
芥
川
龍
之
介
「
寒
さ
」
論

　
　
　
　
　
　
機
械
的
行
為
に
表
れ
る
人
間
ら
し
さ

田
　
沼
　
伊
都
子

は
じ
め
に

　
芥
川
龍
之
介
作
品
「
寒
さ
」
は
、
一
九
二
四
（
大
正
＝
二
）
年
四
月
一
日
発
行
の

『
改
造
』
第
六
巻
第
四
号
に
掲
載
さ
れ
、
後
に
『
黄
雀
風
』
お
よ
び
『
芥
川
龍
之
介

集
』
に
所
収
さ
れ
た
。

　
こ
の
作
品
は
、
作
家
兼
教
師
・
堀
川
保
吉
を
主
人
公
と
し
た
所
謂
「
保
吉
も
の
」

の

一
篇
で
あ
る
。
「
保
吉
も
の
」
は
従
来
、
芥
川
が
歴
史
小
説
を
中
心
と
す
る
作
風

か

ら
現
代
小
説
へ
と
移
行
し
て
い
く
過
渡
期
の
作
品
群
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
や
、

主
人
公
で
あ
る
保
吉
を
、
執
筆
の
傍
ら
海
軍
機
関
学
校
の
英
語
教
師
を
務
め
た
作
家
・

芥
川
自
身
と
重
ね
て
読
む
私
小
説
の
一
種
と
見
倣
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
個
々
の
作

品
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。

　
「
寒
さ
」
の
数
少
な
い
作
品
論
と
し
て
は
、
国
木
田
独
歩
の
「
窮
死
」
の
影
響
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
い

て
考
察
し
た
平
岡
敏
夫
氏
の
「
「
寒
さ
」
と
「
窮
死
」
」
や
、
保
吉
を
小
説
の
視

点
人
物

と
す
る
こ
と
で
、
物
語
世
界
を
見
る
者
の
姿
勢
の
変
化
を
描
い
た
作
品
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て

捉
え
た
長
沼
光
彦
氏
の
「
芥
川
龍
之
介
「
寒
さ
」
の
空
間
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
だ

が
前
者
は
比
較
研
究
が
主
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
個
別
の
作
品
論
と
は
言
い
切
れ
な

い
。
一
方
後
者
は
作
品
を
単
独
で
論
じ
、
熱
と
寒
さ
の
対
比
に
注
目
し
て
い
る
点
で

評
価
で
き
る
が
、
保
吉
の
モ
デ
ル
を
芥
川
と
す
る
説
か
ら
脱
し
き
れ
て
い
な
い
。

　
「
保
吉
も
の
」
の
掲
載
時
期
は
、
全
十
作
品
の
う
ち
八
作
品
が
こ
の
「
寒
さ
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
年
と
前
年
に
集
中
し
て
い
る
。
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
「
文
章
」
で
は
、
作
中
で

死

を
扱
う
点
が
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
「
文
章
」
が
暗
澹
と
し
た
結
末
を
迎
え
る

の

に

対

し
、
「
寒
さ
」
の
終
結
部
に
は
明
る
さ
が
垣
間
見
え
る
な
ど
、
そ
の
違
い
は

顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
作
品
を
一
つ
の
独
立
し
た
小
説
と
し
て
扱
い
、

私
小
説
的
読
解
か
ら
離
れ
た
上
で
よ
り
深
く
考
察
す
る
必
要
性
を
感
じ
た
。
本
論
で

は
作
品
研
究
の
可
能
性
を
広
げ
る
べ
く
、
独
自
の
解
釈
を
試
み
た
い
。

伝
熱
作
用

　
保
吉
は
あ
る
雪
上
り
の
午
前
、
物
理
の
教
官
室
で
室
内
に
漂
う
寒
さ
と
戦
う
ス
ト
ー

ブ
の
火
を
眺
め
、
地
球
の
外
の
宇
宙
的
寒
冷
を
想
像
し
な
が
ら
、
赤
々
と
熱
し
た
石

炭
に
同
情
に
近
い
も
の
を
感
じ
て
い
た
。
す
る
と
同
僚
の
理
学
士
・
宮
本
が
出
し
抜

け
に
「
堀
川
君
。
君
は
女
も
物
体
だ
と
云
ふ
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る
か
い
？
」
と
尋
ね

る
。
宮
本
は
伝
熱
作
用
の
法
則
の
よ
う
に
、
人
間
の
恋
愛
感
情
も
よ
り
熱
を
上
げ
て
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い

る
男
か
ら
女
へ
、
そ
の
熱
が
等
し
く
な
る
ま
で
移
動
を
続
け
る
と
い
う
持
論
を
、

黒
板
に
公
式
を
書
き
な
が
ら
力
説
し
始
め
る
。
こ
れ
は
一
九
世
紀
の
自
然
科
学
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

に

よ
り
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
、
熱
力
学
の
理
論
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
理
学
士
な

