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芥
川
龍
之
介
を
論
ず
る
の
は
僕
に
と
つ
て
困
難
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
彼

が
僕
の
中
に
深
く
根
を
下
ろ
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
彼
を
冷
靜
に
見

る
た
め
に
は
僕
自
身
を
も
冷
靜
に
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
分
自
身
を

冷
靜
に
見
る
こ
と
　
　
そ
れ
は
他
の
い
か
な
る
も
の
を
冷
靜
に
見
る
こ
と
よ

り
も
困
難
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
文
學
上
の

批
評
の
價
値
は
、
い
か
に
そ
の
批
評
家
が
自
分
自
身
を
冷
靜
に
見
る
こ
と
が

出
來
た
か
、
と
云
ふ
度
合
に
よ
つ
て
測
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
批
評
と
云

ふ
も
の
が
、
他
人
の
作
品
を
通
し
て
の
自
分
自
身
の
表
現
で
あ
り
ま
す
以
上
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は
。

　
も
う
一
度
言
ひ
ま
す
と
、
批
評
す
る
事
は
他
人
の
作
品
を
通
じ
て
自
分
自

身
を
表
現
す
る
事
で
あ
り
ま
す
。
批
評
家
は
そ
の
た
め
に
　
　
彼
自
身
を
表

現
す
る
た
め
に
は
彼
の
魂
に
最
も
近
い
他
の
魂
の
作
品
を
持
つ
て
來
ず
に
は

居
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
彼
の
魂
に
最
も
近
い
他
の
魂
を
批
評
す
る

に
は
、
ど
う
し
て
も
自
分
自
身
を
冷
靜
に
見
る
こ
と
が
必
要
と
な
つ
て
來
ま

す
。
そ
こ
に
批
評
家
の
苦
し
い
矛
盾
が
あ
り
ま
す
。
仕
事
の
困
難
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
實
は
そ
の
困
難
そ
の
も
の
が
よ
き
魂
を
仕
事
に
誘
惑
す
る
か
の

や
う
に
僕
に
は
思
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
よ
き
魂
は
、
自
分
の
仕
事
が
困

難
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
仕
事
に
興
味
を
持
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
芥
川
龍
之
介
を
論
ず
る
の
は
そ
の
や
う
に
僕
に
と
つ
て
困
難
で
あ
り
ま
す
。
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し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
僕
は
、
そ﹅
の﹅
故﹅
に﹅
彼
を
論
ず
る
事
に
情
熱
を
持
た

ず
に
は
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
芥
川
龍
之
介
を
論
ず
る
と
言
つ
て
も
、
彼
の
作
品
の
價
値
を
論
じ

た
り
、
彼
の
文
學
史
上
の
位
置
を
論
じ
た
り
す
る
の
は
、
當
然
、
よ﹅
り﹅
後
代

の
人
を
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
せ
う
。
唯
僕
が
此
處
に
論
じ
た
い
の
は
、

い
か
に
彼
の
藝
術
が
僕
の
中
に
根
を
下
ろ
し
て
行
つ
た
か
、
そ
し
て
ま
た
、

い
か
に
彼
の
藝
術
が
彼
自
身
を
し
て
あ
の
や
う
な
悲
劇
的
な
死
に
到
ら
し
め

た
か
、
と
云
ふ
事
で
あ
り
ま
す
。

　
芥
川
龍
之
介
は
僕
の
眼
を
「
死
人
の
眼
を
閉
ぢ
る
」
や
う
に
靜
か
に
開
け

て
く
れ
ま
し
た
。
僕
は
そ﹅
の﹅
眼﹅
で
ゲ
エ
テ
や
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
豐
か
な
美
し

さ
を
、
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
や
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
の
苦
痛
に
似
た
美
し
さ
を
、
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そ
し
て
セ
ザ
ン
ヌ
や
志
賀
直
哉
の
極
度
の
美
し
さ
を
見
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
又
、
僕
は
そ﹅
の﹅
眼﹅
で
芥
川
龍
之
介
身
の
作
品
を
も
見
て
ゐ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
僕
の
そ﹅
の﹅
眼﹅
は
彼
の
作
品
の
缺
點
を
も
見
逃
さ
な
い
で
せ
う
。

僕
は
そ
こ
に
も
我
々
人
間
の
負
は
さ
れ
て
ゐ
る
宿
命
み
た
い
な
も
の
を
感
じ

ず
に
は
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
僕
は
芥
川
龍
之
介
の
諸
作
品
の
中
で
最
も
晩
年
の
作
品
を
愛
し
ま
す
。
彼

を
賞
讚
す
る
多
く
の
批
評
家
達
も
、
彼
の
初
期
の
作
品
の
中
に
最
も
よ
き
彼

を
見
出
し
、
晩
年
に
は
彼
の
痩
せ
て
し
ま
つ
た
事
を
言
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
點
は
僕
は
不
贊
成
で
あ
り
ま
す
。
從
つ
て
、
こ
の
僕
の
論

文
は
、
そ
の
中
心
が
晩
年
の
芥
川
龍
之
介
論
と
な
り
、
初
期
の
彼
は
晩
年
の

彼
に
進
ん
で
行
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
み
論
じ
ら
れ
る
事
と
な
り
は
し
な
い

6芥川龍之介論



か
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
は
僕
に
と
つ
て
止
む
を
得
ま
せ
ん
。
實
は
、
僕
も
最

初
、
彼
の
晩
年
の
作
品
の
痩
せ
細
つ
た
姿
を
唯
痛
々
し
さ
う
に
見
て
ゐ
た
一

人
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
彼
は
最
後
に
、
彼
の
死
そ
の
も
の
を
も
つ
て
、

僕
の
眼
を
最
も
よ
く
開
け
て
く
れ
た
の
で
し
た
。
僕
は
も
は
や
彼
の
痩
せ
細

つ
た
姿
だ
け
を
見
る
や
う
な
事
は
し
な
く
な
り
、
彼
を
し
て
そ
の
や
う
に
痩

せ
細
ら
せ
た
も﹅
の﹅
に
眼
を
向
け
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
彼
の
中
の

そ
の
も﹅
の﹅
が
僕
を
感
動
さ
せ
、
僕
を
根
こ
そ
ぎ
に
し
ま
し
た
。
で
、
そ
の
苛

烈
な
る
も﹅
の﹅
を
は
つ
き
り
さ
せ
、
そ
れ
に
新
し
い
價
値
を
與
へ
る
こ
と
、
そ

れ
が
僕
に
と
つ
て
最
も
重
大
な
事
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
僕
の
論

文
の
目
的
が
あ
る
と
言
つ
て
差
支
へ
あ
り
ま
せ
ん
。
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２

　
彼
は
明
治
二
十
五
年
、
芝
に
生
れ
た
。

　
彼
の
實
母
は
、
彼
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
は
、
狂
人
だ
つ
た
と
い
ふ
事
で

あ
る
。
彼
の
短
篇
「
點
鬼
簿
」
（
大
正
十
五
年
）
に
は
そ
の
實
母
の
肖
像
が

生
ま
な
ま
し
く
描
か
れ
て
ゐ
る
。
「
點
鬼
簿
」
は
彼
の
晩
年
の
暗
澹
た
る
諸

作
品
の
先
驅
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
非
常
に
ひ
ど
い
神
經
衰
弱
の
中

で
、
こ
の
作
品
を
書
い
た
。
彼
は
こ
の
作
品
を
書
き
な
が
ら
、
幾
度
か
、
そ

の
母
の
「
少
し
も
生
氣
の
な
い
、
灰
色
を
し
て
ゐ
る
」
顏
を
思
ひ
浮
べ
た
事

で
あ
ら
う
。
彼
は
そ
の
頃
よ
く
、
神
經
衰
弱
の
ひ
ど
い
時
な
ぞ
、
さ
う
い
ふ

母
か
ら
暗
示
を
受
け
て
、
「
僕
も
氣
狂
に
な
る
の
で
は
な
い
か
し
ら
？
」
と

8芥川龍之介論



恐
怖
し
て
ゐ
た
位
だ
つ
た
。
　
　
彼
を
生
ん
だ
母
が
、
彼
の
中
に
、
何
よ
り

も
先
に
、
さ
う
い
ふ
暗
い
影
を
投
げ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
生
れ
る
と
す
ぐ
、
母
が
發
狂
し
た
た
め
、
本
所
の
芥
川
家
に
養
子
と

な
つ
た
。
芥
川
家
に
は
、
養
父
、
養
母
（
註
一
）
の
外
に
、
伯
母
が
一
人
ゐ

て
、
そ
れ
が
特
に
彼
の
面
倒
を
見
た
。
彼
は
後
に
「
家
中
で
顏
が
一
番
私
に

似
て
ゐ
る
の
も
こ
の
伯
母
な
ら
、
心
も
ち
の
上
で
共
通
點
の
一
番
多
い
の
も

こ
の
伯
母
だ
。
伯
母
が
ゐ
な
か
つ
た
ら
、
今
日
の
や
う
な
私
が
出
來
た
か
ど

う
か
わ
か
ら
な
い
。
」
と
言
つ
て
ゐ
る
。

　
彼
が
そ
こ
で
少
年
の
日
を
過
し
た
本
所
の
町
々
。
そ
れ
は
美
し
い
町
々
で

は
な
か
つ
た
。
む
し
ろ
、
い
つ
も
砂
埃
り
に
ま
み
れ
て
ゐ
る
町
々
だ
つ
た
。

し
か
し
、
彼
の
自
然
を
見
る
眼
に
最
も
影
響
を
與
へ
た
の
も
、
さ
う
い
ふ
い
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つ
も
砂
埃
り
に
ま
み
れ
た
本
所
の
町
々
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
の

愛
し
て
ゐ
た
風
景
は
　
　
彼
の
作
品
の
中
に
獨
特
な
美
し
さ
を
以
て
描
き
出

さ
れ
た
多
く
の
風
景
は
い
つ
も
必
ず
憂
鬱
な
色﹅
を
帶
び
た
も
の
だ
つ
た
。
僕

は
時
々
、
彼
の
本
の
頁
の
中
に
本
所
の
堀
割
の
暗
鬱
な
水
の
色
を
思
ひ
浮
べ

る
。

　
彼
は
彼
の
小
説
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
（
註
二
）
」
の
中
に
か
う
い
ふ
少

年
の
事
を
書
い
て
ゐ
る
。

　
「
彼
は
全
然
母
の
乳
を
吸
つ
た
事
の
な
い
少
年
だ
つ
た
。
母
の
體
が
弱
か

　
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
牛
乳
の
外
に
母
の
乳
を
知
ら
ぬ
こ
と
を
耻
ぢ
た
。

　
こ
れ
は
彼
の
一
生
の
祕
密
だ
つ
た
。
彼
は
何
時
か
ら
か
、
又
ど
う
い
ふ
論

　
理
か
ら
か
、
自
分
の
意
氣
地
の
な
い
事
を
そ
の
牛
乳
の
爲
と
信
じ
て
ゐ
た
。
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も
し
牛
乳
の
爲
と
す
れ
ば
、
少
し
で
も
弱
み
を
見
せ
た
が
最
後
、
彼
の
友

　
達
は
彼
の
祕
密
を
見
破
つ
て
し
ま
ふ
の
に
違
ひ
な
か
つ
た
。
彼
は
そ
の
た

　
め
に
ど
う
い
ふ
時
で
も
彼
の
友
達
の
挑
戰
に
應
じ
た
。
恐
怖
や
逡
巡
が
彼

　
を
襲
は
な
い
訣
で
は
な
か
つ
た
。
し
か
し
彼
は
何
時
も
そ
の
度
に
勇
敢
に

　
そ
れ
ら
の
も
の
を
征
服
し
た
。
そ
れ
は
迷
信
に
發
し
た
に
せ
よ
、
確
か
に

　
ス
パ
ル
タ
式
の
訓
練
だ
つ
た
。
こ
の
ス
パ
ル
タ
式
の
訓
練
は
彼
の
性
格
へ

　
一
生
消
え
な
い
傷
痕
を
殘
し
た
。
」

　
こ
れ
は
彼
自
身
の
自
畫
像
に
近
い
も
の
で
あ
ら
う
。
か
か
る
自
分
の
弱
み

を
見
せ
ま
い
と
す
る
剛
情
さ
　
　
そ
れ
は
彼
の
性
格
を
一
生
支
配
し
て
ゐ
た
。

僕
は
そ
こ
に
彼
の
性
格
の
最
初
の
悲
劇
を
見
出
す
。

　
こ
の
や
う
に
し
て
、
彼
の
魂
は
、
か
か
る
孤
獨
と
暗
鬱
な
風
景
の
中
に
次
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第
々
々
に
生
長
し
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
註
一
。
彼
の
養
母
の
叔
父
は
津
藤
で
あ
る
。
そ
の
津
藤
に
就
い
て
は
森

　
　
　
　
鴎
外
の
「
細
木
香
以
」
（
大
正
六
年
）
が
あ
る
。
又
、
龍
之
介
自

　
　
　
　
身
の
「
孤
獨
地
獄
」
（
大
正
五
年
）
は
彼
の
大
叔
父
の
話
を
書
い

　
　
　
　
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
註
二
。
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
（
大
正
十
三
年
）
は
前
出
の
「
點
鬼

