
遠
藤
周
作
は
昭
和
二
十
二
年、
評
論
「
神
々
と
神
と
j

で
文
壇
に
登
場
し

て
以
来
現
在
ま
で、

多
岐
に
渡
っ
て
そ
の
創
作
活
動
を
統
け
て
い
る。
最
初

の
数
年
は
フ
ラ
ン
ス
カ
ト
リ
ッ
ク
文
学
と
近
代
日
本
文
学
に
つ
い
て
の
評
論

を
書
い
て
い
た
が、
昭
和
二
十
九
年
処
女
小
説
「
ア
デ
ン
ま
で
j

を
発
表
し、

翌
年、

第
三
作
目
の
小
説
百
白
い
人
j

が
第
三
十
三
回
芥
川
賞
を
受
貨
し
て

か
ら
は、

主
に
小
説
家
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
な
る。
小
説
執
節
の
傍
ら

「
雲
谷
京
狐
狸
庵」
先
生
と
し
て、

数
々
の
ユ
ー
モ
ア
溢
れ
る
エ
ッ
セ
イ
集

を
発
表
し
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
ろ
う。

処
女
小
説
『
ア
デ
ン
ま
で
J

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
約
四
十
年
の
間
に、

遠
蔭
が
発
表
し
た
小
説
は
多
数
に
の
ぽ
る
が、
そ
れ
ら
の
作
品
は
通
常、

大

き
く
二
つ
の
群
に
分
け
て
捉
え
ら
れ
て
い
る。

ー
つ
は、
「
白
い
人
j

（
昭
和
三
十
年）、
「
黄
色
い
人」
（
同）
に
始
ま
り、

「
海
と
垢
薬
J

(
昭
和
三
十
二
年）
「
沈
黙」
（
昭
和
四
十一
年）
「
侍
j

（
昭

和
五
十
五
年）

等
に
代
表
さ
れ
る
「
純
文
学
的
作
品
群」、

も
う
ー
つ
は

（

一

）

ー
「
お
バ
カ
さ
ん
j

を
中
心
に
ー

遠
藤
周
作
に
お
け
る
軽
小
説
の
意
味

「
お
バ
カ
さ
ん
j

（
昭
和
三
十
四
年）
「
ヘ
チ
マ
く
ん
j

（
昭
和
三
十
五
年）

「
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・

女」
（
昭
和
三
十
八
年）
「
さ
ら
ば、

夏
の
光
よ」

（
昭
和
四
十
年）

等
か
ら
成
る
「
軽
小
説
的
作
品
群」
で
あ
る。
（
二
つ
の

群
の
名
称
は
様
々
で
あ
る
が、
本
梢
で
は
武
田
友
寿
氏
の
胚
を
使
用
す
る。）

外
観
上、
こ
の
二
つ
の
作
品
群
の
述
い
は
明
ら
か
で
あ
る。
ま
ず、
最
も

大
き
な
相
違
点
は、
「
純
文
学
的
作
品
群」
（
以
下
純
文
作
品
と
略）
で
は
そ

の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
臭
い
が、
「
軽
小
説
的
作
品
群」

（
以
下
軽
小
説
と
硲）
に
お
い
て
は
（
少
な
く
と
も
表
面
上）
ほ
と
ん
ど
感

じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う。

ま
た、

小
説
の
舞
台
が
純
文
作
品
で
は
十
七
世
紀
の
西
欧
（「
侍
j
)

で、

あ
っ
た
り、
ナ
チ
ス
占
領
時
の
フ
ラ
ン
ス
．（「
白
い
人」）
で
あ
っ
た
り、

鎮

国
時
代
の
日
本
（「
沈
熱
J
)

で
あ
っ
た
り
と
多
彩
な
の
に
比
ぺ
て●
軽
小
説

で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
現
代
の
日
本
で
あ
る。

文
章
の
構
成
に
し
て
も
純
文

作
品
で
は
手
紙・
手
記
形
式
（「
白
い
人」
「
黄
色
い
人」
「
沈
黙」）、

複
数

の
主
人
公
に
よ
る
独
白
（「
黄
色
い
人
j

「
死
治
の
ほ
と
り
j

)、
回
想
に
よ
る

時
間
の
逆
行
（『
海
と
棉
薬」）

等
の
方
法
を
使
っ
て
複
雑
な
仕
上
が
り
を
見

汐

田

峰

子
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．
せ
て
い
る
の
に
対
し、

軽
小
説
は
三
人
称
に
よ
っ
て、

時
間
の
流
れ
ー
あ
る

事
件
の
流
れ
ー
を
そ
の
ま
ま
話
っ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り、

文
章

自
体
も
か
な
り
平
易
で
餃
み
や
す
い
。

更
に
純
文
作
品
が
所
ffl
"
文
芸
誌＂
に
発
表
さ
れ
た
も
の、

又
は
許
き
下

ろ
し
作
品
と
し
て
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し、

軽
小

説
の
多
く
が
新
聞
小
説
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う。

大
ま
か
に
見
て、

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら、

軽
小
説
は
純
文
作
品
に
対
し

て
通
俗
的
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
弛
い。

又、

遠
藤
自
身
が
日
本
で
は
珍
し

い
キ
リ
ス
ト
教
作
家
で
あ
る
た
め
に、

キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
を
正
面
か
ら

扱
っ
て
い
る
純
文
作
品
の
方
に
世
の
注
目
が
集
ま
り
が
ち
で
あ
る。

現
在、
”
遠
藤
周
作
論“
と
題
す
る
論
文
集
が
幾
冊
か
発
表
さ
れ
て
お
り、

文
芸
誌
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
遠
藤
の
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
が、