ら
で
は
の
発
想
で
あ
る
。

　
だ

が
、
同
僚
の
理
学
士
・
長
谷
川
と
そ
の
許
婚
の
例
を
挙
げ
て
熱
心
に
語
る
宮
本

の

傍

ら
で
、
実
際
そ
ん
な
公
式
が
あ
れ
ば
世
の
中
楽
だ
と
、
保
吉
は
興
味
な
さ
そ
う

に

ぼ
ん

や

り
窓
の
外
を
眺
め
て
不
興
を
買
う
。
保
吉
が
火
を
擬
人
化
し
、
健
気
に
燃

え

続

け
る
様
子
に
同
情
に
似
た
感
情
を
抱
く
の
に
対
し
、
宮
本
が
人
間
を
物
体
と
捉

え
、
他
の
物
質
同
様
、
熱
伝
導
の
法
則
に
当
て
嵌
ま
る
と
力
説
す
る
様
子
は
対
照
的

で

あ
る
。
宮
本
は
自
身
の
論
に
無
関
心
な
保
吉
を
、
物
理
素
人
の
文
学
者
と
切
り
捨

て

る
。
二
者
の
根
本
的
な
考
え
方
の
相
違
が
示
さ
れ
る
こ
の
件
は
注
目
す
べ
き
箇
所

で

あ
る
。
話
が
保
吉
の
本
の
売
れ
行
き
に
及
ぶ
と
、
保
吉
は
「
作
者
と
読
者
の
間
に

は
伝
熱
作
用
も
起
こ
ら
な
い
や
う
だ
。
」
と
自
虐
的
に
語
る
こ
と
で
、
宮
本
の
持
論

を
終
始
ま
と
も
に
取
り
合
お
う
と
し
な
い
。
や
が
て
長
谷
川
の
新
居
に
話
が
及
ぶ
と
、

保
吉
の
靴
が
ス
ト
ー
ブ
に
触
れ
て
焦
げ
、
臭
気
と
共
に
水
蒸
気
が
立
ち
昇
る
。
宮
本

は

そ

れ

を
見
て
、
「
そ
れ
も
君
、
や
つ
ぱ
り
伝
熱
作
用
だ
よ
。
」
と
保
吉
へ
に
や
り
と

笑
い
か
け
る
。

　
宮
本
は
人
間
を
物
質
と
見
倣
し
て
い
る
が
、
保
吉
は
そ
れ
に
同
調
し
な
い
。
宮
本

の

説
に
よ
れ
ば
、
人
間
も
物
質
と
同
様
に
熱
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
伝
熱
作
用
の
法
則

が
適
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ブ
ラ
ッ
ク
や
カ
ル
ノ
ー
ら
が
提
唱
し

た
熱
力
学
の
理
論
に
因
る
も
の
だ
が
、
保
吉
が
著
書
の
売
れ
行
き
に
つ
い
て
「
作
者

と
読
者
と
の
間
に
は
伝
熱
作
用
も
起
こ
ら
な
い
や
う
だ
。
」
と
語
る
よ
う
に
、
人
間

の

感
情
に
は
著
し
い
個
体
差
が
あ
り
、
必
ず
し
も
物
質
と
同
様
の
作
用
は
期
待
で
き

な
い
た
め
、
宮
本
の
説
に
同
意
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
物
理
的
要
素
以
外
の

影
響

を
無
視
し
て
、
人
間
を
法
則
に
当
て
嵌
め
よ
う
と
す
る
宮
本
の
論
が
柳
か
強
引

な
こ
と
は
否
め
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
保
吉
は
、
物
質
で
あ
る
ス
ト
ー
ブ
の
火
を
「
息
を
す
る
や
う
」
と
か

「
室
内
に
漂
ふ
寒
さ
と
戦
ひ
つ
づ
け
て
ゐ
る
」
と
擬
人
化
し
、
石
炭
に
は
同
情
に
近

い

も
の
を
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
を
宮
本
風
に
表
す
な
ら
ば
、
「
ス
ト
オ
ヴ
の
火
は
、

室
内
に
漂
う
寒
さ
と
等
し
く
な
る
ま
で
熱
を
移
動
し
続
け
て
い
る
」
と
で
も
言
え
そ

う
だ
が
、
保
吉
は
こ
の
石
炭
か
ら
放
た
れ
る
火
を
見
て
、
物
質
で
あ
り
な
が
ら
も
、

あ
た
か
も
寒
さ
と
戦
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
ひ
た
す
ら
燃
え
続
け
る
様
子
を
人
間
の

よ
う
に
感
じ
取
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
宇
宙
的
寒
冷
」
と
い
う
強
大
な
敵
に
立

ち
向
か
う
小
さ
な
火
を
、
大
勢
の
読
者
の
評
価
と
日
夜
戦
い
続
け
て
い
る
自
身
と
重

ね

て
い

る
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
人
間
と
物
質
に
対
す
る
二
者
の
考
え
方
の
違
い
に
は
、
理
学
士
と
文
学
者
と
い
う