　
　
　
　
簿
」
（
大
正
十
五
年
）
と
共
に
彼
の
作
品
の
中
で
は
珍
ら
し
い
位
、

　
　
　
　
自
傳
的
要
素
を
多
分
に
持
つ
て
ゐ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
兩
作
共
、

　
　
　
　
彼
の
晩
年
の
諸
傑
作
の
出
發
點
と
な
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
後
の
ち

　
　
　
　
に
も
つ
と
精
細
に
論
じ
た
い
。
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３

　
學
校
に
於
い
て
は
、
彼
は
早
熟
な
、
光
彩
あ
る
學
生
だ
つ
た
。

　
彼
の
本
に
對
す
る
情
熱
は
、
小
學
時
代
か
ら
始
ま
つ
て
ゐ
た
。

　
彼
は
本
の
上
に
何
度
も
笑
つ
た
り
泣
い
た
り
し
た
。
そ
れ
は
言
は
ば
轉
身

だ
つ
た
。
本
の
中
の
人
物
に
變
る
こ
と
だ
つ
た
。
彼
は
、
天
竺
の
佛
が
無
數

の
過
去
生
を
通
り
拔
け
る
や
う
に
、
イ
ブ
セ
ン
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
、
ト

ル
ス
ト
イ
、
モ
オ
パ
ス
サ
ン
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
を
通
り
拔
け
た
。

　
そ
し
て
彼
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
本
の
中
に
學
ん
だ
。
少
く
と
も
本
に
負
ふ

と
こ
ろ
の
全
然
な
い
も
の
は
一
つ
も
な
か
つ
た
。
實
際
、
彼
は
人
生
を
知
る
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た
め
に
街
頭
の
行
人
を
眺
め
な
か
つ
た
。
寧
、
行
人
を
眺
め
る
た
め
に
本
の

中
の
人
生
を
知
ら
う
と
し
た
。
彼
は
殊
に
世
紀
末
の
歐
羅
巴
の
産
ん
だ
小
説

や
戲
曲
を
讀
ん
だ
の
だ
つ
た
。
彼
は
そ
の
冷
た
い
光
の
中
に
や
つ
と
彼
の
前

に
展
開
す
る hum

an com
edy 

を
發
見
し
た
。
或
は
彼
自
身
の
魂
を
も
發
見

し
た
。

「
本
か
ら
現
實
へ
」
は
常
に
彼
に
は
眞
理
だ
つ
た
。

　
彼
は
後
年
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
が
「
わ
た
し
が
人
生
を
知
つ
た
の
は
、

人
と
接
觸
し
た
結
果
で
は
な
い
。
本
と
接
觸
し
た
結
果
で
あ
る
。
」
と
言
つ

て
ゐ
る
の
に
大
い
に
同
感
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
書
物
に
親
し
ん
で

も
人
生
は
わ
か
ら
ぬ
と
云
ふ
世
人
を
大
い
に
輕
蔑
し
て
ゐ
た
。

　
こ
の
「
本
か
ら
現
實
へ
」
は
後
年
の
彼
を
し
て
「
藝
術
に
依
つ
て
藝
術
を
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作
り
出
す
」
作
家
の
一
人
た
ら
し
め
た
。
彼
は
遂
に
彼○

個○

有○

の
傑
作
を
持
た

な
か
つ
た
と
斷
言
し
て
よ
い
。
彼
の
い
か
な
る
傑
作
の
中
に
も
、
前
世
紀
の

傑
作
の
影
が
落
ち
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
最
も
晩
年
の
、
そ
し
て
最
も

彼
の
傑
作
で
あ
る
「
玄
鶴
山
房
」
に
し
ろ
、
「
河
童
」
に
し
ろ
、
「
齒
車
」

に
し
ろ
、
さ
う
で
あ
る
。
彼
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
傑
作
を
愛
し
、
理
解
し
得

た
。
そ
し
て
彼
は
彼
の
よ
き
才
能
を
そ
れ
ら
の
も
の
に
嵌
め
込
ん
だ
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
や
う
に
「
藝
術
に
依
つ
て
」
作
り
上
げ
ら
れ
た
彼
の
作

品
も
ま
た
、
そ
れ
自
身
、
人
生
を
深
く
呼
吸
し
得
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
彼
も
亦
、

眞
の
深
い
藝
術
家
で
あ
る
が
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
こ﹅
の﹅
彼
の
例
は
、
「
藝

術
に
依
つ
て
藝
術
を
作
り
出
」
し
得
る
確
證
を
我
々
に
與
へ
る
。
僕
は
こ
の

問
題
を
も
つ
と
彼
の
晩
年
の
藝
術
を
論
ず
る
節
に
お
い
て
追
究
す
る
だ
ら
う
。
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今
は
唯
、
彼
の
「
本
か
ら
現
實
へ
」
が
自
然
的
に
彼
の
「
藝
術
に
依
る
藝
術
」

を
産
ん
だ
の
で
あ
る
事
を
言
ふ
に
と
ど
め
る
。

　
彼
の
本
に
對
す
る
情
熱
は
、
彼
に
、
さ
う
い
ふ
特
別
な
藝
術
を
植
ゑ
つ
け

た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
の
讀
ん
だ
本
そ
の
も
の
は
（
そ
れ
は
大
部
分
世
紀

末
の
歐
羅
巴
の
産
ん
だ
小
説
や
戲
曲
だ
つ
た
と
言
つ
て
よ
い
）
彼
の
心
臟
の

中
に
、
冷
た
い
石
を
投
げ
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
彼
は
鋭
い
理
性
と
共
に
柔
か
い
心
臟
の
持
ち
主
だ
つ
た
。
彼
の

鋭
い
理
性
は
、
彼
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
そ
の
冷
た
い
石
を
愛
し
た
。
そ
し

て
彼
の
柔
か
い
心
臟
は
、
そ
の
た
め
に
、
隱
さ
れ
た
。
人
々
は
彼
に
鋭
い
理

性
と
共
に
冷
た
い
心
臟
を
見
出
し
て
、
そ
れ
を
信
じ
た
。
し
か
し
彼
は
、
次

第
に
彼
の
理
性
の
衰
へ
る
と
共
に
、
そ
の
調
和
を
失
ひ
出
し
た
。
そ
の
以
後
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の
彼
が
悲
劇
的
に
な
つ
た
の
は
當
然
で
あ
る
。
彼
の
遺
稿
「
闇
中
問
答
」
の

中
の

「
お
前
は
俺
の
思
惑
と
は
全
然
違
つ
た
人
間
だ
つ
た
」

　
と
云
ふ
悲
劇
の
一
つ
は
此
處
に
あ
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぬ
。

　
彼
は
屡
〻
「
僕
に
最
も
影
響
を
與
へ
た
の
は
ポ
オ
と
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
だ
、

好
い
影
響
も
惡
い
影
響
も
あ
つ
た
ら
う
が
。
」
と
言
つ
て
ゐ
た
。
こ
の
世
紀

末
の
詩
人
た
ち
の
影
響
は
、
彼
を
、
彼
の
先﹅
生﹅
で
あ
つ
た
夏
目
漱
石
や
森
鴎

外
か
ら
明
ら
か
に
區
別
し
て
ゐ
る
。
（
尤
も
彼
は
文
墨
に
親
し
ん
で
ゐ
る
漱

石
よ
り
も
氣
狂
じ
み
た
天
才
の
漱
石
に
よ
り
多
く
の
親
し
み
を
感
じ
て
ゐ
た

と
言
つ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
漱
石
の
影
響
は
そ
れ
ら
の
詩
人
た
ち
の
影
響
と
少

し
も
矛
盾
は
し
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
）
又
彼
が
屡
〻
比
せ
ら
れ
る
ア
ナ
ト
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オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
か
ら
も
彼
を
離
す
の
で
あ
る
。
（
し
か
し
こ
れ
も
　
　
彼

は
晩
年
ニ
コ
ラ
ス
・
セ
ギ
ユ
ウ
ル
の
「
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
と
の
對
話
」

を
讀
ん
で
、
こ
の
幸
福
ら
し
い
牧
羊
神
も
ま
た
十
字
架
を
背
負
つ
て
ゐ
る
の

を
知
り
、
大
い
に
同
感
し
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。
）

　
そ
れ
で
は
ポ
オ
や
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
た
ち
は
如
何
な
る
影
響
を
彼
に
與
へ
た

か
？
　
彼
等
は
彼
の
中
に
「
美
の vision

」
を
喚
び
起
し
た
の
で
あ
る
。
彼

は
、
彼
等
が
し
た
や
う
に
「
美
の vision

」
を
喚
び
起
す
た
め
に
惱
ん
だ
。

或
時
は
そ
の
「
美
の vision

」
に
陶
醉
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
に
お

い
て
こ
の
世
紀
末
に
最
も
莊
嚴
な
香
を
放
つ
た Fleurs du M

al

　
　
「
美
の

 vision

」
に
惱
ま
さ
れ
た
多
く
の
詩
人
た
ち
が
あ
る
や
う
に
、
我
々
の
國
で

も
又
こ
の
「
美
の vision

」
に
惱
ま
さ
れ
た
詩
人
た
ち
が
多
か
つ
た
の
で
あ
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る
。
谷
崎
潤
一
郎
、
佐
藤
春
夫
、
及
び
彼
の
三
人
は
そ
れ
ら
の
人
々
の
中
で

最
も
有
名
な
人
々
で
あ
る
。

　
彼
自
身
の
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
觀
。
そ
れ
は
最
も
よ
く
彼
の
「
あ
の
頃
の
自
分

の
事
」
（
大
正
七
年
）
の
谷
崎
潤
一
郎
を
論
じ
て
ゐ
る
箇
處
に
見
出
さ
れ
る
。

　
「
谷
崎
氏
は
、
在
來
氏
が
開
拓
し
て
來
た
耽
美
主
義
の
畠
に
『
お
艶
殺
し
』

　
の
如
き
『
神
童
』
の
如
き
或
は
又
『
お
才
と
巳
之
助
』
の
如
き
文
字
通
り

　
底
氣
味
の
惡
い Fleurs du M

al 

を
育
て
て
ゐ
た
。
が
、
そ
の
斑
猫
の
や

　
う
な
色
を
し
た
美
し
い
惡
の
花
は
、
氏
の
傾
倒
し
て
ゐ
る
ポ
オ
や
ボ
オ
ド

　
レ
エ
ル
と
同
じ
莊
嚴
な
腐
敗
の
香
を
放
ち
な
が
ら
、
或
一
點
で
は
彼
等
の

　
そ
れ
と
全
く
趣
が
違
つ
て
ゐ
た
。
彼
等
の
病
的
な
耽
美
主
義
は
、
そ
の
背

　
景
に
恐
る
べ
き
冷
酷
な
心
を
控
へ
て
ゐ
る
。
彼
等
は
こ
の
ご
ろ
た
石
の
や
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う
な
心
を
抱
い
た
因
果
に
、
嫌
で
も
道
徳
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ

　
た
。
嫌
で
も
神
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
さ
う
し
て
又
嫌
で
も

　
戀
愛
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
…
…
我
々
が
彼
等
の
耽
美
主
義

　
か
ら
、
嚴
肅
な
感
激
を
浴
び
せ
ら
れ
る
の
は
、
實
に
こ
の
「
地
獄
の
ド
ン

　
・
ジ
ユ
ア
ン
」
の
や
う
な
冷
酷
な
心
の
苦
し
み
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
か
ら

　
で
あ
る
。
し
か
し
谷
崎
氏
の
耽
美
主
義
に
は
、
こ
の
動
き
の
と
れ
な
い
息

　
苦
し
さ
の
代
り
に
、
餘
り
に
享
樂
的
な
餘
裕
が
あ
り
過
ぎ
た
。
…
…
そ
の

　
點
が
氏
は
我
々
に
、
氏
の
寧
輕
蔑
す
る
ゴ
オ
テ
イ
エ
を
髣
髴
さ
せ
る
所
以

　
だ
つ
た
。
ゴ
オ
テ
イ
エ
の
病
的
傾
向
は
、
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
そ
れ
と
ひ
と

　
し
く
世
紀
末
の
色
彩
は
帶
び
て
ゐ
て
も
、
云
は
ば
活
力
に
滿
ち
た
病
的
傾

　
向
だ
つ
た
。
更
に
洒
落
れ
て
形
容
す
れ
ば
、
寶
石
の
重
み
を
苦
に
し
て
ゐ
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る
、
肥
滿
し
た
サ
ル
タ
ン
の
病
的
傾
向
だ
つ
た
。
だ
か
ら
彼
に
は
谷
崎
氏

　
と
共
に
、
ポ
オ
や
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
に
共
通
す
る
切
迫
し
た
感
じ
が
缺
け
て

　
ゐ
た
。
」

　
ポ
オ
や
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
魂
の
ど
ん
底
に
彼
の
見
た
も
の
は
こ
の
恐
る
べ

き
冷
酷
な
心
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
彼
等
の
恐
る
べ
き
冷
酷
な
心
に
深
い
共
鳴

