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志

賀

直

哉

「剃

刀
哀

翻

―
―
〈
ア
ン
チ

・
犯
罪
小
説
〉
―
―

１
　

は
じ

め

に
　
―
―

「
剃

刀
」

は

〈
芳

三
郎

一
人

の
物

語

〉
か
―
―

紅
野
謙
介
氏
の
論
稿

「志
賀
直
哉

『剃
刀
』
を
め
ぐ
る
演
習
―
―
文
学

へ
の
解
放
／
文
学
か
ら

の
解
放
―
―
」
は
、
大
学
の
学
生
を
対
象
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
紅
野
氏
は
文
学
を
研
究
す

る
こ
と
に
お
い
て
、
コ
ロ説
の
支
配
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
つ
ね
に
そ
の
限
界
性

に
自
覚
的
で
あ
る
こ
と
は
大
事
な
こ
と
だ
。
」
と
呼
び
か
け
つ
つ
、
「主
題
抽
出
と
い
う
名
目
で
、

往

々
に
し
て
私
た
ち
は
主
人
公
の
心
理
描
写
を
た
ど

つ
た
り
す
る
が
」
、
「見
落
と
し
が
ち
」
な

「小
説
を
構
成
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
」
や

「
ス
ト
ー
リ
ー
に
絡
み
つ
く
よ
う
に
あ
る
無
数

の
エ
ピ

ソ
ー
ド
群
」
と
い
う

「
テ
ク
ス
ト
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
う
し
た
細
部
の
要
素
を
そ
れ
ぞ

れ
に
解
読
し
、
自
分
の
な
か
で
関
連
づ
け
、
意
味
づ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
そ

の
よ
う
な
試
み
を
為
す
対
象
作
品
と
し
て
、
志
賀
の
初
期
作
品

「剃
刀
」
「
白
樺
』
、
明
治
四
十

三

・
六
）
を
取
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
作
品
内
設
定

―
―

「麻
布
六
本
木
」
と
い
う
地
名
と
、
「秋
季
皇
霊
祭
」
と
い
う
時
間
―
―
に
着
目
し

「辰
床
」

が

「近
代
天
皇
制
国
家
の
聖
と
賎
の
構
造
に
組
み
込
ま
れ
た
空
間
に
立

っ
て
い
」
る
事
を
見
い
出

し
た
の
は
卓
見
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
あ
ざ
や
か
な
読
み
を
提
示
す
る
紅
野
氏
が
論
展
開
上
、
ま
ず
目
を
付
け
た
の
が

「主
人
公
の
芳
三
郎
」
が
持

つ

「自
己
の
論
理
」
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

「剃
刀
」
論
と
言
わ
れ
る

も
の
に
お
い
て
は
、
分
析
上
芳
三
郎
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
紅
野
氏
が
言
い
述
べ

る
よ
う
に
、
芳
三
郎
は
作
品
の
主
人
公
と
し
て
認
め
ら
れ
て
し
ま

つ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

明

結
局
の
と
こ
ろ
私
た
ち
は
、
主
人
公
と
さ
れ
る
人
物
の

「心
理
描
写
」
に
し
ろ

「自
己
の
論

理
」
に
し
ろ
、
「剃
刀
」
に
対
し
て
芳
三
郎
あ
り
き
の
分
析
し
か
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
確
か
に

「剃
刀
」
は
芳
三
郎
を
中
心
に
描
か
れ
て
お
り
、
特
に
病
痛
を
起
こ
し
イ
ラ
イ
ラ

し
て
い
る
と
こ
ろ
や
、
最
後
の
客
を
殺
し
て
し
ま
う
シ
ー
ン
は
読
み
手
に
深
い
印
象
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
か

「剃
刀
」
に
は

〈
犯
罪
小
説
〉
と
の
呼
称
が
附
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
志
賀
文
学
に
お
い
て

「剃
刀
」
に
は
じ
ま
る

〈
犯
罪
小
説
〉
の
系
譜
な
る
も
の
も
見
出
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
同
じ
よ
う
に
殺
人
を
扱

っ
た
作
品
で
あ
る

「疱
の
犯
罪
」
と
の
繋
が
り
を
意
識
す

る
こ
と
は
、
〈
犯
罪
〉
に
着
目
す
る
こ
と
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
え
ぶ
。

こ
の
よ
う
に
、
「剃
刀
」
の
作
品
研
究
は
芳
三
郎
や
そ
の
行
為
に
主
眼
を
置
い
た
解
釈
が
行
な

わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
作
者
で
あ
る
志
賀
は
、
作
品
発
表
の
後
年
に
異
な
る
見
方
を
示
し
て
い