個
々
の
立
場
の
違
い
に
よ
る
も
の
も
大
き
い
。
自
然
現
象
を
原
理
や
法
則
と
し
て
数

学
的
に
解
き
明
か
す
、
体
系
的
理
論
を
是
と
す
る
宮
本
に
対
し
、
書
物
を
通
し
て
西

欧
の
思
想
や
芸
術
を
享
受
し
て
き
た
保
吉
は
、
柳
か
観
念
的
で
あ
り
、
理
想
主
義
的

な
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト
と
言
え
る
。
こ
の
相
違
は
後
に
、
作
品
を
読
む
上
で
重
要
な
意

味
を
持
っ
て
く
る
。

轄
死

　
数
日
後
、
保
吉
は
下
り
列
車
に
乗
る
た
め
に
麦
畑
の
沿
道
を
歩
い
て
い
た
。
そ
こ

で

響
く
か
す
か
な
物
音
は
、
ま
る
で
誰
か
が
麦
畑
の
中
を
歩
く
音
の
よ
う
に
聞
こ
え

る
が
、
実
は
打
ち
返
さ
れ
た
土
の
下
に
あ
る
霜
柱
の
自
ず
か
ら
崩
れ
る
音
ら
し
か
っ

た
。
こ
こ
で
霜
柱
が
発
す
る
音
は
、
人
間
の
物
音
に
酷
似
し
て
い
な
が
ら
も
、
あ
く

ま
で
霜
柱
の
音
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
数
日
前
に
保
吉
が
同
情
を
寄
せ
た
ス
ト
ー

ブ
の
石
炭
の
よ
う
に
擬
人
化
は
さ
れ
な
い
。
こ
の
二
つ
の
違
い
は
何
に
起
因
す
る
の
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芥川龍之介「寒さ」論

か
、
作
品
を
読
み
進
め
て
い
く
中
で
考
え
て
い
き
た
い
。

　
歩
み

を
進
め
て
い
く
と
、
保
吉
の
傍
ら
を
八
時
の
上
り
列
車
が
通
り
過
ぎ
る
。
保

吉

は
自
身
が
乗
車
す
る
列
車
の
到
着
時
刻
を
計
算
し
、
乗
り
遅
れ
る
心
配
の
な
い
こ

と
を
思
い
な
が
ら
「
朝
日
」
に
火
を
点
け
、
気
楽
に
駅
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。
駅
の

手
前
の
踏
切
ま
で
来
る
と
人
だ
か
り
が
で
き
て
い
る
。
側
に
い
た
肉
屋
の
小
僧
に
よ

れ

ば
、
先
の
上
り
列
車
に
礫
か
れ
そ
う
に
な
っ
た
本
屋
の
娘
を
助
け
よ
う
と
し
て
、

踏
切

り
番
が
犠
牲
に
な
っ
た
と
い
う
。
死
骸
は
踏
切
り
番
の
小
屋
の
前
で
菰
を
か
け

ら
れ
、
両
足
の
靴
だ
け
見
え
る
状
態
で
寝
か
せ
て
あ
る
。
保
吉
は
そ
の
姿
に
、
嫌
悪

と
好
奇
心
の
両
方
を
感
じ
る
。

　
死
骸
を
移
動
さ
せ
た
鉄
道
工
夫
た
ち
は
、
踏
切
の
こ
ち
ら
側
の
シ
グ
ナ
ル
の
柱
の

下
で
小
さ
い
焚
火
を
囲
み
、
う
ち
一
人
は
半
ズ
ボ
ン
の
尻
を
灸
っ
て
い
る
。
黄
色
い

炎
を
上
げ
た
焚
火
は
光
も
煙
も
放
た
ず
、
そ
れ
だ
け
に
保
吉
の
目
に
は
如
何
に
も
寒

そ
う
に
映
っ
た
。
数
日
前
に
見
た
ス
ト
ー
ブ
の
炎
も
同
じ
く
黄
色
く
燃
え
上
が
っ
て

い

た

が
、
時
折
ど
す
黒
い
灰
儘
に
沈
ん
だ
り
し
な
が
ら
燃
え
続
け
、
終
い
に
は
保
吉

の

靴
を

焦
が

し
て
水
蒸
気
を
昇
ら
せ
る
な
ど
、
ま
る
で
宇
宙
的
寒
冷
に
抗
う
よ
う
に

寒

さ
と
戦
っ
て
い
た
。
だ
が
鉄
道
工
夫
た
ち
の
囲
む
焚
火
は
単
に
黄
色
い
炎
を
上
げ

て
い

る
だ
け
で
、
冷
気
と
戦
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
踏
切
り
番
が
礫
死
し

た
こ
と
に
よ
り
、
鉄
道
工
夫
た
ち
も
焚
火
も
、
ま
る
で
気
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
か

の

よ
う
で
あ
る
。
炎
が
燃
え
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
ど
こ
と
な
く
寒
そ
う
に
感
じ
ら

れ

る
の
は
こ
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
。

　

こ
の
焚
火
が
、
同
じ
炎
で
あ
り
な
が
ら
も
ス
ト
ー
ブ
の
炎
と
違
い
、
擬
人
化
さ
れ

て
い

な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
。
保
吉
は
冒
頭
の
ス
ト
ー
ブ
の
炎
に
対
す
る