を
感
じ
、
の
み
な
ら
ず
そ
れ
を
自
分
の
中
に
も
持
つ
こ
と
を
烈
し
く
欲
望
し

た
の
は
彼
の
悲
劇
で
あ
つ
た
。
言
は
ば
、
「
世
紀
末
の
惡
鬼
に
憑
か
れ
た
の

で
あ
る
。
」
が
、
若
し
彼
が
こ
の
「
世
紀
末
の
惡
鬼
」
に
憑
か
れ
な
か
つ
た

な
ら
ば
、
彼
の
一
生
は
、
彼
が
身
を
以
て
完
成
し
た
凄
じ
い
生
涯
と
は
全
く

異
り
、
も
つ
と
平
靜
な
學
者
的
詩
人
の
そ
れ
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
さ
う

い
ふ
學
者
的
傾
向
か
ら
彼
を
轉
向
さ
せ
、
彼
を
「
暗
い
死
の
魅
力
」
に
ま
で
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引
き
ず
り
こ
み
、
彼
の
詩
的
才
能
に
彼
の
他
の
多
く
の
才
能
の
間
に
お
い
て

最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
さ
し
た
も
の
は
、
實
に
こ
の
「
世
紀
末
の
惡
鬼
」

の
惡
戲
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
や
う
に
、
彼
の
本
に
對
す
る
情
熱
（
そ
れ
は
人
生
そ
の
も
の
に
對
す

る
情
熱
以
上
だ
つ
た
！
）
は
、
一
方
彼
を
「
藝
術
に
依
る
藝
術
」
家
た
ら
し

め
、
一
方
彼
に
「
世
紀
末
の
惡
鬼
」
を
取
り
憑
か
せ
た
。
が
、
そ
れ
ば
か
り

な
ら
ば
ま
だ
よ
か
つ
た
。
彼
の
本
に
對
す
る
情
熱
は
、
そ
の
上
に
、
彼
を

「
雜
駁
に
」
し
た
。
（
「
雜
駁
な
」
と
い
ふ
語
は
彼
が
彼
自
身
を
批
評
す
る

た
め
に
使
用
し
た
語
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
、
あ
ら
ゆ
る
大
作
家
は
雜
駁
で

あ
る
、
さ
う
い
ふ
意
味
の
雜
駁
さ
で
あ
る
と
斷
つ
て
ゐ
る
。
僕
も
此
處
で
こ
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の
言
葉
を
さ
う
い
ふ
意
味
で
使
用
す
る
の
だ
。
）

　
「
僕
一
時
精
神
的
に
革
命
を
受
け
始
め
て
ゲ
エ
テ
の
如
き
ト
ル
ス
ト
イ
の

　
如
き
巨
匠
を
正
眼
に
見
得
た
り
と
信
ぜ
し
時
あ
り
。
僕
を
し
て
そ
の
境
地

　
に
置
き
し
も
の
種
々
複
雜
な
る
事
情
あ
れ
ど
ジ
ア
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
の
影

　
響
大
な
り
し
は
今
に
到
つ
て
忘
る
る
能
は
ず
。
今
に
し
て
思
へ
ば
當
時
の

　
僕
は
始
め
て
天
日
を
仰
ぎ
し
も
の
の
如
く
唯
天
日
あ
る
を
知
つ
て
諸
他
の

　
星
辰
あ
る
を
知
ら
ざ
り
し
が
如
し
。
（
例
せ
は
ゲ
エ
テ
の
大
を
知
れ
ど
テ

　
イ
ク
、
ホ
フ
マ
ン
以
下
獨
乙
羅
曼
派
の
諸
家
の
特
色
を
輕
蔑
す
べ
き
も
の

　
と
し
て
却
け
た
り
。
）
さ
れ
ど
天
日
を
知
ら
ざ
る
も
の
に
し
て
如
何
ぞ
諸

　
他
の
星
辰
を
知
る
を
得
ん
や
。
是
當
時
の
僕
な
く
し
て
現
在
の
僕
あ
ら
ざ

　
る
所
以
な
り
。
同
時
に
又
當
時
の
僕
の
如
く
ト
ル
ス
ト
イ
、
ド
ス
ト
エ
フ

23



　
ス
キ
イ
を
説
き
て
他
を
顧
み
ざ
る
幾
多
年
少
の
豪
傑
に
同
情
な
き
能
は
ざ

　
る
所
以
な
り
。
」
（
大
正
八
年
七
月
三
十
一
日
佐
佐
木
茂
索
宛
書
翰
）

　
彼
は
地
獄
の
ポ
オ
や
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
を
見
る
そ﹅
の﹅
眼﹅
で﹅
、
ゲ
エ
テ
や
ト
ル

ス
ト
イ
や
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
偉
大
を
仰
が
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。

彼
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
見
、
愛
し
、
理
解
し
た
が
た
め
に
「
雜
駁
な
」
の
で

あ
る
。
彼
は
彼
の
「
雜
駁
さ
」
に
調
和
を
與
へ
得
て
ゐ
た
間
は
、
寧
、
幸
福

だ
つ
た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
彼
は
そ
の
調
和
を
次
第
に
失
ひ
出
し
た
。
そ
し

て
そ
れ
を
失
ひ
出
す
や
否
や
、
彼
に
は
雜
駁
な
こ
と
が
純
粹
な
こ
と
に
若
か

な
い
や
う
に
思
は
れ
出
し
た
。
彼
の
中
で
、
鋭
い
理
性
と
柔
か
い
心
臟
と
の

調
和
が
破
れ
始
め
た
の
を
彼
の
第
一
の
悲
劇
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
雜
駁
さ
」
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の
調
和
の
破
れ
始
め
た
の
は
彼
の
第
二
の
悲
劇
で
あ
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
（
註
一
）
。

　
し
か
し
僕
は
又
思
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
「
雜
駁
さ
」
か
ら
生
じ
た
彼
の
悲

劇
こ
そ
、
晩
年
の
彼
を
、
一
層
（
そ
れ
は
彼
の
如
き
個
性
に
あ
つ
て
は
殆
ど

不
思
議
な
ほ
ど
）
強
く
ポ
オ
や
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
魅
力
に
引
き
つ
け
、
そ
し

て
そ
こ
に
あ
の
や
う
な
「
惡
の
花
」
を
奇
蹟
の
や
う
に
咲
か
せ
た
の
で
は
な

い
だ
ら
う
か
。

　
　
註
一
。
後
年
の
彼
が
い
つ
も
彼
の
中
の
無
數
の
分
裂
に
苦
し
ん
だ
の
は

　
　
　
　
こ
れ
に
原
因
す
る
。
彼
は
「
僕
は
」
（
大
正
十
五
年
）
の
中
で

　
　
　
　
「
僕
は
い
つ
も
僕
一
人
で
は
な
い
。
息
子
、
亭
主
、
牡
、
人
生
觀
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上
の
現
實
主
義
者
、
氣
質
上
の
ロ
マ
ン
主
義
者
、
哲
學
上
の
懷
疑

　
　
　
　
主
義
者
等
、
等
、
等
、
　
　
そ
れ
は
格
別
差
支
へ
な
い
。
し
か
し

　
　
　
　
そ
の
何
人
か
の
僕
自
身
が
い
つ
も
喧
嘩
す
る
の
に
苦
し
ん
で
ゐ
る

　
　
　
　
。
」
と
書
い
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４

　
僕
は
彼
の
個
々
の
作
品
論
に
入
る
前
に
、
先
づ
、
當
時
の
文
壇
が
如
何
な

る
氣
運
の
下
に
あ
つ
た
か
を
見
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
そ
の
頃
ま
で
日
本
の
文
壇
を
主
宰
し
て
ゐ
た
自
然
主
義
の
勢
力
も
漸
く
衰

へ
て
行
つ
て
、
若
い
作
家
た
ち
の
間
に
は
、
二
つ
の
反
動
が
起
つ
て
ゐ
た
の
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で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
永
井
荷
風
、
谷
崎
潤
一
郎
等
を
中
心
人
物
と
し
た
所

謂
唯
美
主
義
の
運
動
で
あ
る
。
そ
の
も
う
一
つ
は
武
者
小
路
實
篤
に
よ
つ
て

代
表
さ
れ
る
所
謂
人
道
主
義
運
動
で
あ
る
。
そ
の
兩
者
と
も
反
自
然
主
義
的

な
傾
向
を
持
つ
て
ゐ
る
事
に
於
い
て
は
相
似
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
前
者
が
自

然
主
義
の
「
眞
」
の
崇
拜
に
對
す
る
に
「
美
」
の
崇
拜
を
以
つ
て
起
つ
た
の

に
反
し
、
後
者
は
自
然
主
義
の
「
眞
」
の
崇
拜
に
對
す
る
に
「
善
」
の
崇
拜

を
以
つ
て
起
つ
た
の
で
あ
る
。
此
處
に
注
意
す
べ
き
事
は
、
自
然
主
義
と
唯

美
主
義
と
は
、
そ
の
物
質
主
義
的
な
人
生
觀
か
ら
云
ふ
と
、
何
處
か
一
味
の

相
通
ず
る
所
が
あ
る
。
が
、
人
道
主
義
は
そ
の
理
想
主
義
的
な
人
生
觀
を
以

て
、
は
つ
き
り
自
然
主
義
と
區
別
さ
れ
る
。
と
同
時
に
又
、
人
道
主
義
は
そ

の
無
技
巧
的
な
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
一
方
唯
美
主
義
が
技
巧
的
方
面
で
は
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は
つ
き
り
自
然
主
義
か
ら
區
別
さ
れ
る
の
に
反
し
、
寧
、
ず
つ
と
自
然
主
義

に
近
か
つ
た
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
後
、
更
に
又
、
多
く
の
よ
り
若
い
作
家
た
ち
に
依
つ
て
、
文
壇
に
は

新
し
い
氣
運
が
齎
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
は
そ
の
前
の
二
つ
の
運
動
の
や
う
に
鮮

明
な
旗
幟
を
飜
す
團
體
の
形
を
成
し
て
ゐ
な
い
。
唯
、
そ
れ
ら
の
作
家
た
ち

を
一
括
し
て
、
彼
等
以
前
の
作
家
た
ち
と
比
較
す
る
と
、
お
の
づ
か
ら
一
つ

の
特
色
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
等
が
、
意
識
的
に
し
ろ
無
意

識
的
に
し
ろ
、
自
然
主
義
以
來
代
る
代
る
日
本
の
文
壇
に
君
臨
し
た
「
眞
」

と
「
善
」
と
「
美
」
と
の
三
つ
の
理
想
を
調
和
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
事
で
あ

る
。
彼
等
は
こ
れ
ら
三
つ
の
理
想
の
い
づ
れ
に
對
し
て
も
冷
淡
で
は
な
い
。

彼
等
は
人
間
が
そ
の
一
を
缺
い
た
所
に
、
安
住
出
來
な
い
と
云
ふ
事
を
感
じ
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て
ゐ
る
。
だ
か
ら
彼
等
の
作
品
に
は
、
彼
等
以
前
の
作
家
た
ち
の
そ
れ
よ
り

も
、
よ
り
深
刻
と
云
ふ
事
は
出
來
な
い
に
し
ろ
、
少
く
と
も
よ
り
複
雜
な
、

よ
り
豐
富
な
特
色
が
具
は
つ
て
ゐ
る
。
か
う
い
ふ
綜
合
的
な
傾
向
を
最
も
よ

く
代
表
す
る
も
の
の
一
つ
は
、
雜
誌
「
新
思
潮
」
に
屬
す
る
若
い
作
家
た
ち

だ
つ
た
。
芥
川
龍
之
介
は
、
彼
等
の
一
人
で
あ
る
。

　
　
附
記
。
こ
の
項
は
芥
川
氏
の
「
大
正
八
年
度
の
文
藝
界
」
を
原
と
し
て

　
　
　
書
い
た
。
從
つ
て
こ
の
時
代
的
考
察
は
芥
川
氏
自
身
の
そ
れ
で
あ
る

　
　
　
と
言
つ
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
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彼
が
世
に
問
う
た
第
一
作
は
「
鼻
」
（
大
正
五
年
）
で
あ
る
。
「
鼻
」
は

彼
の
全
作
品
中
に
於
い
て
も
相
當
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
そ
れ
は
作
家

が
彼
の
第
一
作
の
中
に
彼
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
投
げ
込
む
ば
か
り
で
は
な
く
、

作
家
は
一
生
の
間
彼
の
第
一
作
に
支
配
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
僕
は
彼
の
全
作
品
を
大
體
に
お
い
て
二
つ
の
時
期
に
分
け
る
事
が
出
來
る

と
思
ふ
。
そ
の
前
期
は
、
「
鼻
」
か
ら
始
ま
り
、
「
芋
粥
」
「
或
日
の
大
石

内
藏
助
」
「
地
獄
變
」
「
奉
教
人
の
死
」
「
南
京
の
基
督
」
「
藪
の
中
」
等

の
諸
作
品
を
經
て
「
六
の
宮
の
姫
君
」
（
僕
は
こ
の
作
品
を
彼
の
前
期
の
藝

術
の
最
も
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
信
じ
る
。
）
に
至
る
ま
で
の
時
期

（
大
正
五
年
　
大
正
十
一
年
）
で
あ
る
。
そ
の
後
期
は
、
所
謂
保
吉
物
に
始

ま
り
、
「
一
塊
の
土
」
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
「
點
鬼
簿
」
「
玄
鶴
山
房
」
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「
河
童
」
を
經
て
「
齒
車
」
に
至
る
ま
で
の
時
期
（
大
正
十
二
年
　
昭
和
二