る
。
そ
れ
は
自
作
解
説

「創
作
余
談
」
亀
改
造
』
、
昭
和
三

・
六
）
の
中
で

「床
屋
で
恐
ら
く
誰

も
が
感
ず
る
で
あ
ら
う
強
迫
観
念
か
ら
作
り
上
げ
た
も
の
だ
。
」
と
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
志
賀
は
剃
刀
を
あ
て
ら
れ
る
客
側
が
感
じ
る
強
迫
観
念
を
元
に
し
て
、
作
品
を
描
い
た
と

解
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「剃
刀
」
の
自
作
解
説
は
、
志
賀
研
究
に
お
い
て
作
者
の
作
品

に
対
す
る
考
え
を
示
し
た
格
好
の
材
料
と
し
て
、
論
文
冒
頭
に
必
ず
踏
ま
え
ら
れ
る
と
い
う

一
般

的
な

「余
談
」
の
扱
わ
れ
方
に
反
し
、
こ
れ
ま
で
の

「剃
刀
」
論
の
中
で
、
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
が
な
か

っ
な
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
芳
三
郎
を
主
体
と
す
る
作

品
解
釈
と
は
正
反
対
の
、
客
を
主
体
と
し
た
内
容
に
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
な
る
と
、

「余
談
」
は
私
た
ち
に
、
芳
三
郎
を
脱
中
心
化
し
て
し
ま
え
る
作
品
解
釈
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と

を
示
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
志
賀
の
自
作
解
説
が
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
、
芳
三
郎
以



(12)甲南女子大学大学院論集創刊号 文学 。文化研究編 (2003年 3月 )

外
に
も
登
場
人
物
は
存
在
す
る
わ
け
で
、
芳
三
郎
に
焦
点
化
し
て
し
ま
う
と
、
例
え
ば
妻

・
お
梅

は

「な
き
に
等
し
い
」
（紅
野
氏
）
存
在
と
取
ら
れ
る
。
又
作
品
設
定
で
は
、
〈
麻
布
六
本
木
〉
や

〈
秋
季
皇
霊
祭
〉
と
い
う
現
実
世
界
に
も
繋
が
る
設
定
が
作
品
冒
頭
で
さ
れ
て
い
る
反
面
、
作
品

の
ラ
ス
ト
で
は

「夜
も
死
人
の
様
に
静
ま
り
か

へ
つ
た
。
総
て
の
運
動
は
停
止
し
た
。
」
と
い
う

よ
う
に
、　
一
気
に
非
日
常
的
な
物
語
世
界
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
第
に
無
人
化

（正
確
に
は
完
全
な
無
人
化
で
は
な
く
、
店
内
で
眠
り
こ
け
る
店
員
の
存
在
が
あ
る
の
で
あ
る
が
）

さ
れ
て
い
く
店
内
で
芳
三
郎
が
殺
人
を
犯
し
、
そ
れ
を
突
然
擬
人
化
さ
れ
た
鏡
が
見
つ
め
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
突
如
と
し
て
現
れ
た
鏡
に
よ
る
ラ
ス
ト
は
、
時
に
否
定
的
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と

も
あ

っ
た
。

よ

っ
て
本
稿
で
は
、
無
条
件

に
芳
三
郎
を
中
心
化
し
て
し
ま
う
前

に
、
紅
野
氏
が
説
く
よ
う

に
、
「見
落
と
し
が
ち
」
な
テ
ク
ス
ト
を
作
り
上
げ

て
い
る
作
品

の
中
に
芳
三
郎
を
戻
し

〈
芳
三

郎
の
物
語

〉
と
な

っ
て
い
る

「剃
刀
」

の
読
み
直
し
を
す
る
。
ま
ず
は
芳
三
郎
と
他

の
登
場
人
物

の
関
係
性
に
つ
い
て
考
え

て
み
る
。

２
　

他
者

の
中

の
芳

三
郎

「剃
刀
」
に
お
け
る
芳
三
郎
以
外
の
登
場
人
物
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
芳
三
郎
の
妻
で
あ
る
お

梅
、
使
用
人
の
兼
次
郎
に
錦
公
、
名
前
だ
け
の
登
場
だ
が
芳
三
郎
が
小
僧
時
代
に
同
僚
で
あ

っ
た

源
公
に
治
太
公
、
そ
れ
に
客
の
女
中
と
田
舎
出
の
男
で
あ
る
。
「剃
刀
」
は
短
編
作
品
で
あ
る

が
、
そ
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
が
持

つ
特
徴
や
性
格
に
至
る
ま
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
他
の
登
場
人
物
た
ち
も
芳
三
郎
と
同
じ
よ
う
に
、
作
品
内
人
物
と
し
て
十
分
自
立
性
が
あ
る