描
写
か

ら
、
単
独
で
周
囲
に
抗
い
、
戦
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
物
質
を
擬
人
化
し

て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
焚
火
と
の
比
較
か
ら
推
測
す
る
と
、
色
だ
け
で
な

く
光
や
煙
な
ど
で
視
覚
に
訴
え
る
熱
源
に
の
み
、
熱
の
存
在
を
感
じ
取
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
先
の
霜
柱
は
人
間
の
足
音
に
似
た
音
を
発
し
な
が
ら
も
、
熱
に
抵
抗
す

る
こ
と
な
く
簡
単
に
負
け
、
自
ず
か
ら
崩
壊
し
て
い
る
た
め
、
保
吉
が
そ
こ
に
人
間

的
な
も
の
や
熱
を
感
得
す
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
霜
柱
と
い
う
物
質
が
伝
熱
作

用
で
壊
れ
る
物
理
現
象
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
霜
柱
は
、

地
中
の
水
分
が
複
数
の
柱
状
に
固
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
単
独
と
い
う
条
件
か

ら
も
外
れ
て
い
る
。

　
保
吉
は
踏
切
に
差
し
掛
か
り
、
踏
切
り
番
の
礫
か
れ
た
線
路
を
目
の
当
た
り
に
す

る
。
そ
こ
で
二
三
分
前
の
悲
劇
を
物
語
る
よ
う
な
血
を
見
て
、
す
ぐ
に
視
線
を
逸
ら

す
が
、
時
既
に
遅
く
、
冷
や
や
か
に
光
っ
た
鉄
の
面
に
ど
ろ
り
と
赤
い
も
の
の
溜
ま
っ

て
い

る
光
景
が
、
鮮
や
か
に
心
へ
焼
き
つ
い
て
し
ま
う
。
し
か
も
そ
の
血
は
線
路
の

上
か

ら
薄
々
と
水
蒸
気
さ
え
昇
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
十
分
後
、
保
吉
は
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
上
で
、
先
ほ
ど
目
に
し
た
血
か
ら
立
ち
昇

る
水
蒸
気
の
光
景
が
目
に
浮
か
び
、
落
ち
着
か
な
い
歩
み
を
続
け
な
が
ら
、
数
日
前

の

電
熱
作
用
の
話
を
思
い
出
す
。

　

こ
こ
で
こ
の
礫
死
者
の
赤
い
血
と
、
線
路
の
上
に
立
ち
昇
る
そ
の
煙
に
つ
い
て
考

え

た
い
。
水
蒸
気
が
昇
る
こ
と
か
ら
も
、
実
際
に
こ
の
血
が
ま
だ
熱
を
帯
び
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
保
吉
は
こ
の
血
に
生
命
の
熱
が
宿
っ
て
い
る
と
し
な
が
ら
も
、

既
に
宮
本
の
唱
え
る
法
則
通
り
、
も
は
や
人
間
で
は
な
く
物
質
と
し
て
、
冷
た
い
レ
ー

ル
に

互
い

の
温
度
が
等
し
く
な
る
ま
で
熱
を
移
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
の

で

あ
る
。
そ
し
て
こ
う
な
っ
て
し
ま
え
ば
も
は
や
生
命
は
誰
の
も
の
で
も
関
係
な
く
、

同
じ
よ
う
に
刻
薄
に
伝
わ
る
と
し
て
い
る
。
善
行
に
よ
り
殉
死
し
た
踏
切
り
番
の
生

命
を
宿
し
た
血
も
悪
人
の
血
も
、
生
命
を
失
っ
た
後
で
は
唯
の
物
質
と
し
て
、
同
じ

作
用
を
す
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
納
得
で
き
な
い
保
吉
は
、
孝
子
で
あ

ろ
う
と
節
婦
で
あ
ろ
う
と
、
非
業
の
死
を
遂
げ
る
こ
と
も
あ
る
と
、
自
身
を
説
得
し

よ
う
と
試
み
る
が
徒
労
に
終
わ
る
。
職
務
に
殉
じ
て
礫
死
体
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
踏
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切
り
番
が
、
行
い
の
善
悪
と
は
無
関
係
に
生
命
を
失
っ
た
こ
と
で
、
物
質
と
同
等
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
炎
を
擬
人
化
す
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト
の
保
吉
に
と
っ

て
、
死
体
か
ら
流
れ
出
た
血
が
、
炎
の
よ
う
に
動
い
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ

ば
、
多
少
は
救
わ
れ
も
し
よ
う
が
、
科
学
的
な
法
則
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
模
糊

た
る
存
在
だ
っ
た
人
間
が
、
職
に
殉
じ
て
生
命
を
絶
た
れ
た
こ
と
で
、
取
替
え
可
能

な
物
質
の
ひ
と
つ
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
事
実
は
、
理
論
的
に
は
理
解
で
き
て
も
、

心
情
的
に
は
受
け
止
め
難
い
の
で
あ
る
。

　

で

は
こ
の
礫
死
事
故
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
整
理
し
て
み
よ
う
。
踏
切
り
番
は
礫