そ
れ
ら

の
中
で
取
り
扱
わ
れ
る
作
品
は、

ほ
と
ん
ど
が
純
文
作
品
で
あ
る。
軽
小
説

に
つ
い
て
は、

全
く
触
れ
ら
れ
な
い
か、

或
い
は
触
れ
ら
れ
て
も
純
文
作
品

の
補
足
と
い
う
扱
わ
れ
方
に
す
ぎ
な
い。

昭
和
五
十
年
に
新
潮
社
か
ら
発
刊

さ
れ
た
「
遠
藉
周
作
文
学
全
集」
（
全
十
一
巻）

を
見
て
も、

中
に
収
め
ら

れ
て
い
る
の
は、

そ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
初
期
の
評
論
と
純
文
作
品
で
あ

り、

前
掲
し
た
軽
小
説
は
一
作
も
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も

軽
小
説
が
一
般
に
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
か
が
知
り
得
よ
う。

•

し
か
し、

遠
藤
の
軽
小
説
は
本
当
に
ー
そ
の
名
の
通

りー
軽
い
内
容
の
娯

楽
小
説
な
の
だ
ろ
う
か。

軽
く
扱
わ
れ
て
も
よ
い
作
品
な
の
だ
ろ
う
か。

軽
小
説
の
一
っ、
「
わ
た
し
が
・
菜
て
た
・
女」
（
講
談
社
文
庫）

の
解
説

で、

武
田
友
寿
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

遠
藤
文
学
の
愛
読
者
で
も、

純
文
学
的
作
品
の
設
者
は
氏
の
軽
小
説
的

作
品
を
真
面
目
に
限
も
う
と
し
な
い
し、

軽
小
説
的
作
品
の
愛
読
者
は
煎

た
い
主
題
の
純
文
学
的
作
品
を
難
し
い
と
い
っ
て
敬
遠
す
る
き
ら
い
が
あ

る。
ぽ
く
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
長
い
間
疑
問
を
い
だ
き、

ま
た
反
撥
を

感
じ
て
き
た。
（
略）

純
文
学
的
作
品
を
好
ん
で
軽
小
説
的
作
品
を
限
い
、

軽
小
説
的
作
品
を
愛
好
し
て
純
文
学
的
作
品
を
敬
遠
す
る
と
い
う
態
度
は、

続
者
の
気
微
な
好
み
か、
さ
も
な
け
れ
ば、

遠
藤
文
学
に
た
い
す
る
理
解

の
欠
如
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て、

説
者
み
ず
か
ら
が
斐
か
な
遠
藤
文

学
の
享
受
を
閉
ざ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う。．

武
田
氏
は、

遠
藤
の
軽
小
説
は
も
っ
と
評
価
さ
れ
て
し
か
る
ぺ
き
だ
と
主

張
す
る。

で
は、
一
見
通
俗
的
と
見
ら
れ
て
い
る一
連
の
軽
小
説
は、

遠
藤
文
学
に

お
い
て、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か。

今
回
は
遠
藤
第一
作
目
の
軽
小
説
と
さ
れ
る
「
お
パ
カ
さ
ん
j

に
焦
点
を

あ
て、

そ
の
意
味
す
る
も
の
を
探
っ
て
い
き
た
い。

『
お
バ
カ
さ
ん
j

は、

昭
和
三
十
四
年
三
月
か
ら
八
月
ま
で、

朝
日
新
聞

に
連
載
さ
れ
た。

あ
る
春
の
日、

銀
行
員
隆
盛
と
貿
易
会
社
に
勤
め
る
妹
・
巴
絵
兄
妹
に、

一
通
の
奇
妙
な
手
紙
が
届
い
た。

誤
字
脱
字
だ
ら
け
で、

解
読
困
難
な
そ
の

（

二
）
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手
紙
の
差
出
人
は、

八
年
前
隆
盛
が
文
通
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人、
ガ
ス
ト

．
ン
・
ポ
ナ
パ
ル
ト
で、

近
々
日
本
に
や