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
う
い
っ
た
人
物
造
形
の
説
明
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
語
り
の
視
点

は
そ
の
殆
ど
が
芳
三
郎
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
の
、
お
梅
や
田
舎
出
の
客
の
視
点
に

重
な

っ
て
い
る
こ
と
も
あ
ふ
ｏ
こ
の
統

一
さ
れ
て
い
な
い
語
り
方
を
否
定
的
に
捉
え
る
の
で
は
な

く
、
そ
う

い
っ
た
語
り
方
が
示
す
の
は
む
し
ろ
芳
三
郎
だ
け
に
作
品
が
焦
点
化
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
も
の
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
洲
。
芳
三
郎
を
中
心
に
見
た
場
合
、
周
囲
の
人
物
と
離
嬬
を
起
こ
す

芳
三
郎
と
い
う
構
図
し
か
見
出
せ
な
い
も
の
の
、
芳
三
郎
と
同
じ
く
ら
い
他
の
登
場
の
人
物
た
ち

に
も
自
立
性
を
認
め
、
芳
三
郎
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
見
直
し
て
い
く
。

ま
ず
関
係
性
を
重
視
し
た
上
で
、
芳
三
郎
の
人
物
像
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
の
だ
が
、
「剃

刀
」
を

〈
犯
罪
小
説
〉
な
ど
と
捉
え
た
時
、
剃
刀
の
名
人
で
あ
る
こ
と
や
、
病
療
持
ち
で
あ
る
こ

と
は
よ
く
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
事
柄
だ

っ
た
。
し
か
し
、
か
つ
て
共
に
小
僧
と
し
て
働
い
て
い
た

源
公
に
対
し
て

「朋
輩
だ

つ
た
好
誼
」
を
重
ん
じ
た
り
、
源
公
に
悪
さ
を
そ
そ
の
か
さ
れ
る
治
太

公
を

「
可
哀
想
に
思
つ
て
度
々
意
見
」
し
た
り
す
る
他
者

へ
配
慮
す
る
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
芳
三
郎
と

一
緒
に
な

っ
た
の
が

「辰
床
」
の
先
代
の
娘

・
お
梅
で
あ
る
。
こ
の

お
梅
は
ど
う

い
う
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
「剃
刀
」
に
お
い
て
は
、　
一
見
芳
三
郎
は
お
梅
を
冷
た
く

あ
し
ら
い
、
全
く
相
手
に
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
正
し
い
二
者

の
関
係
性
の
把
握
だ
ろ
う
か
。
今
は
削
除
さ
れ
て
し
ま

っ
た
が
、
お
梅
は
初
出
で

「娘
は
美
し
い

女
で
あ

つ
た
。」
と
の
記
述
も
あ
り
、
源
公
は
こ
の
お
梅
に
気
が
あ

っ
た
為
、
芳
三
郎
と
お
梅
が

一
緒
に
な

っ
た
際
、
店
を
出
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
魅
力
あ
る
お
梅
は
芳
三
郎
に

対
し
て
非
常
に
か
い
が
い
し
く
接
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
風
邪
を
引

い
た
芳
三
郎
を
気
遣

い
、
薬
や
食
事
の
世
話
な
ど
色
々
と
気
を
回
し
、
よ
き
妻
ぶ
り
を
見
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
、
芳
三
郎
に
ひ
た
す
ら
従
う
か
い
が
い
し
い
妻
が
イ
ク
オ
ー
ル
お
梅
と
は
で
き
な
い
。
次
の

一
文
を
見
て
も
ら
い
た
い
。
芳
三
郎
と
お
梅
と
の
関
係
性
が
端
的
に
窺
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ＺＯ
。

「…
…
起
き
て
る
な
ら
か
い
ま
き
で
も
掛
け
て
居
な
く
ち
や
仕
様
が
な
い
ね
え
」

「
い
い
か
ら
持

つ
て
来

い
と
云
ふ
も
の
を
早
く
持
つ
て
来
ね
え
か
」
割
に
低

い
声
で
は
云

つ
て
る
が
、
病
で
ピ
リ
く
し
て
居
る
。
お
梅
は
知
ら
ん
顔
を
し
て
、
か
い
ま
き
を
出
し
、
床

の
上
に
胡
坐
を
か
い
て
ゐ
る
の
に
後
か
ら
羽
織
つ
て
や
つ
た
。
芳
三
郎
は
片
手
で
措
ぐ
や
う

に
し
て
か
い
ま
き
の
襟
を
掴
む
と
ぐ
い
と
剥
い
で
了
つ
た
。

お
梅
は
病
痛
を
起
こ
す
芳
三
郎
を
、
腫
れ
物
を
触
る
よ
う
に
気
遣
う
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で