年
）
で
あ
る
。
彼
の
前
期
に
屬
す
る
作
品
は
大
部
分
歴
史
小
説
で
あ
る
に
反

し
、
彼
の
後
期
に
屬
す
る
作
品
は
主
に
、
前
期
の
作
品
に
は
殆
ど
見
出
さ
れ

な
か
つ
た
、
自
傳
的
色
彩
を
強
烈
に
持
つ
た
小
説
で
あ
る
。
そ
し
て
數
年
前

の
微
笑
せ
る
懷
疑
主
義
者
は
い
つ
か
徹
底
的
な
厭
世
主
義
者
に
變
つ
て
ゐ
る
。

　
　
そ
こ
で
僕
は
、
僕
が
此
處
に
論
じ
よ
う
と
す
る
「
鼻
」
が
、
さ
う
い
ふ

彼
の
全
作
品
と
は
言
は
ぬ
ま
で
も
、
少
く
と
も
彼
の
前
期
の
あ
ら
ゆ
る
作
品

を
、
明
ら
か
に
支
配
し
て
ゐ
る
事
を
言
ひ
た
い
の
で
あ
る
。

「
鼻
」
は
そ
の
題
材
を
「
今
昔
物
語
」
の
中
か
ら
採
つ
て
ゐ
る
。
（
彼
は
彼

の
小
説
の
題
材
の
多
く
を
こ
の
「
鼻
」
と
同
樣
に
「
今
昔
物
語
」
の
中
に
採

つ
て
ゐ
る
。
「
芋
粥
」
、
「
龍
」
、
「
往
生
繪
卷
」
、
「
好
色
」
、
「
六
の
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宮
の
姫
君
」
等
が
そ
れ
で
あ
る
（
註
一
）
。
）

　
本
朝
の
部
卷
第
十
八
「
池
尾
禪
珍
内
供
鼻
語
第
二
十
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
古
い
物
語
は
か
う
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
「
今
は
昔
、
池
の
尾
と
云
ふ
所
に
禪
珍
内
供
と
云
ふ
僧
住
き
…
…
此
の
内

　
供
は
鼻
の
長
か
り
け
る
五
六
寸
許
也
け
れ
ば
、
頷
よ
り
も
下
て
な
む
見
え

　
け
る
、
色
は
赤
く
紫
色
に
し
て
、
大
柑
子
の
皮
の
樣
に
し
て
つ
ぶ
立
て
ぞ

　
※
た
り
け
る
、
其
れ
が
極
く
痒
か
り
け
る
事
無
限
し
、
然
れ
ば
提
ひ
さ
げに
湯
を

　
熱
く
湧
し
て
、
折
敷
を
し
き
を
其
の
鼻
通
る
許
に
竅
て
、
火
の
氣
に
面
の
熱
く
炮

　
ら
る
れ
ば
、
其
の
折
敷
の
穴
に
鼻
を
指
通
し
て
、
其
の
提
に
指
入
れ
て
ぞ

　
茹
、
吉
く
茹
て
引
出
た
れ
ば
色
は
紫
色
に
成
た
る
を
、
喬
樣
に
臥
し
て
鼻

　
の
下
に
物
を
か
ひ
て
、
人
を
以
て
踏
す
れ
ば
、
黒
く
つ
ぶ
立
た
る
穴
毎
に
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煙
の
樣
な
る
物
出
づ
、
其
れ
を
責
て
踏
め
ば
白
き
小
虫
の
穴
毎
に
指
出
た

　
る
を
、
鑷
子
け
ぬ
き
を
以
て
拔
け
ば
、
四
分
許
の
白
き
虫
を
穴
毎
よ
り
拔
出
け
る
、

　
其
の
跡
は
穴
に
て
開
て
な
む
見
え
け
る
、
其
れ
を
亦
同
じ
湯
に
指
入
し
て

　
ざ
ら
め
き
、
湯
に
初
の
如
く
茹
れ
ば
鼻
糸
小
さ
く
萎
み
脧
て
、
例
の
人
の

　
小
き
鼻
に
成
ぬ
、
亦
二
三
日
に
成
ぬ
れ
ば
痒
く
し
て
※
延
て
、
本
の
如
く

　
に
腫
て
大
き
に
成
り
ぬ
、
如
此
く
に
し
つ
ゝ
腫
た
る
日
員
は
多
く
ぞ
有
け

　
る
…
…
」

　
か
う
い
ふ
單
に
ユ
ウ
モ
ラ
ス
な
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
「
鼻
」
は
さ

う
い
ふ
單
に
ユ
ウ
モ
ラ
ス
な
だ
け
の
物
語
で
は
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。
彼
は
そ

の
中
に
そ
の
や
う
な
鼻
に
よ
つ
て
傷
け
ら
れ
る
内
供
の
自
尊
心
の
爲
の
苦
し

み
を
描
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
内
供
の
長
か
つ
た
鼻
を
い
く
ら
か
同
情
を
以
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て
見
て
ゐ
た
人
々
が
そ
の
鼻
が
短
く
な
る
と
急
に
つ
け
つ
け
と
笑
ひ
出
し
た

傍
觀
者
の
利
己
主
義
を
描
い
て
ゐ
る
。

　
「
　
　
人
間
の
心
に
は
互
に
矛
盾
し
た
二
つ
の
感
情
が
あ
る
。
勿
論
、
誰

　
で
も
他
人
の
不
幸
に
同
情
し
な
い
者
は
な
い
。
所
が
そ
の
人
が
そ
の
不
幸

　
を
、
ど
う
に
か
し
て
切
り
ぬ
け
る
事
が
出
來
る
と
、
今
度
は
こ
つ
ち
で
何

　
と
な
く
物
足
り
な
い
や
う
な
心
も
ち
が
す
る
。
少
し
誇
張
し
て
云
へ
ば
、

　
も
う
一
度
そ
の
人
を
、
同
じ
不
幸
に
陷
れ
て
見
た
い
や
う
な
氣
に
さ
へ
な

　
る
。
さ
う
し
て
何
時
の
間
に
か
、
消
極
的
で
は
あ
る
が
、
或
敵
意
を
そ
の

　
人
に
對
し
て
抱
く
や
う
な
事
に
な
る
。
　
　
内
供
が
、
理
由
を
知
ら
な
い

　
な
が
ら
も
、
何
と
な
く
不
快
に
思
つ
た
の
は
、
池
の
尾
の
僧
侶
の
態
度
に
、

　
こ
の
傍
觀
者
の
利
己
主
義
を
そ
れ
と
な
く
感
づ
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
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。
」

　
こ
こ
に
こ
の
小
説
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
「
鼻
」
は
か
う
い
ふ
ポ
イ
ン
ト

の
上
に
立
つ
た
一
つ
の
主
題
テ
エ
マ
小
説
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
「
鼻
」
で
今
昔
物
語

の
古
い
物
語
を
現
代
的
に
書
き
直
さ
う
と
し
た
と
い
ふ
よ
り
も
、
今
言
つ
た

や
う
な
テ
エ
マ
を
藝
術
的
に
力
強
く
生
か
す
た
め
に
、
今
昔
物
語
の
一
つ
の

話
を
借
り
て
來
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

　
そ
し
て
そ
こ
に
彼
の
歴
史
小
説
家
と
し
て
の
態
度
が
あ
る
。
彼
は
こ
の

「
鼻
」
の
や
う
に
古
い
物
語
を
題
材
と
し
て
多
く
の
小
説
を
書
い
た
。
彼
は

そ
れ
ら
を
唯
古
い
物
語
を
近
代
語
に
飜
譯
し
て
書
い
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。

彼
は
そ
れ
ら
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
に
人
間
の
心
理
を
解
剖
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
何
故
、
彼
は
古
い
物
語
の
中
に
人
間
の
心
理
を
解
剖
す
る
と
云
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ふ
や
う
な
𢌞
り
く
ど
い
方
法
を
と
つ
た
の
で
あ
る
か
？
　
そ
れ
は
彼
に
と
つ

て
は
、
さ
う
い
ふ
最
も
𢌞
り
く
ど
か
る
べ
き
方
法
も
實
は
最
も
迅
速
な
方
法

で
あ
つ
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
と
言
ふ
の
は
か
う
で
あ
る
。
彼
が
或
テ
エ
マ

を
捉
へ
て
そ
れ
を
小
説
に
書
く
と
す
る
。
さ
う
し
て
そ
の
テ
エ
マ
を
藝
術
的

に
最
も
力
強
く
表
現
す
る
た
め
に
は
、
或
異
常
な
事
件
が
必
要
に
な
る
と
す

る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
異
常
な
事
件
な
る
も
の
は
、
異
常
な
だ
け
そ
れ
だ
け
、

今
日
起
つ
た
事
と
し
て
は
書
き
難
い
、
も
し
強
ひ
て
書
け
ば
、
多
く
の
場
合

不
自
然
の
感
を
讀
者
に
起
さ
せ
て
、
そ
の
結
果
折
角
の
テ
エ
マ
ま
で
も
犬
死

を
さ
せ
る
事
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。
と
こ
ろ
で
こ
の
困
難
を
除
く
手
段
に
は
、

昔
起
つ
た
事
と
す
る
よ
り
外
は
な
い
。
彼
の
昔
か
ら
材
料
を
採
つ
た
小
説
は

大
抵
こ
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
不
自
然
の
障
碍
を
避
け
る
た
め
に
舞
臺
を
昔
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に
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
彼
自
身
も
言
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
彼
は
「
鼻
」
を
書
い
て
か
ら
、
そ
の
次
に
「
孤
獨
地
獄
」
を
書
い
た
。

（
大
正
五
年
）
「
孤
獨
地
獄
」
は
彼
の
大
叔
父
で
あ
る
津
藤
の
事
を
書
い
た

點
と
既
に
彼
の
厭
世
主
義
的
傾
向
が
強
く
出
て
ゐ
る
點
で
の
み
注
意
せ
ら
る

べ
き
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
彼
は
ヒ
ユ
ウ
マ
ン
で
ヒ
ユ
ウ
モ
ラ
ス
な
「
父
」

（
大
正
五
年
）
「
虱
」
（
同
上
）
「
酒
蟲
（
註
二
）
」
（
同
上
）
等
の
短
篇

を
書
い
た
後
に
、
「
芋
粥
」
（
大
正
五
年
）
を
書
い
た
。
「
芋
粥
」
は
「
鼻
」

と
共
に
初
期
の
彼
の
代
表
的
作
品
だ
と
言
つ
て
い
い
。
こ
の
短
篇
も
「
鼻
」

と
同
樣
に
そ
の
題
材
を
「
今
昔
物
語
」
に
採
つ
て
ゐ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
一

つ
の
主
題
テ
エ
マ
を
ポ
イ
ン
ト
と
し
た
、
題
材
の
取
扱
ひ
方
も
頗
る
似
て
ゐ
る
の
で
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あ
る
。

　
本
朝
の
部
卷
第
十
六
「
利
仁
將
軍
若
時
從
京
敦
賀
將
行
五
位
語
第
十
七
」

が
そ
れ
で
あ
る
。

「
今
昔
物
語
」
に
於
い
て
は
、
利
仁
が
京
都
か
ら
、
芋
粥
に
飽
き
た
が
つ
て

ゐ
る
五
位
を
連
れ
て
、
敦
賀
に
歸
國
す
る
途
中
、
捕
へ
た
狐
を
自
分
の
館
へ

使
者
と
し
て
遣
は
し
、
高
島
の
邊
で
男
た
ち
に
出
迎
へ
さ
せ
た
話
で
あ
る
が
、

そ
の
中
で
は
そ
の
狐
の
使
者
を
勤
め
る
話
が
主
に
な
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、

「
芋
粥
」
の
作
者
は
、
利
仁
の
館
で
、
銀
の
提
ひ
さ
げの
一
斗
ば
か
り
は
い
る
の
に
、

な
み
な
み
と
海
の
如
く
た
た
へ
た
恐
る
べ
き
芋
粥
を
見
て
、
食
は
ず
に
飽
き

た
五
位
の
心
理
を
摘
發
す
る
事
に
話
の
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
て
ゐ
る
。
五
位
は

意
氣
地
の
な
い
だ
ら
し
の
な
い
人
間
で
、
多
く
の
侍
た
ち
に
愚
弄
さ
れ
て
ゐ
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た
。
京
童
に
さ
へ
「
何
ぢ
や
、
こ
の
赤
鼻
め
が
」
と
罵
ら
れ
て
ゐ
た
。
色
の

さ
め
た
水
干
に
、
指
貫
を
つ
け
て
、
飼
主
の
な
い
尨
犬
の
や
う
に
、
朱
雀
大

路
を
う
ろ
つ
い
て
歩
く
、
憐
む
べ
き
、
孤
獨
な
男
だ
つ
た
。
し
か
し
彼
は
、

そ
の
た
め
に
生
き
て
ゐ
る
と
云
つ
て
も
差
支
な
い
程
で
あ
る
、
唯
一
の
欲
望

を
持
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
、
芋
粥
を
飽
き
る
程
飮
ん
で
見
た
い
と
云
ふ
異
常

