
火
」
と
い
っ
た
短
編
を
例
に
挙
げ
た
。

　

志
賀
と
同
じ
く
心
境
小
説
を
描
く
梶
井
の
小
説
も
ま
た
芥
川

の
語
っ
た「
あ
ら
ゆ
る
小
説
中
、最
も
詩
に
近
い
小
説
」で
あ
り
、

「
画
に
近
い
小
説
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
筧
の
話
」
が
「
近

代
風
景
」
に
作
者
の
意
図
と
反
し
て
詩
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
理

由
も
そ
こ
に
あ
る
。

　
「
筧
の
話
」
の
評
価
と
し
て
物
語
性
の
欠
如
は
す
で
に
指
摘

さ
れ
て
き
た
。
こ
の
原
因
と
し
て
、
梶
井
は
ま
ず
短
編
で
自
分

な
り
の
文
体
を
確
立
し
、
そ
の
後
長
編
を
書
い
て
出
版
社
に
送

る
つ
も
り
だ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
と
同
時

に
文
体
の
詩
性
は
高
く
評
価
さ
れ
て
も
き
た
。
こ
う
し
た
評
価

は
「
筧
の
話
」
に
お
い
て
「
私
」
の
心
情
を
表
出
す
る
よ
う
風

景
に
対
す
る
比
喩
や
連
想
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
し
、
比
喩
の
表
現
内
容
だ
け
が
「
私
」
の
主
観
的
世
界
を
作

り
出
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
比
喩
や
連
想
を
用
い
て
語
る
対

象
の
印
象
そ
れ
自
体
が
変
化
し
な
が
ら
イ
メ
ー
ジ
が
互
い
に
連

結
す
る
語
り
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
絵
巻
物
の
よ
う
に
主
観
的
世

界
は
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
比
喩
や
連
想
を
用
い
た
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
の
意
識

が
横
軸
の
世
界
展
開
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
時
制
の
使
い
方
に

よ
っ
て
縦
軸
の
世
界
展
開
を
行
っ
て
い
る
。「
私
」
と
い
う
語

り
手
が
過
去
の
経
験
を
対
象
に
ど
の
よ
う
な
意
識
で
語
り
、
世

界
を
展
開
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
形
の
使
い

方
か
ら
見
え
る
語
り
手
の
現
在
意
識
に
注
意
す
れ
ば
、「
筧
の

話
」
は
過
去
の
経
験
を
〈
話
〉
と
し
て
語
る
こ
と
で
過
去
の
経

験
と
一
体
化
し
、
も
は
や
現
実
世
界
で
は
抗
え
な
い
「
宿
命
」

に
今
一
度
抗
う
姿
が
表
出
し
て
く
る
。

　

比
喩
や
連
想
に
よ
っ
て
過
去
の
経
験
を
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
で

再
生
・
連
結
さ
せ
、
生
と
絶
望
が
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
て
も
、
現
在
で
は
す
で
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
二
重
表

象
の
感
覚
を
呼
び
起
こ
し
「
宿
命
」
に
抗
う
。
比
喩
・
連
想
・
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時
制
を
中
心
に
見
た
「
筧
の
話
」
の
文
体
か
ら
は
、
絶
望
を
抱

え
込
ん
だ
と
し
て
も
退
屈
な
現
実
に
抵
抗
し
、
生
き
よ
う
と
す

る
意
志
が
見
え
て
こ
よ
う
。

　
「
超
現
実
的
」
な
「
日
本
的
俳
趣
」
の
風
景
と
感
性
だ
け
を

言
語
表
現
化
し
た
な
ら
ば「
筧
の
話
」は〈
小
説
〉で
は
な
く〈
詩
〉

に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
感
性
が
意
識
を
追
い
抜
く

瞬
間
を
再
生
し
て
い
く
語
り

―
「
永
遠
の
退
屈
」
に
抗
う
た

め
に
自
己
の
内
に
あ
る
経
験
を
〈
話
〉
と
し
て
語
っ
て
い
く
文

体
に
よ
っ
て
、「
筧
の
話
」
は
〈
話
〉
と
し
て
、〈
小
説
〉
と
し

て
読
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
森
晴
雄
「
梶
井
基
次
郎
「
筧
の
話
」
論
―
永
遠
の
退
屈
」

（「
芸
術
至
上
主
義
文
芸
」　

三
十
三
巻　

平
成
十
九
年
十

一
月
）

（
２
）
佐
藤
昭
夫
「
筧
の
話
」（「
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
」　

四

十
七
巻
四
号　

昭
和
五
十
七
年
四
月
）

（
３
）
芥
川
龍
之
介
「
文
芸
的
な
、余
り
に
文
芸
的
な
」（「
改
造
」　

昭
和
二
年
四
―
八
月
）