っ
て
来
る
と
い
う。

期
待
に
胸
を
膨

ら
ま
せ
て
出
迎
え
た
兄
妹
の
前
に
現
れ
た
の
は、
「
知
性
の
ひ
ら
め
き
な
ど

一
片
だ
に
な
い」
「
山
ィ
モ
の
オ
パ
ケ
の
よ
う
な
馬
づ
ら」

を
し
た
大
男

だ
っ
た。

兄
妹
の
案
内
で
東
京
見
物
を
し
た
ガ
ス
ト
ン
が
卯
味
を
示
す
の
は、
「
束

京
タ
ワ
ー
で
も
鎌
倉
の
大
仏
で
も
な
く
」、
「
イ
ヌ
さ
ん
と
コ
ド
モ
さ
ん
」

ば

が
り
で
あ
る。

更
に
ガ
ス
ト
ン
は、
「
も
っ
と
多
く
の
日
本
人
を
知
る
た
め
」

に、

兄
妹
の
家
を
出
て
行
く
と
い
う。

実
は
ガ
ス
ト
ン
は
あ
る
「
作
行
」

の

た
め
に
日
本
に
来
た
の
だ
っ
た。

ど
ん
な
人
間
も
疑
う
ま
い。

信
じ
よ
う。
だ
ま
さ
れ
て
も
信
じ
よ、

1

こ
れ
が
日
本
で
彼
が
や
り
と
げ
よ
う
と
思
う
仕
事
の
一
っ
だ
っ
た。

疑
惑

が
あ
ま
り
多
す
ぎ
る
こ
の
世
界、

互
い
に
相
手
の
腹
の
そ
こ
を
さ
ぐ
り
あ

い、

決
し
て
相
手
の
普
意
を
認
め
よ
う
と
も
信
じ
よ
う
と
も
し
な
い
文
明

と
か
知
識
と
か
い
う
も
の
を、
ガ
ス
ト
ン
は
海
の
む
こ
う
に
捨
て
て
来
た

の
で
あ
る。

今
の
世
の
中
に
一
番
大
切
な
こ
と
は、

人
間
を
信
じ
る
仕
事

ー
愚
か
な
ガ
ス
ト
ン
が
自
分
に
課
し
た
修
行
の
第一
歩
が
こ
れ
だ
つ
た。

・

「
ナ
ポ
レ
オ
ン」
と
名
付
け
た・
「
や
せ
こ
け
き
た
な
ら
し
い」
「
イ
ヌ
さ

ん」
を
連
れ
て、
ガ
ス
ト
ン
は
束
京
を
祐
貌
す
る。
一
見
馬
匝
に
し
か
見
え

ず、
い
つ
も
他
人
の
言
栞
を
額
面
通
り
に
し
か
受
け
取
れ
な
い
彼
は、

行
く

所
々
で
様
々
な
事
件
を
巻
き
起
こ
し
な
が
ら
も、

必
死
で
「
人
間
を
信
じ
よ

う
」

と
す
る。
そ
し
て
あ
る
日、

肺
病
の
イ
ン
テ
リ
殺
し
屋
遠
藤
と
出
会
う

の
で
あ
る。

遠
藤
は
大
学
出
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
な
が
ら、

兄
を
無
実
の
罪
に
陥
れ
た

小
林
に
復
讐
す
る
た
め
に
殺
し
屋
に
な
っ
た
男
で
あ
る。
血
を
吐
き
な
が
ら

復
彗
を
誓
う
遠
藤
が、
ガ
ス
ト
ン
の
目
に
は
「
イ
ヌ
さ
ん」
と
同
様、

あ
わ

れ
な
哀
し
い
存
在
と
し
て
映
る。

「
遠
藤
さ
ん
行
く
な
ら、

わ
た
し
も
一
緒
に
行
く
ね
」

「
遠
藤
さ
ん
の
こ
と
ス
キ
ね、

助
け
た
い
で
す」

（
略）

「
遠
藤
さ
ん、
一
人
ぽ
っ
ち。
一
人
ぽ
っ
ち
だ
か
ら
ト
モ
ダ
チ、
い
り
ま

す
ね」（

略）

「
こ
れ、
わ
た
し
の
決
心」

「
な
ん
だ
っ
て・・・
な
に
が
お
前
の
決
心
な
ん
だ」

「
あ
な
た
拾
て
な
い
こ
と・・・
つ
い
て
行
く
こ
と」

馬
面
の
外
国
人
が
殺
し
屋
と
一
緒
に
い
る
と
い
う
略
を
開
き
つ
け
て
や
っ

て
来
た
隆
盛
兄
妹
が
止
め
る
の
も
聞
か
ず、

ガ
ス
ト
ン
は
遠
藤
の
後
を
追
う

が
冷
た
く
拒
絶
さ
れ
る。

·

「
エ
ン
ド
さ
ん、

わ
た
し
キ
ラ
イ
か」

「
あ
あ・・・
シ
ン
の
シ
ン
か
ら
キ
ラ
イ
だ」

遠
藉
は
う
す
笑
い
を
う
か
べ
て

肯
い
た。
「
君
の
長
い、

そ
の
と
ぽ
け
た
顛
を
見
る
と
吐
気
さ
え
す

る。」

（
略）
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結
局、
な
に
を
自
分
は
こ
の
日
本
に
来
て
や
っ
た
の
だ
ろ
う
か
・
・
・