日
常
的
な
も
の
と
見
な
し
て

「知
ら
ん
顔
」
し
、
そ
れ
に
動
じ
な
い
姿
を
見
せ
て
い
る
。
そ
し
て

風
邪
の
体
を
気
遣
い
、
か
い
ま
き
を
被
せ
て
や
ろ
う
と
す
る
お
梅
に
対
し
、
芳
三
郎
は
意
固
地
に

何
度
も
そ
れ
を
退
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
後
に
お
梅
は
半
纏
を

「子
供
で
も
だ
ま
す
や
う
に

云
つ
て
、
漸
く
手
を
通
さ
せ
」
る
の
で
あ
る
が
、
結
局
こ
の
よ
う
な
芳
三
郎
の
お
梅
に
対
す
る
態

度
は
、
甘
え
の
よ
う
に
も
受
け
取
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
母
親
に
接
す
る
子
の
様
な
も
の
で
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あ
る
。
病
療
ゆ
え
の
邪
険
な
態
度
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
病
療
を
起
こ
す
の
も
妻

へ
の
甘
え
と
し

て
受
け
取
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
使
用
人
と
の
関
係
性
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
今
辰
床
に
い
る
の
は
、
コ
一十
歳
に
な
る
至
つ

て
気
力
の
な
い
青
白

い
顔
」
の
兼
次
郎
と
、
「十
二
三
」
の

「
頭
が
後
前
に
ヤ
ケ
長
い
子
供
」
の

錦
公
で
あ
る
。
店
に
入

っ
て

一
ヶ
月
も
経
た
な

い
だ
ろ
う

「気
力
の
な
い
」
の
兼
次
郎
と

「子

供
」
の
錦
公
と
で
は
、
風
邪
で
寝
込
ん
で
い
る
芳
三
郎
の
助
け
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
店
を
省

み
な
い
勝
手
と
も
い
え
る
行
動
を
と

っ
て
い
る
。
兼
次
郎
は
年
下
の
錦
公
よ
り
も
重
き
を
置
い
て

任
せ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
店
を
離
れ
、
「時
子
」
と
い
う
女
に
会

い
に
行

っ
た
。
そ
の
た
め

に
、
芳
三
郎
は
店
に
立
つ
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
使
用
人
に
対
し
、
芳
三
郎
は

怒
る
こ
と
は
な
い
。
店
の
仕
事
を
放
棄
し
た
兼
次
郎
に
対
し
て
も
、
躍
起
に
な

っ
て
引
き
戻
そ
う

と
す
る
の
で
は
な
く
、
お
梅
が
錦
公
に
帰
る
こ
と
を
促
す
よ
う
に
指
示
し
た
言
葉
に
対
し
て
も
、

ま
だ
早
い
と
遮

っ
て
い
る
。
又
、
時
子
の
所
に
行

っ
た
兼
次
郎
を

「時
子
を
張
り
に
行
き
ま
し

た
」
と
真
面
目
に
答
え
る
錦
公
は

「子
供
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

芳
三
郎
の
事
情
を
考
え
な
い
者
と
し
て
は
、
店
の
客
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
外
か
ら
来
る
客
に
と

っ
て
、
芳
三
郎
の
体
調
や
病
療
は
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「剃

刀
」
の
中
に
登
場
し
て
く
る
客
は
二
人
い
る
。
主
人
の
剃
刀
を
持

っ
て
き
た
竜
土
の
女
中
は
、
自

ら
の
都
合
で

一
方
的
に
芳
三
郎
に
研
い
で
も
ら
う
こ
と
を
希
望
す
る
。
そ
し
て
も
う

一
人
芳
三
郎

に
殺
さ
れ
る
田
舎
出
ら
し
い
若
者
は
、
「黒

い
凸
凹
の
多

い
顔
」
を
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら

「昼
は
荒
い
労
働
に
つ
い
て
ゐ
る
者
」
と
い
う
こ
と
が
知
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
は