な
欲
望
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
欲
望
の
あ
る
間
は
少
く
と
も
彼
は

幸
福
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
所
が
、
五
位
が
夢
想
し
て
ゐ
た
「
芋
粥
に
飽
か
む
」

こ
と
は
容
易
に
事
實
と
な
つ
て
現
は
れ
た
。
五
位
の
前
に
は
、
な
み
な
み
と

海
の
如
く
た
た
へ
た
恐
る
べ
き
芋
粥
が
あ
る
。
五
位
は
そ
れ
に
ま
だ
口
を
つ

け
な
い
中
に
既
に
滿
腹
を
感
じ
て
し
ま
つ
た
。
さ
う
し
て
「
芋
粥
に
飽
か
む
」

こ
と
ば
か
り
夢
想
し
て
ゐ
た
彼
自
身
を
、
な
つ
か
し
く
、
心
の
中
で
ふ
り
返
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つ
て
ゐ
る
。

「
芋
粥
」
の
作
者
は
、
五
位
の
か
う
い
ふ
心
理
を
摘
發
し
た
。
そ
し
て
其
處

に
こ
の
小
説
の
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
た
。
「
芋
粥
」
は
「
鼻
」
等
と
共
に
所
謂

主
題
テ
エ
マ
小
説
な
る
も
の
の
傑
作
の
一
つ
で
あ
る
。

　
僕
は
此
處
で
、
こ
れ
ら
の
テ
エ
マ
小
説
を
菊
池
寛
の
そ
れ
と
比
較
し
て
見

た
い
。
二
人
と
も
、
「
絶
え
ず
辛
辣
な
理
智
の
眼
鏡
の
曇
り
を
拭
つ
て
、
彼

の
前
に
出
沒
去
來
す
る
百
般
の
人
事
現
象
を
、
ど
こ
ま
で
も
解
剖
し
て
倦
む

事
を
知
ら
な
い
」
點
は
共
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
菊
池
寛
の
テ
エ
マ
の
多
く

が
新
道
徳
を
築
か
う
と
す
る
要
求
を
強
く
持
つ
て
ゐ
る
の
に
反
し
、
龍
之
介

の
そ
れ
に
は
さ
う
い
ふ
要
求
が
皆
無
だ
と
言
つ
て
い
い
。
龍
之
介
は
あ﹅
き﹅
ら﹅

め﹅
て﹅
ゐ﹅
る﹅
。
前
者
を
理
想
主
義
的
現
實
主
義
者
だ
と
言
ふ
な
ら
ば
、
後
者
は
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厭
世
主
義
的
現
實
主
義
者
だ
と
言
ふ
べ
き
だ
。
そ
れ
か
ら
又
、
前
者
に
と
つ

て
は
、
善
は
美
よ
り
重
大
で
あ
り
、
後
者
に
と
つ
て
は
、
美
は
善
よ
り
重
大

な
の
で
あ
る
と
言
つ
て
も
い
い
。

　
そ
し
て
龍
之
介
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
「
美
が
善
よ
り
重
大
で
あ
る
」
傾
向

が
次
第
次
第
に
強
ま
つ
て
行
つ
た
の
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
傾
向
を
調
べ
る
た
め
に
は
、
そ
の
後
の
彼
の
傑
作
を
一
列
に
竝
べ
て
見

さ
へ
す
れ
ば
い
い
。
「
或
日
の
大
石
内
藏
助
」
「
戲
作
三
昧
」
「
地
獄
變
」

「
奉
教
人
の
死
」
「
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
傳
」
「
藪
の
中
」
「
六
の
宮
の
姫

君
」
等
。
（
歴
史
小
説
以
外
の
も
の
は
暫
く
措
く
。
）
こ
れ
ら
の
諸
傑
作
は

次
第
に
テ
エ
マ
小
説
の
範
圍
か
ら
脱
し
て
行
つ
て
、
最
後
の
「
六
の
宮
の
姫

君
」
に
於
い
て
は
、
美○

が
他
の
い
か
な
る
要
素
よ
り
も
重
大
な
位
置
を
占
め
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て
ゐ
る
事
を
見
出
す
で
あ
ら
う
。

　
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
「
六
の
宮
の
姫
君
」
（
大
正
十
一
年
）
等
の
比
較
的

後
期
の
歴
史
小
説
は
、
初
期
の
「
鼻
」
や
「
芋
粥
」
な
ど
の
歴
史
小
説
と
頗

る
面
目
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
初
期
の
諸
作
は
、
「
大
抵
、
古
人
の
心
に
今
人

の
心
と
共
通
す
る
、
云
は
ば
ヒ
ユ
マ
ン
な
閃
き
を
捉
へ
た
、
手
つ
取
り
早
い

作
品
」
だ
つ
た
。
し
か
し
彼
の
後
期
に
近
い
歴
史
小
説
は
　
　

　
僕
は
此
處
に
「
澄
江
堂
雜
記
」
中
の
「
歴
史
小
説
」
の
一
節
を
引
用
す
る
。

　
「
歴
史
小
説
と
云
ふ
以
上
、
一
時
代
の
風
俗
な
り
人
情
な
り
に
、
多
少
は

　
忠
實
で
な
い
も
の
は
な
い
。
し
か
し
一
時
代
の
特
色
の
み
を
、
　
　
殊
に

　
道
徳
上
の
特
色
の
み
を
主
題
と
し
た
も
の
も
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
へ

　
ば
日
本
の
王
朝
時
代
は
、
男
女
關
係
の
考
へ
方
で
も
、
現
代
の
そ
れ
と
は
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大
分
違
ふ
。
其
處
を
宛
然
作
者
自
身
も
、
和
泉
式
部
の
友
だ
ち
だ
つ
た
や

　
う
に
、
虚
心
平
氣
に
書
き
上
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
歴
史
小
説
は
、

　
そ
の
現
代
と
の
對
照
の
間
に
、
自
然
或
暗
示
を
與
へ
易
い
。
…
…
」

　
即
ち
彼
の
後
期
の
歴
史
小
説
は
、
か
う
い
ふ
歴
史
小
説
に
近
い
も
の
で
あ

る
。
そ
の
點
が
、
初
期
の
歴
史
小
説
と
異
つ
て
ゐ
る
と
言
ふ
事
が
出
來
る
。

し
か
し
僕
は
、
「
六
の
宮
の
姫
君
」
等
に
お
い
て
は
、
さ
う
い
ふ
特
色
も
あ

る
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
よ
り
以
上
に
あ
の
作
品
の
中
に
漂
つ
た
「
華
や
か
に

し
て
寂
し
い
」
美
し
さ
が
重
大
で
あ
る
こ
と
を
見
な
い
訣
に
は
行
か
な
い
。

　
僕
は
こ
れ
で
大
體
、
彼
の
歴
史
小
説
の
變
化
を
見
た
と
信
ず
る
。
こ
の
や

う
に
彼
は
、
彼
の
歴
史
小
説
に
お
い
て
は
、
人
間
の
心
理
の
解
剖
か
ら
美
の

探
求
に
向
つ
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
彼
は
、
彼
獨
特
の
心
理
解
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剖
の
メ
ス
を
、
歴
史
小
説
以
外
の
も
の
に
使
用
し
始
め
た
。
「
秋
」
（
大
正

九
年
）
「
南
京
の
基
督
」
（
同
上
）
「
お
律
と
子
等
と
」
（
同
上
）
「
山
鴫
」

（
大
正
十
年
）
「
將
軍
」
（
大
正
十
一
年
）
「
一
塊
の
土
」
（
大
正
十
三
年
）

「
玄
鶴
山
房
」
（
昭
和
二
年
）
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
作
品

も
厭
世
主
義
的
な
色
彩
を
帶
び
た
リ
ア
リ
ズ
ム
が
そ
の
基
調
と
な
つ
て
ゐ
る

點
は
、
彼
の
歴
史
小
説
に
お
け
る
場
合
と
、
少
し
も
異
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
註
一
。
「
往
生
繪
卷
」
（
大
正
十
年
）
は
今
昔
物
語
本
朝
の
部
卷
第
九

　
　
　
　
「
讚
岐
國
多
度
郡
五
位
聞
法
即
出
家
語
第
十
四
」
に
、
「
好
色
」

　
　
　
　
（
大
正
十
年
）
は
卷
第
二
十
「
平
定
文
假
借
本
院
侍
從
語
第
一
」

　
　
　
　
に
、
「
六
の
宮
の
姫
君
」
（
大
正
十
一
年
）
は
卷
第
九
「
六
宮
姫
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君
夫
出
家
語
第
五
」
に
そ
の
題
材
を
得
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
彼

　
　
　
　
は
今
昔
物
語
に
多
く
の
題
材
を
得
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
後
に

　
　
　
　
「
今
昔
物
語
に
就
い
て
」
（
昭
和
二
年
）
と
い
ふ
エ
ツ
セ
イ
を
書

　
　
　
　
き
、
そ
の brutality

（
野
性
）
の
美
し
さ
を
論
じ
、
こ
れ
こ
そ
王

　
　
　
　
朝
時
代
の H

um
an C

om
edy

（
人
間
喜
劇
）
で
あ
る
と
評
し
て
ゐ

　
　
　
　
る
。

　
　
註
二
。
「
酒
蟲
」
は
材
料
を
「
聊
齋
志
異
」
か
ら
取
つ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６

　
僕
は
、
も
う
一
度
、
彼
の
歴
史
小
説
に
立
ち
戻
つ
て
、
そ
の
一
々
の
作
品
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に
就
い
て
論
じ
よ
う
。

　
彼
の
歴
史
小
説
中
、
代
表
的
な
も
の
の
中
、

　
「
或
日
の
大
石
内
藏
助
」
（
大
正
六
年
）

　
「
袈
裟
と
盛
遠
」
（
大
正
七
年
）

　
「
枯
野
抄
」
（
大
正
七
年
）

　
等
に
於
て
は
、
彼
の
最
も
傑
れ
た
心
理
描
寫
が
見
ら
れ
る
。

　
「
戲
作
三
昧
」
（
大
正
六
年
）

　
こ
れ
は
戲
作
者
曲
亭
馬
琴
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
善
い
肖
像

は
い
つ
も
描
か
れ
た
者
の
肖
像
で
あ
る
よ
り
も
そ
の
畫
家
の
肖
像
で
あ
る
や

う
に
、
こ
れ
は
彼
自
身
の
肖
像
と
言
つ
て
よ
い
。

　
馬
琴
は
錢
湯
で
、
一
人
の
男
が
彼
の
惡
口
を
言
つ
て
ゐ
る
の
を
聞
く
の
で
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あ
る
。

　
「
第
一
馬
琴
の
書
く
も
の
は
、
ほ
ん
の
筆
先
一
點
張
り
で
げ
す
。
ま
る
で

　
腹
に
は
、
何
に
も
あ
り
や
せ
ん
。
あ
れ
ば
ま
づ
寺
子
屋
の
師
匠
で
も
云
ひ

　
さ
う
な
、
四
書
五
經
の
講
釋
だ
け
で
げ
せ
う
。
だ
か
ら
又
當
世
の
事
は
、

　
と
ん
と
御
存
じ
な
し
さ
。
そ
れ
が
證
據
に
や
、
昔
の
事
で
な
け
り
や
、
書

　
い
た
と
云
ふ
た
め
し
は
と
ん
と
げ
え
せ
ん
。
お
染
久
松
が
お
染
久
松
ぢ
や

　
書
け
ね
え
も
ん
だ
か
ら
、
そ
ら
松
染
情
史
秋
七
草
さ
。
こ
ん
な
事
は
、
馬

　
琴
大
人
の
口
眞
似
を
す
れ
ば
、
そ
の
た
め
し
さ
は
に
多
か
り
で
げ
す
」

　
「
そ
こ
へ
行
く
と
、
一
九
や
三
馬
は
大
し
た
も
の
で
げ
す
。
あ
の
手
合
ひ

　
の
書
く
も
の
に
は
天
然
自
然
の
人
間
が
出
て
ゐ
や
す
。
決
し
て
小
手
先
の

　
器
用
や
生
噛
り
の
學
問
で
、
捏
ち
あ
げ
た
も
の
ぢ
や
げ
え
せ
ん
。
そ
こ
が
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大
き
に
蓑
笠
隱
者
な
ん
ぞ
と
は
、
ち
が
ふ
所
さ
。
」

　
そ
れ
を
聞
い
た
馬
琴
は
、
不
快
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
が
一
顧
の
價
の
な

い
愚
論
だ
と
い
ふ
事
は
す
ぐ
解
る
。
さ
う
い
ふ
手
合
ひ
に
彼
の
執
筆
中
の
嚴

肅
な
心
構
へ
が
解
り
つ
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
そ
し
て
作
者
は
後
半
に

於
い
て
、
馬
琴
が
死
に
も
の
狂
ひ
に
な
つ
て
筆
を
と
つ
て
ゐ
る
處
を
描
寫
し

て
、
さ
う
い
ふ
世
評
と
對
照
さ
せ
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
作
者
自
身
の
世
評
に
對