や
っ
た
こ
と
と
い
え
ば、
人
々
の
邪
腐
に
な
る
こ
と
だ
け、
野
良
犬
の

よ
う
に
う
ろ
つ
く
こ
と
だ
け、
そ
し
て
返
藤
の
よ
う
に
手
を
さ
し
の
ペ

た
男
か
ら
さ
え
も
怜
ま
れ
る
こ
と
だ
け
だ
っ
た。
（
略）

自
分
は
遠
藤

の
心
を
ひ
る
が
え
さ
せ
た
り、
そ
の
す
さ
ん
だ
気
持
を
し
ず
め
て
や
る

こ
と
さ
え
で
き
な
い。
た
だ
あ
と
を
つ
い
て
い
く
こ
と
し
か
で
き
な
い

の
で
あ
る。

濶
ら
れ、
殴
ら
れ
な
が
ら
も
ガ
ス
ト
ン
は
遠
藤
の
後
を
追
い
続
け
る。
そ

し
て
と
う
と
う、

遠
朕
は
兄
の
仇、
小
林
を
沼
の
ほ
と
り
に
お
ぴ
き
だ
す
こ

と
に
成
功
し、

拳
銃
を
片
手
に
復
笞
を
決
行
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る。

「
ダ
メ、
ダ
メ。
そ
の
こ
と
ダ
メ」

ガ
ス
ト
ン
は、

何
と
か
遠
藤
が
殺
人
を
犯
す
の
を
防
ご
う
と
二
人
の
間
に

割
り
込
む
が、
か
え
っ
て
小
林
か
ら
シ
ャ
ペ
ル
で
幾
度
も
殴
り
付
け
ら
れ
る

は
め
に
な
る。
血
ま
み
れ
に
な
り
な
が
ら
も
ガ
ス
ト
ン
は
必
死
に
叫
ぶ。

「
ノ
ン、
ノ
ン、
エ
ン
ド
さ
ん
J

「
わ
た
し
の
お
駆
い
．
．
．
 」

．

（
略）

（
引
け、
引
く
ん
だ
よ）

「
ノ
ン、
ノ
ン、
わ
た
し
の
お
訓
い」

．

極
度
の
緊
張
の
中、

病
に
蝕
ま
れ
た
遠
藤
は
気
力
が
尽
き
て
そ
の
場
に
倒

れ
る。

小
林
は
血
だ
ら
け
の
外
人
に
「

恐怖」

を
牝
え
そ
の
船
を
走
り
去
っ

た。

楼
盛

兄妹
の
通
報
で

警察
が
現
場
に
到
舒
し
た
時、
沼
の
傍
に
は
遠
藉

が
倒
れ
て
い
た
だ
け
で、
馬
面
の
外
人
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た。

遠
藤
は
気
絶
す
る
瞬
間
に、
一
羽
の
シ
ラ
サ
ギ
が
飛
ぴ
去
っ
て
い
く
の
を
見

た
と
い
う。
ガ
ス
ト
ン
は
ま
る
で
そ
の
シ
ラ
サ
ギ
の
よ
う
に、
ど
こ
か
へ
消

え
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る。

硫
か
に
娯
楽
性
の
強
い
作
品
で
は
あ
る。
主
人
公
は
ど
こ
か
ら
と
も
な
く

や
っ
て
来
て、
ど
こ
へ
と
も
な
く
消
え
て
い
く
馬
面
の
外
国
人
で
あ
る。
使

用
さ
れ
る
酋
菜
も
平
品
な
語
ば
か
り
で
あ
る
し、
何
よ
り
生
き
生
き
と
し
た

会
話
文
が
巧
み
で
笑
い
を
駁
う。
ガ
ス
ト
ン
の
怪
し
い
日
本
餅
と、

巴
絵
の

気
取
っ
た
お
媒
様
言
葉。
遠
藤
は
変
な
ヤ
ク
ザ
言
葉
を
使
う
し、

妙
な
関
西

弁
や
九
州
弁
を
使
う
人
物
も
登
場
す
る。
血
を
吐
き
な
が
ら
復
笞
を
壱
う
殺

し
屋．．
．
．
 と
い
う
と
ま
る
で
ハ
ー
ド
ポ
イ
ル
ド
の
世
界
だ
が、
ガ
ス
ト
ン

が
絡
む
と
そ
の

復醤
劇
も
滑
稽
な
も
の
に
転
じ
て
し
ま
う。
又、

純
文
作
品

で
は
繰
り
返
し
使
わ
れ
る
「
神」
「
キ
リ
ス
ト」
「
聖
母」
「
十
字
架」
と
い

う
よ
う
な
酋
菜
が
こ
の
作
品
で
は
一
切
使
わ
れ
て
い
な
い。
（
同
じ
軽
小
説

で
も
「
わ
た
し
が
・
棄
て
た・・

女』
で
は、
主
人
公
ミ
ツ
が
不
思
議
な
声
を

間
き、

十
字
架
の
幻
を
見
る
場
面
が
あ
る
。）

．

こ
の
よ
う
な
点
か
ら、
「
お
パ
カ
さ
ん
j

は
そ
れ
以
前
に
遠
藤
が
発
表
し

た
「
白
い
人」
「

質色
い
人」
「
海
と
甜
深」
等
の
純

文作
品
と
は
匙
向
の
代

な
っ
た
作
品
と
解
さ
れ、

軽
小
説
の
第一
作
目
に
位
屈
づ
け
ら
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
ろ
う。

し
か
し、
「お
パ
カ
さ
ん」
は
面
白
い
だ
け
の
小
説
で
は
な
い。
ガ
ス
ト
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ン
の
あ
の
哀
し
い
ま
で
の
一
途
さ、
純
真
さ
は
一
体
何
な
の
か。