「親
方
、

病
気
で
す
か
」
な
ど
と
芳
三
郎
の
体
調
を
気
に
か
け
る
言
葉
を
掛
け
な
が
ら
も
、
女
郎
屋

へ
と
早

く
向
か
い
た
い
と
い
う
自
分
の
都
合
か
ら
、
ザ

ッ
と
髭
を
あ
た

つ
て
く
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。

そ
の
よ
う
な
客
に
対
し
、
芳
三
郎
は

「あ
り
が
た
う
」
な
ど
と
口
だ
け
だ
が
礼
を
言
う
こ
と
は
出

来
て
い
る
よ
う
で
、
病
療
を
起
こ
す
こ
と
は
な
い
。
あ
く
ま
で
店
主
と
客
と
い
う
関
係
を
守

っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
芳
三
郎
は
、
客
と
い
う
相
手
の
立
場
ゆ
え
口

に
は
出
さ
な
い
も
の
の
、
若
者
が
与
え
る
女
郎
屋
と
い
う
情
報
や
、
振
る
舞
い
が
病
に
触

っ
て
不

機
嫌
に
な

っ
て
い
き
、
そ
れ
に
若
者
も
気
付
い
て
黙
り
込
む
。
若
者
は
し
ま
い
に
は
眠
り
込
ん
で

し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
黙

っ
て
い
て
も
剃
刀
の
あ
て
に
く
い

「肌
理
の
荒
い
」
顔
は
、
芳

三
郎
の
神
経
を
逆
な
で
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
芳
三
郎
と
他
の
そ
れ
ぞ
れ
造
形
さ
れ
た
登
場
人
物
と
の
関
係
性
は
均
質
の
も
の
で

は
な
い
。
芳
三
郎
は
常
に
病
痛
で
周
囲
に
当
り
散
ら
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
使
用
人
に
対
し

て
よ
り
、
お
梅
に
対
し
て
は
妻
で
あ
る
と
い
う
近
し
さ
か
ら
か
病
席
を
起
こ
し
は
す
る
が
、
そ
れ

も
単
純
に
病
療
と
言

っ
て
し
ま
え
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
は
甘
え
の
態
度
も
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
客
に
対
し
て
は
い
ら

つ
き
な
が
ら
も
、
商
売
上
か
ら
口
に
は
出
せ
な
い
で
い

る
。
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
関
係
性
は
、
他
の
登
場
人
物
ら
と
の
関
係
に
離
齢
を
起
こ
す
芳
三
郎
と

一
口
に
言
い
得
て
し
ま
え
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
芳
三
郎
は
他
者
と
の
関
係
性
の
中
で
存

在
し
て
い
る
人
物
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
他
の
登
場
人
物
た
ち
と
の
関
係
の
中
の
芳
三
郎
の
姿
が
確
認
で
き
た
わ
け
で
あ

る
が
、
最
終
的
に
は
殺
人
を
犯
す
こ
と
と
な

っ
て
し
ま
う
。
芳
三
郎
の
殺
人
と
い
う
他
者
を
圧
す

る
最
大
の
行
為
を
、
そ
れ
ま
で
取
り
巻
い
て
い
た
家
族
や
使
用
人
に
は
見
届
け
ら
れ
る
こ
と
は
な

か

っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
、
見
て
い
れ
ば
止
め
に
入
ら
れ
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。
殺
人
と
い
う
結
末
が
成
立
す
る
の
に
は
、
店
内
を
無
人
化
に
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。

そ
れ
ま
で
芳
三
郎
の
体
調
が
心
配
で
熱
心
に
視
線
を
向
け
て
い
た
お
梅
も
、
「奥
で
赤
児
の
喘
く

声
が
し
た
の
で
」
奥

へ
と
入

っ
て
行
き
、
錦
公
も

「窓
に
侍

つ
て
居
眠
つ
て
居
る
」
。
そ
し
て
当

の
殺
さ
れ
る
客
も

「昼
の
烈
し
い
労
働
か
ら
来
る
疲
労
で
う

つ
ら
ノ
ヽ
仕
始
め
」
、
芳
三
郎
だ
け

が
剃
刀
を
持

っ
て
仕
事
を
行
う

「
ひ
つ
そ
り
」
と
し
た
店
内
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
そ

れ
ま
で
他
者
の
中
に
居
た
は
ず
の
芳
三
郎
が

一
人
に
な
り
、
そ
の
時
に
殺
人
を
犯
し
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
鏡
が
見
届
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
店
内
の
鏡
が
見
届
け
る
の

で
あ
る
が
、
鏡
は
た
だ
芳
三
郎
の
行
為
を
見
届
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
「冷
や
か
」
と