か
れ
そ

う
に
な
っ
た
少
女
を
救
お
う
と
、
果
敢
に
も
列
車
と
戦
っ
て
負
け
、
蝶
死
し

た
。
少
女
を
助
け
よ
う
と
し
た
こ
の
行
為
は
、
踏
切
り
番
と
し
て
の
職
務
を
遂
行
し

た
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
定
め
ら
れ
た
規
則
に
正
し
く
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ

の

身

を
挺
し
た
救
出
劇
は
、
あ
く
ま
で
も
非
常
事
態
に
遭
遇
し
た
踏
切
り
番
の
咄
嵯

の
行
為
の
結
果
で
あ
り
、
自
身
の
命
を
犠
牲
に
し
て
も
少
女
を
助
け
た
い
と
い
う
強

い

意
思
が
働
い
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
　
　
　
　
　
　
°

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヵ
ロ

　

こ
の
踏
切
り
番
に
は
、
前
年
に
「
保
吉
の
手
帳
か
ら
」
で
描
か
れ
た
大
浦
と
共
通

す
る
点
が
あ
る
。
守
衛
で
あ
る
大
浦
は
、
泥
棒
を
捕
り
逃
し
て
海
に
落
ち
た
。
大
浦

は

守
衛
と
し
て
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
し
て
仕
損
じ
た
の
で
、
職
務
の
遂
行
と
い
う

点
で
は
、
命
を
犠
牲
に
し
て
役
割
を
全
う
し
た
踏
切
り
番
と
同
様
で
あ
る
。
だ
が
一

見

す
る
と
同
じ
に
映
る
こ
の
二
人
の
在
り
方
は
、
実
の
と
こ
ろ
対
照
的
で
あ
る
。
泥

棒
と
争
っ
た
大
浦
は
、
自
ら
の
意
思
で
職
務
以
上
の
格
闘
を
し
た
結
果
、
海
に
落
ち

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
踏
切
り
番
は
己
の
意
思
で
命
を
落
と
し
た
と
い
う
よ

り
も
、
ほ
ぼ
無
意
識
裡
に
体
を
張
っ
て
助
け
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
二
者
間
に
は

本
質
的
な
違
い
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
「
保
吉
の
手
帳
か
ら
」
で
は
職
分
を
一
歩

踏
み
超
え
た
働
き
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
俗
世
間
を
超
越
す
る
保
吉
と
大
浦
の
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
描
か
れ
て
い
た
。
だ
が
こ
の
作
品
で
は
、
職
分
を
超
え
た
行
い
ー
ー
本
人
の
意
思

に

よ
る
が
む
し
ゃ
ら
な
格
闘
1
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
寧
ろ
本
人
の
意

思
を

超
え
た
行
い
1
職
分
を
忠
実
に
遂
行
す
る
姿
1
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
規
則
に
従
っ
て
忠
実
に
職
務
を
果
た
す
行
為
は
機
械
的
で
あ
り
、
そ
の
姿
は
一
見

す
る
と
科
学
的
な
法
則
に
従
う
物
質
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
踏
切
り
番
の
機
械
的
な

職
務
遂
行
に
つ
い
て
考
え
を
巡
ら
す
と
、
そ
の
中
に
彼
の
人
間
ら
し
さ
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
機
械
と
は
決
め
ら
れ
た
動
き
を
正
確
に
行
う
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ

の

正
確

さ
は
、
予
め
想
定
さ
れ
た
動
き
の
み
に
し
か
対
応
で
き
な
い
こ
と
を
も
意
味

す
る
。
対
し
て
人
間
は
、
想
定
外
の
事
態
に
も
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
踏
切
の
中
に
人
を
入
れ
な
い
こ
と
を
機
械
の
仕
事
と
す
る
な
ら
ば
、
踏
切
り
の

中
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
少
女
を
助
け
た
踏
切
り
番
の
殉
職
は
、
職
務
を
忠
実
に
遂
行

す
る
中
で
機
械
で
は
対
応
で
き
な
い
、
機
械
以
上
の
こ
と
を
し
た
結
果
の
死
で
あ
る

と
い
え
る
。
機
械
に
は
不
可
能
な
こ
の
咄
嵯
の
行
為
を
人
間
的
と
捉
え
る
こ
と
は
で

き
ま
い
か
。焚

火
と
手
袋

　
保
吉
が
レ
ー
ル
の
上
の
血
を
思
い
出
し
て
苦
悩
し
て
い
る
傍
ら
で
、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー

ム

の

人
々
は
幸
福
そ
う
で
あ
る
。
保
吉
は
彼
ら
や
大
声
で
話
す
海
軍
将
校
た
ち
に
苛

立

ち
を
覚
え
、
そ
の
場
を
離
れ
る
た
め
に
二
本
目
の
「
朝
日
」
に
火
を
つ
け
な
が
ら

プ

ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
先
へ
歩
い
て
い
く
。
す
る
と
保
吉
は
こ
こ
で
再
び
、
二
三
町
先