�
は
一
体

何
者
な
の
か。
そ
う
い
う
疑
問
が
当
然
沸
き
起
こ
っ
て
く
る
だ
ろ
う。

遠
藤
自
身
は、
「
型
古
の
中
の
女
性
た
ち」
（
昭
和
三
十
三
年）
の
な
か
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。
·
、

•

•

 

私
は
「
お
バ
カ
さ
ん」
と
い
う
作
品
で、
こ
の
ベ
ル
ナ
ノ
ス
の
「
田
舎

司
祭
の
日
記」
や
モ
ウ
リ
ッ
ク
の
「
仔
羊」
に
描
か
れ
た
主
人
公
を

も
っ
と一
般
的
な
形
で
む
こ
う
と
し
た。

・

「
も
っ
と
一
般
的
な
形」
と
は

ーー。
で
は
次
に
ペ
ル
ナ
ノ
ス
の
「
田
舎

司
祭
の
日
記
j

を
「
お
バ
カ
さ
ん」
と
比
較
し
つ
つ、

見
て
い
こ
う。

（

三
）

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ペ
ル
ナ
ノ
ス
(-
八
八
八
ー
一
九
四
八）
は、
フ
ラ
ン
ス

の
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
で、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
・
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク、
ジ
ュ
リ
ア

ン
・
グ
リ
ー
ン
と
共
に、
遠
藤
が
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
に
研
究
し、
最
も
影
響

を
受
け
た
作
家
の
一
人
で
あ
る。
「
田
舎
司
祭
の
日
記』
は
ペ
ル
ナ
ノ
ス
の

小
説
の
中
で
も
最
高
傑
作
と
さ
れ
て
い
る。

題
名
が
示
す
通
り、
主
人
公
た
る
胚
り
手
は
北
仏
の
と
あ
る
田
舎
の
教
区

の
若
い
司
祭
で
あ
る。
病
気
が
ち
で、
重
い
遺
伝
（
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症）

を
背
負
っ
た
彼
は、
人
格
が
特
別
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く、
卓
越
し
た

才
能
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い。
世
渡
り
も
下
手
で、

善
意
か
ら
行
っ
た
こ
と

は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
人
々
か
ら
理
解
さ
れ
ず、
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
う。

主
人
公
の
設
定―
つ
を
取
っ
て
み
て
も、
「
お
パ
カ
さ
ん』
が
こ
の
作
品

か
ら
大
き
な
影
閤
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る。
主
人
公
は、
司
祭
と
い

う
神
に
使
え
る
特
別
な
戦
業
を
持
つ
人
間
で
は
あ
る
が、
型
人
で
は
な
い。

い
や
む
し
ろ、

健
釈
に
問
題
が
あ
る
点、
か
な
り
の
口
下
手
で
あ
る
点
が
弛

胴
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら、
あ
る
意
味
で
は
常
人
よ
り
も
劣
る
人
物

と
い
う
印
象
す
ら
受
け
る。
そ
れ
は、
ガ
ス
ト
ン
が
美
形
の
フ
ラ
ン
ス
人
で

は
な
く、
「
知
性
の
か
け
ら
も
な
い」
「
馬
づ
ら」
で
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
し

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
通
じ
よ
う。

．

，
．

司
祭
は
毎
日
の
生
活
を
克
明
に
日
記
に
記
す。
ど
れ
く
ら
い
葡
萄
酒
を
飲

ん
だ
か、
他
康
状
態
は
ど
う
か、
誰
と
ど
ん
な
話
を
し
た
か、
自
分
が
ど
れ

だ
け
神
を
愛
し
て
い
る
か
ー。

．

．

．

彼
は
新
し
い
も
の
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い、
保
守
的
で、
停
滞
し
た

自
分
の
教
区
を
活
性
化
し
よ
う
と
様
々
な
提
案
を
す
る
が、
人
々
に
は
理
解

さ
れ
ず、
か
え
っ
て
敬
遠
さ
れ
る
よ
う
に
な
る。
孤
独
に
沈
み、
自
己
の
無

力
を
咬
く
司

祭—
そ
の
姿
は
ガ
ス
ト
ン
が
殺
し
屋
遠
藤
の
「
心
を
ひ
る
が
え

さ
せ
た
り」
「
し
ず
め
た
り」
す
る
こ
と
が
で
き
ず、
「
た
だ
あ
と
を
つ
い
て

い
く
こ
と
し
か
で
き
な
い」
と
自
己
の
無
力
を
嘆
く
場
面
を
思
い
起
こ
さ
せ

る。司
祭
も
ガ
ス
ト．
ン
も
自
己
が
完
接
な
人
間
で
な
い
こ
と
を、
自
分
が
弱
い

只
の
人
間
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
を
十
分
に
自
党
し
て
い
る。
そ
の
弱
さ
の

自
党
が
あ
る
が
故
に
他
人
の
弱
さ
に
共
感
で
き、
自
分
を
疎
外
す
る
人
さ
え

も
憎
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る。
ガ
ス
ト
ン
に
と
っ
て
「一
番
イ
ヤ
な

仕
事」
は
「
人
を
憎
む」
こ
と
で
あ
り、
司
祭
は
「
他
人
の
苦
し
み
に
対
し
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て」
「
恐
れ」
を
さ
え
抱
く。
二
人
に
共
通
し
て
い
る
の
は、