い
う
感
情

を
伴

っ
た
視
線
を
投
げ
掛
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
１
で
論
者
は

「剃
刀
」
に
お
け
る
、
〈
麻
布
六

本
木
〉
と
い
う
現
実
的
な
世
界
か
ら
、
鏡
が
擬
人
化
さ
れ
る
非
日
常
的
な
世
界
へ
の
移
行
と
い
う

作
品
内
設
定
を
不
可
思
議
な
も
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
芳
三
郎
が
作
品
内
に
お
い

て
他
者
と
の
関
係
性
の
中
で
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
時
、
こ
の
感
情
を
伴
い
、
擬
人

化
さ
れ
た
鏡
を
、
芳
三
郎
に
と

っ
て
の
他
者
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
鏡
の
存
在
を
示
す
の
が
語
り
手
で
あ
る
。
作
品
に
お
い
て
語
り
は
ほ
ぼ
芳
三
郎
に

視
点
を
あ
て
て
お
り
、
偶
に
他
の
登
場
人
物
の
視
線
に
も
寄
り
添
う
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
。
し

か
し
最
終
的
に
は
、
鏡
の
芳
三
郎
の
行
為
を
眺
め
る
視
線
を
打
ち
明
け
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
語
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り
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
芳
三
郎
寄
り
の
見
方
を
示
し
つ
つ
も
、
最
後
に
は
他
者
に
眼
差
さ
れ

る
存
在
と
し
て
の
芳
三
郎
の
姿
を
打
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
在
と
も
い
え
る
語
り
手

こ
そ
が
、
他
者
の
中
の
芳
三
郎
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
現
実
的
空
間
と
非
日
常
と
い
う
変
質

的
な
作
品
空
間
を
繋
い
で
い
る
。

３
　
お
わ

り

に

―
―
人

ア

ン
チ

・
犯
罪
小

説

〉
と

し

て

の

「
剃

刀
」
―
―

以
上

「剃
刀
」
に
対
し
、
読
者
側
が

一
方
的
に
見
出
し
た
主
的
人
物
を
中
心
と
す
る
関
係
性
を

見
直
し
た
本
論
の
試
み
で
あ
る
が
、
志
賀
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
登
場
人
物
等
の
真
の
関
係
性
を
見

出
す
作
業
は
、
他
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
高
橋
英
夫
氏

（冨
心
賀
直
哉
　
近
代
と
神
話
』

［文
藝
春
秋
社
、
昭
和
五
十
六
３

が

「山
科
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
志
賀
の

一
連
の
作
品
に
登
場
す

る
夫
と
妻
に
、
「我
儘
な
夫
と
忍
従
す
る
妻
と
い
う
外
見
上
の
対
比
」
を
見
出
し
つ
つ
も
、
実
は

「夫
は
た
だ
横
暴
で
あ
る
の
で
は
な
い
し
、
妻
は
た
だ
堪
え
忍
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
」
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
伊
藤
佐
枝
氏

（コ
一
つ
の
家
庭
、　
一
つ
の
共
同
体
、
そ
し
て
個
々
の
家
族

た
ち
―
志
賀
直
哉

『和
解
』
論
」
亀
都
大
論
究
』
三
六
号
、
平
成
十

一
・
五
）
が
、
こ
の
高
橋
氏

の
言
葉
を
引
き
な
が
ら

「和
解
」
亀
黒
潮
』
、
大
正
六

ｏ
十
）
の

「
一
見
夫
唱
婦
随
的
光
景
」
に

「む
し
ろ
妻
の
非
難
が
ま
し
い
沈
黙
に
圧
倒
さ
れ
か
か

っ
て
い
る
順
吉
の
狼
狽
」
を
見
出
し
て
い

る
よ
う
に
、
本
稿
の
試
み
も
ま
た
両
氏
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
、
最
後
に
語
り
が
示
し
て
く
れ
た
非
日
常
的
な
世
界
に
突
然
の
如
く
現
れ
た
鏡
は
、
単

な
る
他
者
と
呼
べ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん

「冷
や
か
」
な
感
情
を
伴

い
つ

つ
他
者
と
し
て
芳
三
郎
の
殺
人
行
為
を
眺
め
る
も
の
の
、
行
為
の
是
非
を
問
う
て
は
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
と
な
る
と
、
芳
三
郎
の
殺
人
は
犯
罪
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
犯
罪
の
本

来
の
字
義
と
し
て
は
、
犯
し
た
罪
で
あ
り
、
違
法
行
為
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「剃
刀
」

は
現
実
世
界
に
通
ず
る
よ
う
な
設
定
を
さ
れ
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
そ
の
現
実
を
離
れ
た
作
品

世
界
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
触
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
非
現
実
的

世
界
内
で
、
社
会
的
に
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
放
免
化
さ
れ
た
殺
人
は
犯
罪
と
は
い
え
な
い
も
の