に

件
の
踏
切
り
を
見
と
め
る
こ
と
に
な
る
。
踏
切
り
の
両
脇
の
人
だ
か
り
は
既
に
あ

ら
か
た
散
じ
、
今
は
先
ほ
ど
の
鉄
道
工
夫
た
ち
の
焚
火
が
一
点
、
黄
色
い
炎
を
動
か

す
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
保
吉
は
、
少
し
前
に
寒
そ
う
だ
と
感
じ
た
こ
の
焚
火
に
、

冒
頭
の
ス
ト
ー
ブ
の
炎
同
様
、
同
情
に
似
た
も
の
を
感
じ
始
め
る
。

　
で

は
こ
の
炎
に
対
し
、
な
ぜ
保
吉
の
心
境
に
変
化
が
生
じ
た
の
か
考
え
た
い
。
先
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芥川龍之介「寒さ」論

述
の
通
り
、
初
め
に
こ
の
焚
火
を
見
た
時
に
は
、
光
も
煙
も
放
っ
て
お
ら
ず
、
保
吉

の

目
に
は
い
か
に
も
寒
そ
う
に
映
っ
た
。
こ
の
時
、
焚
火
は
二
三
人
の
鉄
道
工
夫
に

囲

ま
れ
、
う
ち
一
人
は
半
ズ
ボ
ン
の
尻
を
灸
っ
て
い
た
が
、
踏
切
り
番
が
礫
死
し
た

直
後
で
、
皆
が
意
気
消
沈
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
炎
は
黄
色
く
燃
え
続
け
な
が
ら

も
覇
気
に
欠
け
、
ど
こ
か
寒
々
し
く
感
じ
ら
れ
た
。
対
し
て
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
か
ら

見

た
焚
火
は
、
既
に
周
囲
に
人
影
も
な
く
、
ぽ
つ
ん
と
取
り
残
さ
れ
た
状
態
に
あ
り

な
が
ら
も
、
健
気
に
黄
色
い
炎
を
動
か
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
保
吉
は
こ
れ
ま

で
、
周
囲
に
抗
い
単
独
で
戦
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
物
質
に
人
間
的
な
も
の
を
感

じ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
誰
に
も
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
状
態
に
あ
り
な
が
ら
、

寒
さ
に
抗
っ
て
燃
え
続
け
る
こ
の
焚
火
に
同
情
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
客
観
的

に

考
え

れ

ば
、
事
故
の
直
後
も
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
か
ら
眺
め
た
時
も
、
焚
火
は
等
し

く
燃
え
続
け
て
お
り
、
特
段
変
化
は
見
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
保
吉
は
、
た
っ

た
一
つ
取
り
残
さ
れ
な
が
ら
も
燃
え
続
け
、
空
気
を
暖
め
る
と
い
う
職
務
を
ひ
た
す

ら
遂
行
し
て
い
る
後
者
に
こ
そ
人
間
性
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
職
分
を
忠
実
に

果

た
す
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
身
を
挺
し
て
列
車
か
ら
少
女
を
守
っ
た
先
の
踏
切

り
番
と
こ
の
焚
火
に
は
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

　
最
後
に
保
吉
は
翻
っ
て
、
も
と
来
た
人
ご
み
の
中
へ
帰
り
始
め
る
。
そ
こ
で
ふ
と
、

赤
革
の
手
袋
を
一
つ
落
と
し
た
こ
と
に
気
づ
く
。
二
本
目
の
「
朝
日
」
に
火
を
つ
け

る
時
に
片
方
だ
け
脱
い
だ
の
だ
。
振
り
返
る
と
、
手
袋
は
手
の
ひ
ら
を
上
に
し
て
プ

ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
先
に
転
が
っ
て
い
る
。
そ
の
姿
は
ま
る
で
、
無
言
の
ま
ま
彼
を
呼

び
止
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

　
手
袋
の
役
割
は
人
の
手
を
温
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
手
袋
が
持
ち
主
を

呼
び

止
め

て
い

る
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
「
持
ち
主
の
手
を
温
め
る
役
割
を
果
た

し
た
い
」
と
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
作
品
で
は
、
ス
ト
ー
ブ
の
火
、
焚
火
、
そ
し
て
最
後
に
手
袋
が
擬
人
化
さ
れ

る
。
そ
れ
は
保
吉
が
こ
れ
ら
の
物
質
に
人
間
的
な
も
の
を
見
出
し
た
か
ら
に
他
な
ら

な
い
。
ス
ト
ー
ブ
の
火
は
ま
る
で
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
燃
え
て
は
沈
み
、
室
内

に

漂

う
寒
さ
と
戦
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
「
宇
宙
的
寒
冷
」
を
も
想
起
さ
せ