自
分
の
弱
さ

．
を
自
覚
す
る
が
故
に
他
人
の
弱
さ
を
も
許
し、
全
て
を
信
じ
よ
う、
愛
そ
う

と
す
る
姿
勢
と
い
え
よ
う。＇

あ
る
日、
司
祭
は
大
量
に
吐
血
し、
医
師
の
も
と
へ
出
か
け
る
が、
彼
の

体
は
既
に
癌
に
蝕
ま
れ
て
お
り、

余
命
幾
許
も
な
い
こ
と
が
告
げ
ら
れ
る。

驚
愕
し、
苦
悩
す
る
司
祭。
絶
望
の
中
で
彼
は
懐
疑
ー
信
仰
ー
懐
疑
を
繰
り

返
す。
こ
の
点
が、
こ
の
作
品
を
単
な
る
護
教
小
説
に
終
わ
ら
せ
て
い
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る。
自
ら
の
不
幸
を
知
っ
た
と
き、
人
間
は
慌
て、
怯
え、
た

と
え
信
仰
を
持
つ
者
で
も
そ
の
運
命
を
瑛
か
ず
に
は
い
ら
れ
ま
い。
司
祭
の

苦
悩
は
ど
こ
に
で
も
い
る
生
身
の
人
間
を
感
じ
さ
せ
る。

司
祭
は
恐
怖
に
簑
え
な
が
ら
も、
必
死
で
思
索
を
進
め
る。
そ
し
て、
自

分
が
あ
り
の
ま
ま
の
人
々
を
「
ひ
じ
ょ
う
に
愛
し
た」
よ
う
に、
「
怖
い
な

ら
怖
い
と
恥
ず
か
し
が
ら
ず
に
言」
い、
荘
敢
な
死
な
ど
望
ま
ず、
人
々
に

「
あ
わ
れ
み
を
か
き
た
て
る」
よ
う
な
「
あ
り
の
ま
ま
の
最
後」
を
迎
え
る

こ
と
こ
そ、
自
分
に
で
き
る
「
愛
の
行
為」
と
考
え
る
こ
と
で、
少
し
ず
つ

心
の
平
安
を
取
り
戻
し
て
い
く。

こ
の
作
品
の
最
後
に
は、

司
祭
の
死
を
見
取
っ
た
友
人
の
手
紙
が
採
え
ら

，
れ
て
い
る。
死
を
迎
え
た
司
祭
は
は
じ
め．
「
深
い
苦
悶」
の
表
情
を
見
せ
た

が、
や
が
て
「
お
だ
や
か
に
な
り、

微
笑
さ
え
浮
か
ぺ
て
い
た」
と
い
う。

遠
藤
は
前
掲
し
た
「
聖
書
の
中
の
女
性
た
ち」
で、
こ
の
作
品
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る。

'

こ
の
小
説
が
私
を
も
っ
と
も
魅
了
す
る
の
は
主
人
公
の
田
合
司
祭
が
私

た
ち
と
同
じ
地
点
か
ら
人
生
に
生
き
て
い
る
こ
と
だ。
（
略）

そ
の
凡

庸
な、
そ
し
て
私
た
ち
と
同
じ
翡
さ
を
も
っ
た
男
が
こ
の
小
説
の
終
り

の
頁
を
め
く
り
終
っ
た
時、
い
つ
か
私
た
ち
の
及
ば
ぬ
地
点
に、

人
生

の
崇
高
な
部
分
を
歩
い
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く。
そ
れ
は
な
に
か
彼

が
特
定
の
紫
暗
ら
し
い
行
為
や
死
を
え
ら
ん
だ
た
め
で
は
な
い。
（
彼

の
死
は
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
凡
廂
で
み
じ
め
な
外
観
を
と
っ
て
い
る

の
だ
か
ら）

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

な
に
が
彼
を
そ
う
さ
せ
た
か。
な
に
が
彼
を
そ
こ
ま
で
い
か
せ
た
か。

・
（
傍
点
引
用
者）

最
後
の
問
い
か
け
の
答
え
を
遠
藤
は
記
し
て
は
い
な
い。
し
か
し、
そ
の

答
え
が、
司
祭
の
人
々
に
対
す
る、
人
生
に
対
す
る、
そ
し
て
神
に
対
す
る

〈
愛〉
で
あ
る
こ
と
は
一
読
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う。
凡
庸
な
司
祭
は
全
て

の
も
の
に
対
す
る
〈
愛〉

故
に
少
し
ず
つ、
「
私
た
ち
の
遠
く
及
ば
ぬ」
型

な
る
も
の
へ
と
転
じ
て
い
っ
た
の
で
あ
る。
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う

＾
型
化
の
思
想
が
感
じ
ら
れ
る。
（
堅
化・
・
・
S
a
n
c
t
i
f
i
c

a
t
i
o
n
．
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
神
の
恩
恵
に
よ
り、
義
と

認
め
ら
れ
た
者
が
精
霊
を
受
け
て、

潔
め
ら
れ
た
人
格
を
完
成
す
る
こ
と）

遠
藤
は
「
聖
書
の
中
の
女
性
た
ち」
で、
〈
聖
化〉
と
は
「
低
い
人
間
性」

を
「
よ
り
高
い
人
間
性」
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
だ
と
説
明
し
て
い
る。
凡
庸