で
、
む
し
ろ
殺
人
が
犯
し
た
罪
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
の
な
い

〈
ア
ン
チ

・
犯
罪
小
説
〉
と
し
て

の

「剃
刀
」
の
姿
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

王ヽ０
　
紅
野
謙
介

「志
賀
直
哉

『剃
刀
』
を
め
ぐ
る
演
習
」
亀
学
叢
』
第
四
六
号
、
平
成

一
。
三
）
「
日
本
文

学
研
究
資
料
２‐
　
志
賀
直
哉
　
自
我
の
軌
跡
」
（有
精
堂
、
平
成
四

・
五
）
に
所
収
さ
れ
る
際
、
紅
野
氏

は
追
記
と
し
て

「本
稿
は
学
生
を
読
者
対
象
と
す
る
学
部
内
広
報
誌
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。」
と
い
う

こ
と
を
書
か
れ
て
い
る
。

②

〈
犯
罪
小
説
〉
と
は
宮
越
勉
氏
が

「志
賀
直
哉

『池
の
犯
罪
』
と
そ
の
周
辺
―
―
『右
顧
左
顧
』
か
ら

の
脱
却
―
―
」
亀
文
芸
研
究
』
八
二
、
平
成
十

一
。
九
）
に
お
い
て
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前

に
山
崎
正
純
氏
も

「志
賀
直
哉
論
国
―
―
″
犯
罪
小
説
″
を
め
ぐ

っ
て
」
亀
大
阪
女
子
大
学
国
文
学
紀
要

女
子
大
文
学
』
国
文
篇
　
第
四
十
九
号
、
平
成
十

・
三
）
の
中
で

「剃
刀
」
を
扱

っ
て
い
る
。

ま
た
、
「剃
刀
」
の
他
に

〈
犯
罪
小
説
〉
と
い
う

一
連
の
系
譜
に
入
る
主
だ

っ
た
作
品
名
を
挙
げ
て
お

く
と
、
「濁
っ
た
頭
」
亀
白
樺
』
明
治
四
十
四
年
四
月
）
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
葛
白
樺
』
、
大
正

一
。
九
）
「た
の
犯
罪
」
亀
白
樺
』
、
大
正
三

・
十
）
「児
を
盗
む
話
」
亀
白
樺
』
、
大
正
三

・
四
）
な
ど

で
あ
る
。
そ
の
ど
れ
も
が
、
殺
人
ま
た
は
誘
拐
を
扱

っ
た
も
の
で
あ
る
。

０
　
「剃
刀
」
の
草
稿
と
さ
れ
る
も
の
の
中
に
、
予
審
の
シ
ー
ン
が
あ
り
、
こ
れ
が

「た
の
犯
罪
」
と
の
繋

が
り
を
更
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
現
行

の

「剃
刀
」
で
は
、
こ
の
予
審
の
シ
ー
ン
は
無
く
な

り
、
殺
人
の
シ
ー
ン
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

０
　
こ
の
よ
う
な
扱
い
方
が
志
賀
研
究
に
お
い
て
定
着
し
て
い
た
の
は
、
作
品
理
解
に
研
究
者
が
参
考
に

出
来
る
よ
う
な
、
適
切
と
も

い
え
る
解
説
を
志
賀
が
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
研
究

者
の
志
賀
作
品
に
対
す
る
解
釈
と
、
志
賀
の
自
作
解
説
と
に
間
に
ず
れ
が
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ

ろ
で
作
家
の
阿
部
昭
氏
は

『短
編
小
説
礼
讃
』
（昭
和
六
十

一
・
八
、
岩
波
新
書
黄
版
）
に
お

い
て
、

様
々
な
作
家
の

「短
編
作
品
」
の
魅
力
を
説
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で

「剃
刀
」
も
取
上
げ
ら
れ

て
お
り
、
阿
部
氏
は

「余
談
」
の
解
説
文
を
そ
の
ま
ま
受
け
取

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
阿
部
氏

は
研
究
上
重
き
を
置
か
れ
る

「破
局

（論
者
注

。
殺
人
の
こ
と
こ

に
は
全
く
拘
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ

あ
ま
り
着
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
芳
三
郎
と
お
梅
と
の
や
り
と
り
に
作
品
の
美
点
を
見
出
し
て
お
り
、