た
。
焚
火
は
人
だ
か
り
が
散
じ
、
た
だ
一
つ
取
り
残
さ
れ
た
状
態
に
な
り
な
が
ら
も
、

周
囲
の
空
気
を
暖
め
る
た
め
に
黄
色
い
炎
を
動
か
し
な
が
ら
燃
え
続
け
て
い
た
。
そ

し
て
手
袋
も
、
片
方
だ
け
取
り
残
さ
れ
な
が
ら
も
、
自
身
の
職
務
を
果
た
す
た
め
に
、

持
ち
主
を
呼
び
止
め
る
よ
う
に
待
ち
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
擬
人
化
の
推
移
を
見
て
く
る
と
、
徐
々
に
そ
の
条
件
に
変
化
が
生
じ

て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ス
ト
ー
ブ
の
火
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
条
件
の
う
ち
、

強
大
な

も
の
と
戦
っ
て
い
る
（
よ
う
に
見
え
る
）
と
い
う
要
素
が
重
要
だ
っ
た
。
だ

が
焚
火
の
件
で
は
戦
い
の
比
重
が
減
り
、
代
わ
っ
て
単
独
で
（
人
に
顧
み
ら
れ
な
く

て

も
）
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
へ
と
比
重
が
傾
く
。
そ
し
て
手
袋
に
至
っ
て
は
、
戦

い

の
要
素
は

も
は
や
消
失
し
、
単
独
で
（
人
に
顧
み
ら
れ
な
く
て
も
）
健
気
に
職
務

を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
み
が
、
条
件
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
冒
頭
で
、
保
吉
は
ス
ト
ー
ブ
の
火
が
孤
軍
奮
闘
す
る
様
を
、
大
勢
の
読
者
と
戦
う

自
身
と
重
ね
て
い
る
と
い
う
仮
説
を
唱
え
た
が
、
こ
の
説
に
則
れ
ば
、
保
吉
は
大
勢

の

読
者
と
激
し
く
戦
う
と
こ
ろ
か
ら
、
一
人
黙
々
と
小
説
を
書
く
（
職
務
を
遂
行
す

る
）
と
こ
ろ
へ
と
徐
々
に
気
持
ち
が
傾
い
て
い
き
、
最
終
的
に
は
人
に
評
価
さ
れ
ず

と
も
、
小
説
を
書
き
続
け
る
（
自
身
の
職
分
を
果
た
す
）
こ
と
こ
そ
重
要
だ
と
気
づ

い

た
と
い
え
る
。

　

こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
物
質
が
人
間
に
讐
え
ら
れ
人
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の

に

対

し
、
人
間
で
あ
る
は
ず
の
踏
切
り
番
に
は
、
固
有
名
詞
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
保
吉
が
宮
本
の
よ
う
に
、
こ
の
踏
切
り
番
を
物
質
と
見
倣
し

て
い

た
た
め
で
は
な
い
。
踏
切
り
番
が
職
に
殉
じ
た
の
は
、
機
械
的
に
職
務
を
全
う

し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
だ
が
保
吉
は
こ
の
不
幸
な
殉
死
を
目
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
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今
や
物
質
と
化
し
た
踏
切
り
番
に
も
、
か
つ
て
は
一
人
の
人
間
と
し
て
の
生
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
、
却
っ
て
強
く
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
踏
切
り
番
の

生
真
面
目
で
機
械
的
な
行
為
に
、
寧
ろ
人
間
ら
し
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
敢
え
て
固
有
名
詞
を
伏
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
逆
説
的
な
論
理
が
よ
り
一
層
際
立
つ

の

で
あ
る
。

　
物
質
に
人
間
ら
し
さ
を
感
じ
る
保
吉
の
描
写
か
ら
始
ま
っ
た
本
作
品
は
、
他
者
と

の

戦
い
を
想
起
さ
せ
る
物
質
か
ら
、
己
の
職
務
を
淡
々
と
遂
行
す
る
物
質
へ
と
擬
人

化
の
対
象
を
移
し
た
こ
と
や
、
機
械
的
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
、
人
間
に
し
か

で

き
な
い
行
為
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
逆
説
的
な
事
象
を
通
し
て
、
新
た
な
人
間
ら

し
さ
を
発
見
し
た
と
こ
ろ
で
締
め
括
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お

わ
り
に

　

こ
の
物
語
は
、
保
吉
が
取
り
残
さ
れ
た
赤
革
の
手
袋
の
心
を
感
じ
、
ま
た
薄
ら
寒

い

世
界
の
中
に
も
、
い
つ
か
温
か
い
日
の
光
の
ほ
そ
ぼ
そ
と
さ
し
て
来
る
こ
と
を
感

じ
る
と
こ
ろ
で
幕
と
な
る
。
役
割
を
果
た
そ
う
と
保
吉
を
呼
び
止
め
る
手
袋
の
健
気

な
姿
を
見
て
、
読
者
と
戦
う
の
で
は
な
く
、
小
説
を
書
く
と
い
う
職
務
を
全
う
す
る

こ
と
の
大
切
さ
に
気
づ
く
こ
と
で
、
作
家
と
し
て
の
気
負
い
が
な
く
な
っ
た
保
吉
の
、

安
堵
の
気
持
ち
が
反
映
さ
れ
た
明
る
い
幕
引
き
で
あ
る
。
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た