す
る
反
抗
と
自
己
辯
護
と
が
明
確
に
見
出
さ
れ
る
。

　
そ
れ
か
ら
、

　
「
偸
盜
」
（
大
正
六
年
）

　
「
地
獄
變
」
（
大
正
七
年
）

　
は
出
來
損
ひ
の
作
品
だ
。
非
常
に
殘
酷
な
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
、
さ
う
い
ふ
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所
は
天
才
的
と
評
し
て
い
い
が
、
氣
品
が
足
り
な
い
。
何
か
安
つ
ぽ
い
繪
双

紙
を
見
る
や
う
で
あ
る
。
或
一
部
の
批
評
家
は
「
地
獄
變
」
を
以
て
彼
の
最

傑
作
と
し
て
ゐ
る
が
、
僕
は
反
對
で
あ
る
。
僕
は
、
寧
、
あ
の
華
や
か
に
し

て
寂
し
い
「
六
の
宮
の
姫
君
」
を
、
こ
の
凄
慘
な
「
地
獄
變
」
の
上
に
置
き

た
い
。
そ
の
凄
慘
さ
に
お
い
て
も
、
「
地
獄
變
」
は
晩
年
の
「
齒
車
」
等
に

若
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
三
作
に
反
し
、

　
「
奉
教
人
の
死
」
（
大
正
七
年
）

　
「
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
傳
」
（
大
正
八
年
）

　
は
フ
イ
ニ
ツ
シ
ユ
し
た
作
品
で
あ
る
。
二
作
と
も
「
文
祿
版
伊
曾
保
物
語
」

の
文
體
を
模
し
て
ゐ
る
。
彼
の
所
謂
切
支
丹
物
で
あ
る
。
そ
し
て
他
の
切
支
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丹
物
と
共
に
、
彼
の
歴
史
小
説
中
に
一
種
特
異
な
分
野
を
な
し
て
ゐ
る
。

「
尾
形
了
齋
覺
え
書
」
（
大
正
五
年
）
「
る
し
へ
る
」
（
大
正
七
年
）
「
お

ぎ
ん
」
（
大
正
十
一
年
）
「
報
恩
記
」
（
大
正
十
一
年
）
等
は
そ
れ
に
屬
す

る
。
そ
の
多
く
は
切
支
丹
迫
害
時
代
の
美
し
く
悲
痛
な
物
語
を
取
扱
つ
た
も

の
で
あ
る
。
彼
は
さ
う
い
ふ
時
代
に
ク
リ
ス
ト
教
の
た
め
に
殉
じ
た
ク
リ
ス

ト
教
徒
に
特
別
な
興
味
を
持
つ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
、
彼
は
、
そ
れ
ら
の
單
純

な
魂
の
美
し
さ
を
巧
妙
に
描
い
た
。
し
か
し
彼
の
理
智
は
、
そ
れ
ら
の
殉
教

者
た
ち
の
苦
惱
と
歡
喜
と
の
入
り
混
つ
た
エ
ク
ス
タ
シ
イ
に
彼
を
溺
ら
せ
な

い
。
彼
は
唯
、
そ
の
エ
ク
ス
タ
シ
イ
の
前
に
立
つ
て
、
さ
う
い
ふ
彼
等
を
見
、

そ
し
て
愛
し
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
切
支
丹
物
の
諸
作
品
は
悲
痛
な
美

し
さ
の
あ
る
物
語
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
渾
然
と
し
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た
藝
術
品
で
あ
る
。
僕
等
は
そ
れ
ら
の
中
に
、
唯
、
殉
教
者
た
ち
の
魂
の
悲

痛
な
美
し
さ
を
描
く
奇○

異○

な○

技
巧
を
歎
美
す
れ
は
い
い
の
で
あ
る
。

　
「
藪
の
中
」
（
大
正
十
一
年
）

　
は
形
式
的
に
特
異
で
あ
る
。
一
つ
の
事
件
を
數
人
の
人
間
に
語
ら
せ
て
、

そ
こ
に
め
い
め
い
の
心
理
を
解
剖
し
て
我
々
に
示
す
の
で
あ
る
。
小
説
學
者

の
所
謂 point of view

 different actors

（
複
數
的
視
點
）
の
上
に
立
つ
た
作

品
な
の
で
あ
る
。
「
報
恩
記
」
（
大
正
十
一
年
）
も
こ
の
形
式
で
書
か
れ
て

ゐ
る
。

　
「
六
の
宮
の
姫
君
」
（
大
正
十
一
年
）

　
僕
は
再
び
繰
返
す
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
は
彼
の
歴
史
小
説
中
最
も
完
成
さ
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れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
歴
史
小
説
中
の
最
高
位
を
占
め
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
「
鼻
」
そ
の
他
の
彼
獨
自
の
逆
説
的
な
心
理
解
剖
の
妙
は
無
い
が
、

い
か
に
も
華
や
か
な
し
か
も
寂
し
い
、
ク
ラ
シ
ツ
ク
の
高
い
香
を
放
つ
た
、

何
と
も
言
へ
ず
美
し
い
作
品
で
あ
る
。
彼
の
最
上
の
傑
作
で
あ
る
と
言
は
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
彼
の
今
ま
で
の
（
即
ち
前
期
の
）
作
品
の
傾
向
は
こ
の
「
六
の
宮
の
姫
君
」

に
よ
つ
て
一
段
落
を
つ
け
た
や
う
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
作
品
の
後
に
暫
ら
く

停
滯
し
、
そ
の
間
に
「
お
富
の
貞
操
」
「
お
ぎ
ん
」
「
三
つ
の
寶
」
「
雛
」

「
お
し
の
」
等
を
書
い
た
が
、
い
づ
れ
も
彼
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
脱
し
て
ゐ

な
い
。

　
そ
れ
か
ら
彼
は
「
堀
川
保
吉
」
物
を
書
き
始
め
、
そ
こ
に
彼
の
後
期
の
活
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動
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７

　
僕
は
彼
の
後
期
の
作
品
の
批
評
に
立
ち
入
る
前
に
、
彼
の
前
期
の
作
品
中

の
歴
史
小
説
以
外
の
も
の
に
し
ば
ら
く
眼
を
注
が
ね
ば
な
ら
ぬ
。
勿
論
、
彼

の
前
期
を
代
表
す
る
も
の
は
、
今
迄
述
べ
て
來
た
そ
れ
ら
の
歴
史
小
説
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
間
に
彼
の
書
い
て
來
た
歴
史
小
説
以
外
の
も
の
は
、
前

期
の
彼
を
後
期
の
彼
に
結
び
つ
け
る
の
に
大
事
な
役
割
を
す
る
の
で
あ
る
。

　
僕
は
前
に
、
彼
の
歴
史
小
説
が
少
し
づ
つ
趣
を
變
へ
て
行
つ
て
、
彼
が
歴

史
小
説
の
み
に
用
ひ
て
ゐ
た
心
理
解
剖
の
メ
ス
を
、
歴
史
小
説
以
外
の
も
の
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に
揮
ひ
出
し
た
事
を
述
べ
た
。

　
そ
し
て
そ
の
最
初
の
作
品
は
、

　
「
秋
」
（
大
正
九
年
）

　
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
明
ら
か
に
、
彼
を
、
一
つ
の
轉
機
の
上
に
立
た
せ

た
。
そ
れ
を
彼
自
身
、
先
づ
、
よ
く
感
じ
て
ゐ
た
事
は
、
そ
の
當
時
の
彼
の

手
紙
の
中
に
、
「
實
際
僕
は
一
つ
難
關
を
透
過
し
た
よ
、
こ
れ
か
ら
は
悟
後

の
修
業
だ
」
と
か
、
「
僕
は
だ
ん
〳
〵
あ
ゝ
云
ふ
傾
向
の
小
説
を
書
く
や
う

に
な
り
さ
う
だ
」
と
書
い
て
ゐ
る
事
に
よ
つ
て
解
る
。

　
彼
は
こ
の
作
品
に
於
い
て
、
一
見
、
自
然
主
義
的
小
説
の
型
に
立
ち
歸
つ

て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
。
こ
れ
に
は
、
彼
の
小
説
の
特
色
だ
つ
た
、
心
理
の

一
點
を
際
立
た
せ
る
と
こ
ろ
の
手
法
が
殆
ど
全
く
使
用
さ
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
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で
あ
る
。
所
謂
テ
エ
マ
小
説
の
型
を
全
く
脱
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

が
、
一
見
、
こ
の
小
説
を
普
通
の
自
然
主
義
的
小
説
に
近
づ
い
て
ゐ
る
や
う

に
思
は
せ
る
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
を
よ
く
見
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
小
説
か
ら

も
判
然
と
區
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
普
通
の
自
然
主
義
小
説
が
心
理
の
流
れ

を
ま﹅
ん﹅
べ﹅
ん﹅
な
く
ア
ン
ダ
ア
ラ
イ
ン
し
て
ゐ
る
に
反
し
、
こ
の
作
品
は
心
理

の
組
み
立
て
か
ら
成
り
立
つ
て
ゐ
る
。
前
者
が
心
理
の
構
圖
（
平
面
）
し
か

持
た
ぬ
の
に
反
し
、
後
者
は
心
理
の
構
成
（
立
體
）
を
持
つ
て
ゐ
る
。
こ
の

彼
の
構
成
主
義
的
傾
向
は
、
「
秋
」
に
次
ぐ
べ
き
「
お
律
と
子
等
と
」
（
大

正
九
年
）
「
山
鴫
」
（
大
正
十
年
）
「
ト
ロ
ツ
コ
」
（
大
正
十
一
年
）
「
庭
」

（
大
正
十
一
年
）
そ
れ
か
ら
後
期
の
「
一
塊
の
土
」
（
大
正
十
三
年
）
「
玄

鶴
山
房
」
（
昭
和
二
年
）
に
次
第
に
強
く
現
は
れ
て
行
つ
て
、
素
材
的
に
は
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寧
ろ
次
第
に
自
然
主
義
小
説
に
接
近
し
て
行
き
つ
つ
、
ま
す
ま
す
そ
れ
ら
自

然
主
義
の
小
説
か
ら
彼
自
身
を
切
り
離
し
て
ゐ
る
。

　
こ
の
や
う
に
、
彼
は
こ
の
一
つ
の
作
品
に
よ
つ
て
、
彼
個
有
の
技
巧
の
舊

套
を
脱
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
近
づ
き
な
が

ら
自
然
主
義
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
打
破
し
て
、
其
處
に
新
機
軸
を
出
し
得
て

ゐ
る
と
言
つ
て
い
い
。

　
こ
の
「
秋
」
の
少
し
以
前
に
書
か
れ
た

　
「
蜜
柑
」
（
大
正
八
年
）
「
沼
地
」
（
大
正
八
年
）

　
も
好
個
の
短
篇
で
あ
る
。
非
常
に
微
妙
な
、
鮮
か
な
效
果
を
持
つ
て
ゐ
る
。

し
か
し
そ
れ
は narrative

（
説
述
）
の
巧
妙
さ
か
ら
來
る
の
で
あ
る
。
さ
う

い
ふ
點
、
「
奉
教
人
の
死
」
等
の narrative 
の
巧
妙
さ
を
さ
う
拔
き
出
て
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ゐ
な
い
。
新
機
軸
を
出
し
た
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
新
境
地
を
切
り
開
い
た

點
で
は
、
無
論
、
そ
の
功
績
を
「
秋
」
に
讓
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
唯
、
こ
れ

は
、
殊
に
「
蜜
柑
」
は
好
個
の
短
篇
と
言
ふ
に
と
ど
ま
る
。

　
「
開
化
の
殺
人
」
（
大
正
七
年
）

　
「
開
化
の
良
人
」
（
大
正
八
年
）

　
は
所
謂
開
化
物
に
屬
し
、
歴
史
小
説
の
部
類
に
入
れ
る
方
が
い
い
と
思
ふ
。

殊
に
、
こ
れ
ら
の
小
説
の
手
法
が
歴
史
小
説
の
そ
れ
と
は
、
少
し
も
異
ら
な

い
點
か
ら
。
し
か
し
二
作
と
も
風
俗
描
寫
よ
り
も
心
理
描
寫
の
方
が
數
等
面

白
い
の
で
あ
る
。

　
彼
の
傑
作
の
一
つ
、

　
「
南
京
の
基
督
」
（
大
正
九
年
）
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は
「
秋
」
の
後
に
書
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
「
秋
」
の
新
手
法
に
よ
ら
ず

に
、
そ
れ
以
前
の
手
法
を
受
け
繼
い
で
ゐ
る
。
從
つ
て
彼
の
そ
れ
以
後
の
小

説
と
結
び
つ
け
る
よ
り
、
彼
の
そ
れ
以
前
の
小
説
と
結
び
つ
く
。
こ
の
作
品

は
「
六
の
宮
の
姫
君
」
と
共
に
彼
の
前
期
の
作
品
の
上
に
生
つ
た
果
實
で
あ

る
が
、
「
六
の
宮
の
姫
君
」
が
最
も
熟
し
た
果
實
と
し
て
、
そ
れ
な
り
に
最

初
の
そ
し
て
最
後
の
或
境
地
に
達
し
て
ゐ
る
の
に
反
し
、
「
南
京
の
基
督
」

は
そ
の
一
歩
手
前
に
止
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
作
は
、
彼
の

代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
作
品
に
、
彼
の
一
つ
の
重
要
な
特
色

が
他
の
作
品
以
上
に
、
盛
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
者
の
人
生