研
究
と
は
異
な
る
読
み
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。

同
　
「創
作
余
談
」
を
め
ぐ
る
志
賀
研
究
の
あ
り
方
を
指
摘
し
た
も
の
に
、
拙
稿

「志
賀
直
哉

『創
作
余

談
」
に
関
す
る

一
考
察
―
―
『城
の
崎
に
て
』
を
め
ぐ
る
言
説
を
中
心
に
―
―
」
翁
甲
南
女
子
大
学
大
学

院
論
叢
』
第
二
十
四
号
、
平
成
十
四

・
三
）
が
あ
る
。

０
　
山
田
有
策

「志
賀
直
哉
の

『妄
想
Ｌ

（『国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
、
昭
和
六
十
二

。
一
）
の

「
エ
ン

デ
ィ
ン
グ
の
文
体
と
し
て
技
巧
に
過
ぎ
軽
す
ぎ
る
」
と
指
摘
が
あ
る
。

０
　
「剃
刀
」
に
は
前
掲
０
で
も
触
れ
た
よ
う
に
草
稿
と
さ
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は

「柚
人
間
の

行
為

［Ａ
〓

（明
治
四
十
二
年
九
月
三
十
日
執
筆
）、
「柚
人
間
の
行
為

［Ｂ
〓

（執
筆
年
不
明
。
し
か
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し
前
掲

「柚
人
間
の
行
為

［Ａ
〓

執
筆
直
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
）
、
「柚
殺

人
」
（明
治
四
十
二
年
十
月
十
三
日
執
筆
）
と
い
う
三
つ
の
草
稿
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
現
在
ま
で
に
確

認
さ
れ
て
い
る
の
だ
が

（こ
れ
ら
の
草
稿
は
す
べ
て
昭
和
四
十
八
年
に
刊
行
さ
れ
た

『志
賀
直
哉
全
集

第

一
巻
』
（岩
波
書
店
）
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
草
稿
の
各
タ
イ
ト
ル
は
全
集
中
に
お
い
て
付

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
）、
こ
れ
ら
草
稿
群
よ
り
も
現
行
の

「剃
刀
」
に
お
い

て
、
特
に
芳
三
郎
に
殺
さ
れ
る
客
の
人
物
造
形
が
詳
細
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

０
　
具
体
的
に
は
、
お
梅
の

「そ
れ
の
冷
え
ぬ
内
に
食
べ
さ
せ
た
い
と
思
つ
た
が
疲
れ
切
つ
て
眠
つ
て
ゐ

る
も
の
を
起
し
て
又
不
機
嫌
に
す
る
の
も
と
考
へ
、
控
え
て
居
た
。」
や
、
客
の

「何
と
か
云
つ
て
貰
ひ

た
い
。」
な
ど
の
箇
所
で
あ
る
。

０
　
伊
藤
佐
枝
氏
の

「居
場
所
な
き

（犯
罪
）
行
為

（者
）
を
語
る
二
つ
の
方
法
―
―
志
賀
直
哉

『剃
刀
』

『疱
の
犯
罪
』
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
翁
都
大
論
究
』
三
八
号
、
平
成
十
三

・
六
）
は
、
タ
イ
ト
ル
に
も
あ

る
よ
う
に
語
り
方
に
着
目
さ
れ
た
論
稿
で
あ
る
が
、
「剃
刀
」
の
語
り
に
つ
い
て
、
そ
の
視
点
が
交
錯
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
芳
三
郎
の
変
化
に
つ
い
て
も
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
周
囲
の
人
々
と

の
関
係
性
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
視
点
の
交
錯
が
照
射
さ
せ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
論

者
と
し
て
は
こ
の
伊
藤
氏
の
指
摘
を
受
け
つ
つ
、
周
囲
の
人
々
の
人
物
造
形
に
着
目
し
て
、
芳
三
郎
と

の
関
係
性
を
提
え
直
し
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

⑩
　
佐
藤
健
二
氏

（「明
治
国
家
と
家
庭
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
〓
１
家
族
の
社
会
史
』
、
岩
波
書
店
、
平
成
三

・
七
所
収
Ｃ

は
明
治
三
十
六
年
か
ら
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
村
井
弦
斎

『食
道
楽
』
と
い
う
小
説
を
、

「家
庭
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
分
析
の
対
象
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で

「家
族
成
員
た
ち
の

健
康
管
理
を
も
、
『細
君
』
の
任
務
の
理
想
に
か
ぞ
え
い
れ
て
ゆ
く
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

＊
本
稿
に
お
け
る

「剃
刀
」
本
文
の
引
用
は
、
総
て
平
成
十

一
年
岩
波
書
店
刊
行
の

『志
賀
直
哉
全
集

第

一
巻
』
に
拠
る
も
の
と
す
る
。
ル
ビ
な
ど
に
つ
い
て
は
、
極
力
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

(15)