「
文
章
」
で
は
、
心
血
を
注
い
だ
小
説
が
評
価
さ
れ
ず
、
適
当
に
書
い
た
弔
辞
が
絶

賛

さ
れ
た
こ
と
で
、
自
身
と
他
者
と
の
文
章
観
の
齪
酷
に
気
づ
き
、
心
細
さ
を
感
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　

た
ま
ま
終
幕
と
な
る
。
そ
の
後
「
少
年
」
で
描
か
れ
た
「
何
一
つ
線
に
わ
か
ら
な
い

の

は
寧
ろ
一
生
の
幸
福
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
思
想
に
も
通
じ
る
作
品
で
あ
る
。

い

ず
れ

も
作
家
と
し
て
の
在
り
方
を
考
え
る
保
吉
の
姿
が
描
か
れ
た
作
品
と
い
え
る

が
、
明
る
い
結
末
と
暗
い
結
末
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

　

こ
の
時
期
の
「
保
吉
も
の
」
は
将
来
に
思
い
を
馳
せ
る
と
こ
ろ
で
幕
切
れ
と
な
る

作
品
が
多
く
、
灰
明
る
い
未
来
と
薄
暗
い
行
末
と
い
う
異
な
る
二
つ
の
将
来
像
が
作

品
ご
と
に
用
意
さ
れ
て
お
り
、
保
吉
の
不
安
定
な
心
情
が
表
さ
れ
て
い
る
。
後
に
執

筆

さ
れ
る
「
十
円
札
」
や
「
早
春
」
に
お
い
て
、
保
吉
の
将
来
に
つ
い
て
の
言
及
は

な
い
が
、
こ
の
二
作
は
単
行
本
未
収
録
と
な
っ
て
い
る
。
本
論
は
「
寒
さ
」
の
考
察

の

み

に

止
め

る
が
、
未
来
へ
の
不
安
を
曖
昧
に
描
い
た
同
時
期
の
作
品
群
に
つ
い
て

は
、
今
後
も
理
解
を
深
め
て
い
き
た
い
。

　
注

（
1
）
　
平
岡
敏
夫
「
芥
川
龍
之
介
と
国
木
田
独
歩
　
二
　
「
寒
さ
」
と
「
窮
死
」
」
（
『
芥
川
龍
之

　
　
介
』
、
大
修
館
書
店
、
昭
和
5
7
年
1
1
月
）

（
2
）
　
長
沼
光
彦
「
芥
川
龍
之
介
「
寒
さ
」
の
空
間
」
（
『
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
女
子
大
学
研
究

　
　
紀
要
』
第
3
8
号
、
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
女
子
大
学
、
平
成
2
0
年
3
月
）

（
3
）
　
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
四
月
一
日
発
行
『
女
性
』
第
五
巻
第
四
号
（
「
四
月
特
別

　
　
号
」
）
掲
載
。
の
ち
『
黄
雀
風
』
所
収
。

（
4
）
塩
川
久
男
『
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
1
9
世
紀
末
ま
で
の
科
学
・
技
術
の
歩
み
』
（
学
文
社
、

　
　
平
成
3
年
）
研
ー
瑚
頁
。

（
5
）
　
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
五
月
一
日
発
行
『
改
造
』
第
五
巻
第
五
号
に
「
保
吉
の
手

　

帳
」
の
題
で
掲
載
。
の
ち
『
黄
雀
風
』
所
収
に
あ
た
り
改
題
。

（
6
）
拙
稿
「
芥
川
龍
之
介
「
保
吉
の
手
帳
か
ら
」
論
1
ー
変
化
す
る
俗
世
間
と
の
関
わ
り
方

　
1
」
（
『
言
語
・
文
学
研
究
論
集
』
第
1
3
号
、
白
百
合
女
子
大
学
言
語
・
文
学
研
究
セ
ン

　
　
タ
ー
、
平
成
2
5
年
3
月
）
参
照
。

（
7
）
　
一
九
二
四
（
大
正
＝
二
）
年
四
月
一
日
発
行
『
中
央
公
論
』
第
三
九
年
第
四
号
（
「
春

　

季
大
付
録
号
」
）
に
コ
　
　
ク
リ
ス
マ
ス
」
「
二
　
道
の
上
の
秘
密
」
「
三
　
死
」
掲
載
。

　

同
年
五
月
一
日
発
行
の
同
誌
第
三
九
年
第
五
号
に
「
少
年
続
編
」
と
し
て
「
一
　
海
」

　

「
二
　
幻
燈
」
「
三
　
お
母
さ
ん
」
掲
載
。
『
黄
雀
風
』
所
収
に
あ
た
り
、
「
少
年
」
と
「
少

　

年
続
編
」
の
章
番
号
を
「
四
」
～
「
六
」
に
改
め
た
も
の
を
併
せ
て
一
つ
の
作
品
と
し
た
。
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＊
本
稿
で
の
「
寒
さ
」
の
引
用
は
す
べ
て

平
成

8
年
）
に
拠
っ
た
。

『
芥
川
龍
之
介
全
集
　
第
十
一
巻
』
（
岩
波
書
店
、

芥川龍之介「寒さ」論
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