に
對
す
る
輕
蔑
に
近
い
憐
憫
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
六
の
宮
の
姫
君
」
に
も
無

い
こ
と
は
な
い
が
、
さ
う
い
ふ
作
者
の
意
識
は
そ
の
藝
術
的
完
成
の
中
に
溶
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け
込
ん
で
し
ま
つ
て
ゐ
る
。
さ
う
い
ふ
所
が
「
六
の
宮
の
姫
君
」
を
傑
作
た

ら
し
め
て
ゐ
る
一
方
、
作
者
の
さ
う
い
ふ
一
特
色
が
強
く
現
は
れ
て
ゐ
る

「
南
京
の
基
督
」
も
、
そ
の
特
色
の
み
か
ら
論
ず
れ
ば
、
又
彼
の
代
表
的
作

品
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
彼
の
人
生
に
對
す
る
輕
蔑
に
近
い
憐
憫
を
、
彼
自
身
、
か
う
説
明
し
て
ゐ

る
。

　
「
僕
に
何
故
冷
眼
に
世
の
中
を
見
る
か
と
云
ふ
質
問
も
青
年
の
君
と
し
て

　
は
如
何
に
も
發
し
さ
う
な
も
の
と
考
へ
ま
す
。
が
僕
に
は
現
在
僕
の
作
品

　
に
出
て
ゐ
る
以
上
に
世
の
中
を
愛
す
る
事
は
出
來
な
い
の
だ
か
ら
や
む
を

　
得
ま
せ
ん
。
の
み
な
ら
ず
愛
を
呼
號
す
る
人
の
作
品
は
僕
に
と
つ
て
好
い

　
加
減
な
嘘
の
や
う
な
氣
さ
へ
す
る
の
で
す
。
僕
は
世
の
中
の
愚
を
指
摘
す
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る
け
れ
ど
も
そ
の
愚
を
攻
撃
し
よ
う
と
は
思
つ
て
ゐ
な
い
。
僕
も
さ
う
云

　
ふ
世
の
中
の
一
人
だ
か
ら
唯
そ
の
愚
（
他
人
の
愚
で
あ
る
と
共
に
自
分
の

　
愚
で
あ
る
所
の
）
を
笑
つ
て
見
て
ゐ
る
だ
け
な
の
で
す
。
そ
れ
以
上
世
の

　
中
を
愛
し
て
も
或
は
又
憎
ん
で
も
僕
は
僕
自
身
を
僞
る
事
に
な
る
の
で
す
。

　
自
ら
僞
る
位
な
ら
小
説
は
書
き
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
僕
は
世
の
中
に pity

　 

は
感
ず
る
が love 
は
感
じ
て
ゐ
な
い
。
同
時
に
又 irony 

を
加
へ
る
以

　
上
に
憎
む
氣
に
も
な
れ
な
い
の
で
す
。
」
（
大
正
八
年
十
一
月
十
一
日
小

　
田
壽
雄
宛
書
翰
）

　
彼
は
こ
の
「
南
京
の
基
督
」
に
お
い
て
、
最
も
彼
の
愛
す
る
ア
ナ
ト
オ
ル

・
フ
ラ
ン
ス
に
近
か
か
つ
た
と
言
ふ
べ
き
か
。
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正
宗
白
鳥
氏
は
彼
の
「
芥
川
氏
の
文
學
を
評
す
」
の
中
で
、

　
「
蜘
蛛
の
糸
」
（
大
正
七
年
）

　
「
杜
子
春
」
（
大
正
九
年
）

　
「
お
ぎ
ん
」
（
大
正
十
一
年
）

　
に
於
け
る
芥
川
氏
の
人
生
觀
に
肉
迫
し
て
ゐ
る
。
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
自
分

ば
か
り
地
獄
か
ら
拔
け
出
さ
う
と
す
る
男
の
無
慈
悲
な
心
が
そ
の
心
相
當
の

罰
を
受
け
た
と
云
ふ
話
、
「
杜
子
春
」
の
地
獄
の
森
羅
殿
の
前
に
鞭
を
受
け

て
ゐ
る
父
母
を
見
て
自
分
ば
か
り
仙
人
に
な
る
の
を
思
ひ
切
り
、
人
間
ら
し

い
生
活
を
し
て
行
か
う
と
す
る
話
、
「
お
ぎ
ん
」
の
自
分
だ
け
天
國
の
門
へ

入
る
よ
り
も
天
主
の
お
ん
教
を
聞
く
機
會
の
な
か
つ
た
た
め
に
地
獄
へ
墮
ち

て
ゐ
る
筈
の
兩
親
の
跡
を
追
つ
て
自
分
も
地
獄
へ
墮
ち
よ
う
と
決
心
し
て
切
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支
丹
の
教
を
棄
て
る
話
な
ど
を
擧
げ
て
、
作
者
が
極
り
切
つ
た
秩
序
あ
る
世

界
を
や
す
や
す
と
受
入
れ
て
そ
こ
に
何
等
の
懷
疑
の
苦
を
も
感
じ
て
ゐ
な
い

と
言
ひ
、
こ
の
程
度
の
人
間
ら
し
さ
に
作
者
は
人
間
を
見
た
つ
も
り
で
ゐ
る

の
か
と
言
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
僕
は
正
宗
氏
が
芥
川
氏
の
人
生
觀
を
見
る

た
め
に
、
何
故
他
の
小
説
を
撰
ば
ず
に
こ
れ
ら
の
「
童
話
」
を
撰
ん
だ
の
で

あ
る
か
理
解
し
が
た
い
。
作
者
は
こ
れ
ら
を
（
「
お
ぎ
ん
」
は
除
い
て
）
明

ら
か
に
童
話
と
し
て
書
い
た
。
か
う
い
ふ
も
の
に
現
は
れ
た
作
者
の
人
生
觀

の
み
を
、
と
言
ふ
よ
り
、
寧
ろ
あ
ら
ゆ
る
健﹅
全﹅
な﹅
よ
き
童
話
の
持
つ
て
ゐ
る

教
訓
を
、
作
者
の
唯
一
の
人
生
觀
と
し
て
取
扱
ふ
の
は
、
明
ら
か
に
正
宗
氏

の
誤
謬
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
正
宗
氏
の
や
う
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
に

ガ
リ
ヴ
ア
の
「
旅
行
記
」
を
比
較
す
る
の
は
間
違
つ
て
ゐ
る
。
ガ
リ
ヴ
ア
の
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「
旅
行
記
」
は
彼
の
「
河
童
」
に
比
較
す
べ
き
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
正

宗
氏
は
　
　
こ
の
一
徹
な
厭
世
主
義
者
で
あ
る
正
宗
氏
は
、
芥
川
氏
の
輕
蔑

に
近
い
憐
憫
を
見
て
ゐ
な
い
。
見
て
ゐ
て
も
理
解
し
な
い
の
で
あ
る
。
以
上

の
三
作
の
中
に
も
感
じ
ら
れ
る
こ
の
輕
蔑
に
近
い
憐
憫
を
。
　
　
正
宗
氏
の

厭
世
主
義
は
人
生
に
地
獄
の
み
を
見
る
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
芥
川
氏
の
厭

世
主
義
は
、

　
こ
こ
に
「
侏
儒
の
言
葉
」
の
中
の
一
句
を
引
用
す
れ
ば
、

　
「
人
生
は
地
獄
よ
り
も
地
獄
的
で
あ
る
。
地
獄
の
與
へ
る
苦
し
み
は
一
定

　
の
法
則
を
破
つ
た
こ
と
は
な
い
。
た
と
へ
ば
餓
鬼
道
の
苦
し
み
は
目
前
の

　
飯
を
食
は
う
と
す
れ
は
飯
の
上
に
火
の
燃
え
る
た
ぐ
ひ
で
あ
る
。
し
か
し

　
人
生
の
與
へ
る
苦
し
み
は
不
幸
に
も
そ
れ
ほ
ど
單
純
で
は
な
い
。
目
前
の
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飯
を
食
は
う
と
す
れ
ば
、
火
の
燃
え
る
こ
と
も
あ
る
と
同
時
に
、
又
存
外

　
樂
々
と
食
ひ
得
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
樂
々
と
食
ひ
得

　
た
後
さ
へ
、
腸
加
太
兒
の
起
る
こ
と
も
あ
る
と
同
時
に
、
又
存
外
樂
々
と

　
消
化
し
得
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
無
法
則
の
世
界
に
順
應

　
す
る
の
は
何
び
と
に
も
容
易
に
出
來
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
地
獄
に
墮

　
ち
た
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
は
必
ず
咄
嗟
の
間
に
餓
鬼
道
の
飯
も
掠
め
得
る

　
で
あ
ら
う
。
況
や
針
の
山
や
血
の
池
な
ど
は
二
三
年
其
處
に
住
み
慣
れ
さ

　
へ
す
れ
ば
格
別
跋
渉
の
苦
し
み
を
感
じ
な
い
や
う
に
な
つ
て
し
ま
ふ
筈
で

　
あ
る
。
」

　
か
う
い
ふ
厭
世
主
義
で
あ
る
。
正
宗
白
鳥
は
人
生
の
到
る
所
に
地
獄
が
あ

る
こ
と
を
信
じ
て
ゐ
る
。
芥
川
氏
は
そ
れ
に
も
懷
疑
的
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
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さ
う
い
ふ
芥
川
氏
を
正
宗
氏
が
齒
痒
く
思
ふ
の
は
當
然
で
あ
る
。
芥
川
氏
が

正
宗
氏
を
理
解
し
た
や
う
に
は
、
正
宗
氏
に
は
芥
川
氏
を
理
解
し
得
な
い
の

だ
。
眞
に
孤
獨
な
の
は
、
誰
を
も
理
解
し
得
な
い
人
間
で
は
な
く
、
人
々
を

理
解
し
て
も
そ
の
人
々
か
ら
理
解
し
て
は
貰
へ
な
い
人
間
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８

　
僕
は
こ
れ
で
大
體
彼
の
前
期
の
作
品
を
論
じ
終
つ
た
や
う
に
思
ふ
。
そ
こ

で
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
も
う
一
度
見
渡
し
て
見
る
と
、
彼
が
所
謂
「
私
小
説
」

な
る
も
の
を
殆
ど
書
か
な
か
つ
た
事
を
今
更
の
や
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。

（
「
私
小
説
」
と
言
ふ
の
は
、
西
洋
人
の
イ
ツ
ヒ
・
ロ
マ
ン
と
言
ふ
も
の
で
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は
な
く
、
二
人
稱
で
も
三
人
稱
で
も
作
家
自
身
の
實
生
活
を
描
い
た
、
し
か

も
單
な
る
自
敍
傳
に
了
は
ら
ぬ
小
説
の
謂
で
あ
る
。
）
こ
れ
は
近
代
の
日
本

の
作
家
に
と
つ
て
實
に
異
數
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
の
事
は
彼
が
人
一
倍
告
白
を
嫌
つ
た
爲
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
點

で
は
、
彼
は
甚
だ
プ
ロ
ス
ペ
ル
・
メ
リ
メ
に
酷
似
し
て
ゐ
る
。
彼
等
は
共
に

赤
裸
々
な
自
己
を
見
せ
る
に
は
堪
へ
ら
れ
な
か
つ
た
人
々
で
あ
る
。
そ
れ
は

彼
等
の
性
格
に
根
ざ
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
性
格
と
言
ふ
の
は
　
　

　
メ
リ
メ
の
自
畫
像
と
も
言
ふ
べ
き
「
エ
ト
ル
リ
ア
の
花
瓶
」
の
主
人
公
の

性
格
　
　

　
「
彼
は
實
に
優
し
い
、
弱
い
心
を
持
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
は

　
高
慢
で
野
心
家
だ
つ
た
。
言
ひ
出
し
た
事
は
子
供
の
や
う
に
後
へ
は
退
か
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な
か
つ
た
。
さ
う
し
て
不
名
譽
な
弱
さ
と
思
へ
る
も
の
は
何
で
も
人
前
で

　
は
隱
さ
う
と
努
力
し
た
。
そ
の
や
う
に
し
て
彼
の
優
し
い
弱
い
心
を
他
人

　
か
ら
押
し
隱
せ
は
し
た
が
、
深
く
彼
の
う
ち
に
祕
せ
ば
そ
れ
は
百
倍
に
も

　
増
し
て
烈
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
世
間
に
は
冷
淡
で
、
無
感
覺
だ
と
言
ふ

　
評
判
が
立
て
ら
れ
る
。
彼
の
苦
惱
は
、
彼
が
誰
に
も
祕
密
を
打
ち
明
け
た

　
く
な
い
と
思
へ
ば
思
ふ
だ
け
一
層
烈
し
い
苦
惱
と
な
つ
て
沸
い
て
來
る
の

　
で
あ
る
。
」

　
こ
の
「
エ
ト
ル
リ
ア
の
花
瓶
」
の
主
人
公
の
そ
れ
で
あ
る
と
言
つ
て
よ
い
。

　
佐
藤
春
夫
は
、
さ
う
い
ふ
彼
を
窮
屈
な
チ
ヨ
ツ
キ
を
着
て
ゐ
る
や
う
だ
と

批
評
し
て
そ
れ
を
脱
ぐ
こ
と
を
彼
に
勸
め
た
。
そ
れ
に
對
し
て
彼
は
「
告
白
」

と
い
ふ
一
文
を
草
し
て
答
へ
た
。
そ
の
中
で
言
ふ
に
は
、
「
も
つ
と
己
れ
の

67



生
活
を
書
け
、
も
つ
と
大
膽
に
告
白
し
ろ
」
と
は
屡
〻
諸
君
の
勸
め
る
言
葉

で
あ
る
。
自
分
も
告
白
を
し
な
い
訣
で
は
な
い
。
僕
の
小
説
は
多
少
に
も
せ

よ
、
僕
の
體
驗
の
告
白
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
諸
君
は
承
知
し
な
い
。
諸
君
の