な
司
祭
が
い
つ
の
間
に
か
「
人
生
の
崇
布
な
部
分
を
歩
い
て
い
る
こ
と
に
気

が
つ
く」
の
は、

彼
が
日
常
の
中
で
そ
れ
と
気
付
か
ぬ
う
ち
に
少
し
ず
つ

〈
聖
化〉
さ
れ、
「
よ
り
高
い
人
間
性」
を
獲
得
し
た
か
ら
で
あ
る。
そ
し
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て、

そ
の
〈
聖
化〉

の
基
盤
と
な
っ
た
の
は、

全
て
の
も
の
へ
の
惜
し
み
な

ぃ
＾
愛〉

で
あ
っ
た。

こ
の

E3
舎
司
祭
の
日
記
j

の
中
に、
〈
愛〉

故
に
〈
聖
化〉

さ
れ
た
人

間
の
姿
を
見
出
し
た
時、

遠
藤
は
深
い
感
銘
を
受
け
た
こ
と
だ
ろ
う。
そ
の

姿
を
多
く
の
人
に
伝
え
た
い、

そ
う
思
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し、
こ
の
作o

or
梗
概
は
先
に
簡
単
に
記
し
た
が

|本・
文
は
か
な
り

難
解
で
あ
る。

聖
書
の
言
葉
が
錢
め
ら
れ、

高
度
な
宗
教
哲
理
が
盛
り
込
ま

れ、

キ
リ
ス
ト
教
用
語
に
溢
れ
て
い
る。
西
欧
と
異
な
り
キ
リ
ス
ト
教
の
伝

統
の
な
い
日
本
で
は、

そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
困
難
だ

ろ
う。
そ
れ
故
「
も
っ
と
一
般
的
な
形」

|
我
々
日
本
人
に
も
実
感
で
き
う

る
よ
う
な

形卜
で
捉
え
直
し、

密
き
直
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か。

主
人
公
を
日
本
人
に
は
あ
ま
り
縁
の
な
い
司
祭
か
ら
馬
面
の
外
国
人
へ、

場
所
を
北
仏
か
ら
東
京
へ
移
す。

キ
リ
ス
ト
教
の
臭
い
の
す
る
語
は
一
切
使

わ
ず、

日
常
的
な
言
葉
で、

実
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
”
お
パ
カ
さ
ん“
ガ
ス
ト

ン
は
描
か
れ
て
い
る。
し
か
し、

遠
藤
が
本
当
に
描
き
た
か
っ
た
の
は、

凡

府
な
人
間
が
全
て
を
愛
そ
う
と
努
め
る
こ
と
で
少
し
ず
つ
〈
型
化〉
さ
れ
て

い
く、

そ
の
過
程
だ
っ
た
の
で
あ
る。

一
見、
ユ
ー
モ
ア
溢
れ
る
娯
楽
小
説
の
よ
う
な
態
を
と
っ
て
は
い
る
が、

実
は
こ
の
小
説
も
他
の
純
文
作
品
と
同
様、

根
底
で
は
深
く
キ
リ
ス
ト
教
と

結
ぴ
つ
い
て
い
る。

面
白
さ
に
魅
か
れ
て
こ
の
小
説
の
批
界
に
入
り
込
む
こ

と
は、

遠
藤
が
キ
リ
ス
ト
教
に
関
心
の
な
い
日
本
人
に
警
戒
心
を
抱
か
せ
ぬ

よ
う、

周
到
に
創
り
上
げ
た`

独
特
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
入
り
込
ん
で
い

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と、

遠
蔭
文
学
に
お
い
て
純
文
作
品
と
軽
小

説
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
形
態
分
類
の
上
で
は
意
味
が
あ
っ
て
も、

内
容
的

に
は
全
く
意
味
が
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う。

更
に、

も
し、
P

お
パ
カ
さ
ん」
が
純
文
作
品
と
同
じ
よ
う
に
遠
藤
の
キ

リ
ス
ト
教
観
を
示
す
作
品
で
あ
る
と
す
れ
ば、

以
後
の
遠
蔭
文
学
の
展
開
を

考
え
る
上
で、

実
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る。

遠
藤
は
昭
和
四
十一
年
「
沈
黙』

を
発
表。

従
来
父
性
的
と
さ
れ
て
き
た

キ
リ
ス
ト
教
の
”
母
性
的”

な
面
を
前
面
に
押
し
出
し、

共
に
苦
し
み、

全

て
を
許
す
独
特
の
＾
母
性
的
キ
リ
ス
ト〉
の
姿
を
初
め
て
明
確
に
批
に
問
う

た。

そ
の
キ
リ
ス
ト
像
が
神
学
的
に
正
し
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が

残
る
も
の
の、

汎
神
的
な
日
本
と
一
神
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
融
合
を

図
っ
た
作
品
と
し
て、

文
壇
で
は
高
い
評
価
を
得
る。

更
に、

昭
和
四
十
八

年
に
発
表
さ
れ
た

R九
海
の
ほ
と
り」

に
お
い
て
は、
＾
母
性
的
キ
リ
ス
ト〉

を
よ
り
深
化
さ
せ
た
〈
永
遠
の
同
伴
者〉

ー
い
つ
も
傍
に
い
て、

共
に
喜
ぴ

共
に
苦
し
む
存
在
—
と
し
て
の
イ
エ
ス
像
を
確
立
す
るし

共
に
苦
し
み、

全
て
を
許
し、

愛
し
て
く
れ
る
ー
そ
れ
が
遠
藤
の
理
解
す

る
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
姿
な
の
だ
が、

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
お
バ
カ
さ
ん」

の
ガ
ス
ト
ン
の
イ
メ
ー
ジ
と
匝
な
る。
と
す
れ
ば、

既
に
「
お
パ
カ
さ
ん」

を
発
表
し
た
昭
和
三
十
匹
年
の
時
点
で、

遠
藤
の
理
解
す
る
キ
リ
ス
ト
像
は、

（

四
）

く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
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父
性
的
な
も
の
か
ら
母
性
的
な
も
の
へ
移
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る。
ま
た、

ガ
ス
ト
ン
の
「
あ
な
た
拾
て
な
い
こ
と・・・
・
つ
い
て
行
く
こ
と」
「
こ
れ、

わ
た
し
の
決
心」
と
い
う
台
詞
に、
＾
永
遠
の
同
伴
者〉
の
萌
芽
も
感
じ
ら

れ
よ
う。

更
に、
ガ
ス
ト
ン
が、
命
が
け
で
迫
い
統
け
る
殺
し
B
の
名
が
「
遠
店」

で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る。

遠
藤
が
キ
リ
ス
ト
教
を
「
体
に
合
わ
な
い
洋
服」
と
表
現
し、
そ
れ
を
自

己
の
体
に
合
う
「
和
服」
に
す
る
た
め
に
努
力
し
て
き
た
こ
と
は、
多
く
の

著
世
の
な
か
で
語
ら
れ
て
い
る。
そ
の
過
程
で
は、
信
仰
を
棄
て
よ
う
と
考

え
た
こ
と
す
ら
あ
っ
た
と
い
う。
だ
が、
遠
藤
は
神
を
菜
て
去
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た。
神
が
遠
藤
を
雌
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る。

私
の
場
合
は、
自
分
の
意
志
で
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
ら
（
キ
リ
ス
ト

教
信
者
に
・
・
引
用
者
注）．
親
が
く
れ
た
許
婚
み
た
い
の
と
結
婚
さ
せ

ら
れ
て
い
る
ん
だ
か
ら、
こ
ん
な
も
の
出
て
行
け
と
い
う
よ
う
な
感
じ

な
ん
だ
け
ど、
出
て
行
け
と
哲
っ
て
も、
向
こ
う
が
出
て
い
か
ん。
女

房
み
た
い
に
ね。
居
座
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
し
た。

．

．

（『
私
に
と
っ
て
神
と
は
l

―
九
八
八
年）

「
出
て
行
け
と
言
っ
て
も」
「
出
て
い
か」
な
い
神
と
遠
藤。
そ
し
て、

ど
こ
ま
で
も
追
い
す
が
っ
て
い
く
ガ
ス
ト
ン
と
そ
れ
を
拒
絶
す
る
殺
し
屋

・
「
遠
藤」。
こ
の
奇
妙
な
符
合
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い。
ガ
ス
ト
ン
と
「
遠

藤」
の
関
係
に、
自
己
と
神
と
の
つ
な
が
り
を
投
影
さ
せ
て
い
る
と
す
れ
ば、

「
お
パ
カ
さ
ん
j

は、
遠
藉
自
身
の
信
仰
告
白
の
世
と
取
る
こ
と
も
可
能
な

第
8
号

の
で
あ
る。

遠
藤
が
文
埴
に
登
場
し
て
か
ら、
約
半
世
紀
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
る。
そ

の
間
純
文
作
品
は
「
沈
黙」
を
中
心
に
様
々
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た。
し

か
し、
純
文
作
品
の
み
な
ら
ず、
軽
小
説
や
狐
狸
庵
先
生
も
の
を
含
め、
多

角
的
に
＾
作
家・
遠
藤
周
作〉
を
見
て
い
く
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
遠
藉
文
学

研
究
の
陳
姐
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

本
文
中
の
『
田
舎
司
祭
の
日
記」
の
引
用
は
『
ジ
ュ
ル
ジ
ュ
・
ペ
ル
ナ
ノ

ス
著
作
集
2」
（
春
秋
社

追
記

一
九
七
七
年）
渡
辺一
民
訳
に
よ
る。

（
本
学
文
学
研
究
科

修
士
課
程一
年）

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
因

新
（
梅
光
女
学
院
大
学
大
学
院）

第
七
号

信
州
大
学
医
根
技
術
短
期
大
学
部
紀
要

第
17
号

神
女
大
国
文
（
神
戸
女
子
大
学
国
文
学
会）

第
3
号

人
文
（
施
児
島
県
立
短
期
大
学）

第
16
号

人
文
半
論
集
（
佛
教
大
学
学
会）

第
25
号

親
和
国
文
（
親
和
女
子
大
学
国
語
OO
文
学
会）

第
26
号

成
践
困
文
（
成
践
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
研
究
室）

成
城
国
文
学
（
成
城
国
文
学
会）

第
二
十
五
号
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