僕
に
勸
め
る
の
は
僕
自
身
を
主
人
公
に
し
、
僕
の
身
の
上
に
起
つ
た
事
件
を

臆
面
も
な
し
に
書
け
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
お
ま
け
に
卷
末
の
一
覽
表
に
は
主

人
公
た
る
僕
は
勿
論
作
中
の
人
物
の
本
名
假
名
を
ず
ら
り
と
竝
べ
ろ
と
言
ふ

の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
は
御
免
を
蒙
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
　
　
さ
う
言
つ
て
、

彼
は
、
そ
の
窮
屈
な
チ
ヨ
ツ
キ
を
脱
ぐ
の
を
最
後
ま
で
肯
じ
な
か
つ
た
。
こ

れ
は
悲
劇
的
な
性
格
だ
。
そ
し
て
、
彼
を
し
て
あ
あ
云
ふ
最
後
の
行
動
を
と

ら
ず
に
は
居
ら
れ
な
く
さ
せ
た
も
の
に
、
彼
の
か
う
い
ふ
生
れ
つ
き
負
は
さ

れ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
の
氣
質
が
加
は
つ
て
ゐ
た
事
は
疑
ひ
得
な
い
の
で
あ
る
。
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彼
は
又
他
處
で
（
そ
れ
は
「
侏
儒
の
言
葉
」
の
中
で
あ
る
）
言
つ
て
ゐ
る
。

　
「
完
全
に
自
己
を
告
白
す
る
こ
と
は
何
人
に
も
出
來
る
こ
と
で
は
な
い
。

　
同
時
に
又
自
己
を
告
白
せ
ず
に
は
如
何
な
る
表
現
も
出
來
る
も
の
で
は
な

　
い
。
ル
ツ
ソ
オ
は
告
白
を
好
ん
だ
人
で
あ
る
。
し
か
し
赤
裸
々
の
彼
自
身

　
は
懺
悔
録
の
中
に
も
發
見
出
來
な
い
。
メ
リ
メ
は
告
白
を
嫌
つ
た
人
で
あ

　
る
。
し
か
し
「
コ
ロ
ン
バ
」
は
隱
約
の
間
に
彼
自
身
を
語
つ
て
は
ゐ
な
い

　
で
あ
ら
う
か
？
　
…
…
」

　
か
う
い
ふ
點
に
お
い
て
も
彼
は
頗
る
メ
リ
メ
に
似
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
故
に
メ
リ
メ
を
　
　
メ
リ
メ
の
作
品
を
愛
し
て
ゐ
た
。
彼
の
作
品
の
中
に

メ
リ
メ
の
作
品
を
髣
髴
さ
せ
る
も
の
の
多
い
の
は
當
然
で
あ
る
と
言
は
ね
ば

な
ら
ぬ
。
平
安
朝
時
代
の
美
し
い
女
盜
を
中
心
的
人
物
と
し
た
「
偸
盜
」
は
、
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メ
リ
メ
の
「
カ
ル
メ
ン
」
を
想
起
さ
せ
る
。
又
、
福
を
轉
じ
て
禍
と
す
る
縁

起
の
惡
い
聖
母
を
描
い
た
「
黒
衣
聖
母
」
は
メ
リ
メ
の
「
イ
ル
の
ヴ
イ
ナ
ス
」

を
、
そ
れ
か
ら
「
或
戀
愛
小
説
」
は
メ
リ
メ
の
「
神
父
オ
オ
バ
ン
」
を
、
そ

れ
か
ら
「
湖
南
の
扇
」
は
メ
リ
メ
の
「
コ
ロ
ン
バ
」
を
　
　
彼
は
こ
の
小
説

を
書
く
た
め
に
何
度
も
「
コ
ロ
ン
バ
」
を
讀
み
返
し
た
と
僕
に
言
つ
た
事
さ

へ
あ
る
の
だ
。

　
こ
の
告
白
嫌
ひ
な
メ
リ
メ
と
同
一
の
氣
質
を
負
は
さ
れ
て
ゐ
る
彼
は
、
そ

れ
に
も
拘
ら
ず
、
晩
年
に
は
、
あ
の
告
白
好
き
な
ス
ト
リ
ン
ド
べ
リ
イ
に
遮

二
無
二
接
近
し
よ
う
と
努
力
し
た
。
こ
れ
は
彼
が
彼
自
身
に
對
し
て
の
反
逆

だ
。
晩
年
、
彼
の
烈
し
く
感
じ
て
ゐ
た
自
己
嫌
惡
か
ら
の
彼
自
身
に
對
す
る

反
逆
だ
。
彼
の
晩
年
の
悲
劇
を
冷
靜
に
見
れ
ば
、
そ
の
悲
劇
が
、
彼
が
ス
ト
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リ
ン
ド
べ
リ
イ
型
の
人
間
だ
つ
た
事
に
在
る
の
で
は
な
く
、
（
彼
が
ス
ト
リ

ン
ド
ベ
リ
イ
型
の
人
間
た
ら
ん
と
欲
望
し
た
に
も
拘
ら
ず
）
彼
が
メ
リ
メ
型

の
人
間
だ
つ
た
事
に
在
る
の
で
あ
る
。
（
彼
が
ス
ト
リ
ン
ド
べ
リ
イ
型
の
人

間
た
ら
ん
と
し
た
の
は
、
即
ち
自
己
嫌
惡
か
ら
で
、
自
分
の
持
つ
て
ゐ
な
い

も
の
を
愛
し
、
そ
れ
に
な
ら
う
と
欲
望
し
た
の
で
あ
る
と
言
へ
る
で
あ
ら
う

。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９

　
僕
は
こ
れ
で
彼
の
藝
術
の
初
期
の
傾
向
を
論
じ
終
へ
る
。
で
、
彼
の
晩
年

の
傾
向
及
そ
の
作
品
の
批
評
に
入
ら
う
と
思
ふ
。
が
、
そ
の
前
に
、
一
應
、
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彼
の
藝
術
觀
そ
の
も
の
が
前
期
か
ら
後
期
へ
か
け
て
い
か
に
轉
換
し
た
か
を

調
べ
て
見
る
事
が
必
要
で
あ
ら
う
。
恐
ら
く
は
彼
く
ら
ゐ
、
一
作
家
と
し
て

立
つ
て
か
ら
（
と
云
ふ
の
は
そ
の
以
前
は
誰
し
も
動
搖
を
持
つ
も
の
で
あ
る

故
）
自
分
の
在
來
の
藝
術
を
疑
ひ
、
そ
れ
か
ら
脱
却
し
て
新
し
い
境
地
に
達

し
よ
う
と
絶
え
ず
苦
し
い
努
力
を
續
け
た
作
家
は
居
な
い
だ
ら
う
。
彼
の
晩

年
の
藝
術
論
は
、
自
己
嫌
惡
だ
、
初
期
の
藝
術
に
對
す
る
悔
恨
だ
、
反
逆
だ
、

と
言
つ
て
よ
い
位
で
あ
る
。

　
彼
の
藝
術
論
を
窺
ふ
に
足
る
も
の
は
、

　
「
藝
術
そ
の
他
」
（
大
正
九
年
）

　
「
文
藝
的
な
餘
り
に
文
藝
的
な
」
（
昭
和
二
年
）

　
の
二
つ
で
あ
る
。
前
者
は
、
初
期
の
そ
れ
で
あ
り
、
後
者
は
、
後
期
の
そ
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れ
で
あ
る
。
僕
は
こ
の
二
つ
の
論
文
に
よ
つ
て
彼
の
藝
術
觀
の
轉
換
を
調
べ

る
。

「
藝
術
そ
の
他
」
の
中
に
現
れ
た
彼
の
藝
術
觀
は
か
う
い
ふ
も
の
だ
つ
た
。

　
「
藝
術
家
は
何
よ
り
も
作
品
の
完
成
を
期
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
藝
術
に
奉
仕

　
す
る
以
上
、
僕
等
の
作
品
の
與
へ
る
も
の
は
、
何
よ
り
も
ま
づ
藝
術
的
感

　
激
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
は
唯
僕
等
が
作
品
の
完
成
を
期
す
る
よ

　
り
外
に
途
は
な
い
の
だ
。
完
成
と
は
讀
ん
で
そ﹅
つ﹅
の
な
い
作
品
を
拵
へ
る

　
事
で
は
な
い
。
分
化
發
達
し
た
藝
術
上
の
理
想
の
そ
れ
ぞ
れ
を
完
全
に
發

　
達
さ
せ
る
事
だ
。
」

　
そ
れ
か
ら
彼
の
も
つ
と
個
性
的
な
理
論
は
、

　
「
藝
術
活
動
は
ど
ん
な
天
才
で
も
、
意
識
的
な
も
の
だ
。
と
云
ふ
意
味
は
、
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倪
雲
林
が
石
上
の
松
を
描
く
時
に
、
そ
の
松
を
悉
途
方
も
な
く
一
方
妄
へ

　
伸
し
た
と
す
る
。
そ
の
時
そ
の
松
の
枝
を
伸
し
た
事
が
、
ど
う
し
て
或
效

　
果
を
畫
面
に
與
へ
る
か
、
そ
れ
は
雲
林
も
知
つ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
分
ら
な

　
い
。
が
、
伸
し
た
爲
に
或
效
果
が
生
ず
る
事
は
、
百
も
承
知
し
て
ゐ
た
の

　
だ
。
も
し
承
知
し
て
ゐ
な
か
つ
た
と
し
た
ら
、
雲
林
は
天
才
で
も
何
で
も

　
な
い
。
唯
、
一
種
の
自
働
偶
人
な
の
だ
。
」

　
と
言
ふ
所
に
あ
る
。

　
か
う
い
ふ
藝
術
論
は
彼
の
藝
術
作
品
か
ら
割
り
出
せ
た
も
の
で
あ
る
と
言

つ
て
よ
い
。
問
題
を
簡
單
に
す
る
た
め
、
彼
の
作
品
の
文
體
に
つ
い
て
論
じ

て
見
る
。
彼
は
完
成
し
た
文
體
の
所
有
者
で
あ
る
と
は
屡
〻
言
は
れ
る
事
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
い
ふ
風
に
完
成
さ
れ
て
ゐ
る
か
、
そ
れ
を
僕
は
分
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析
し
よ
う
。
彼
の
文
體
は
、
先
づ
、
彼
の
眼
と
心
と
の
掴
ん
だ
も
の
を
正
確

に
（
彼
の
正
確
さ
に
ま
で
我
々
は
容
易
に
達
し
得
な
い
）
表
現
す
る
こ
と
に

遺
憾
は
無
か
つ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
正
確
だ
つ
た
と
共
に
、
藝
術
作
品
の
文

體
と
し
て
も
つ
と
重
大
な
役
目
を
果
し
た
。
即
ち
彼
の
文
體
は
美
し
く
あ
り

得
た
。
多
く
の
作
家
が
正
確
さ
の
た
め
に
文
體
の
美
し
さ
を
犧
牲
に
し
、
或

は
美
し
さ
の
た
め
に
文
體
の
正
確
さ
を
犧
牲
に
し
て
ゐ
る
間
に
、
彼
の
大
い

な
る
文
體
は
美
し
さ
と
正
確
さ
と
を
同
時
に
持
ち
得
た
の
で
あ
る
。
の
み
な

ら
ず
、
美
し
き
文
體
を
持
つ
人
々
の
中
の
或
者
は
彼
の
繪
畫
的
美
し
さ
を
誇

る
だ
ら
う
。
或
者
は
彼
の
音
樂
的
美
し
さ
を
誇
る
だ
ら
う
。
し
か
し
彼
の
ご

と
く
一
人
の
文
體
の
中
に
、
目
に
訴
へ
る
美
し
さ
と
耳
に
訴
へ
る
美
と
を
同

時
に
持
つ
た
も
の
は
少
な
い
。
彼
の
文
體
の
美
し
さ
の
特
色
は
、
言
葉
の F
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orm
al Elem

ent 

と M
usical Elem

ent 

と
の
微
妙
な
融
合
の
上
に
あ
る
の
で

あ
る
。
（
彼
が
い
か
に
日
本
の
言
葉
の
美
し
さ
を
愛
し
、
且
理
解
し
て
ゐ
た

か
を
調
べ
る
に
は
彼
の
「
芭
蕉
雜
記
」
を
見
れ
ば
よ
い
。
）
か
う
い
ふ
特
色

は
、
た
だ
に
彼
の
文
體
上
の
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
し
に
、
彼
の
作
品
全

體
上
の
も
の
だ
。
彼
は
「
わ
た
し
の
愛
す
る
作
品
は
畢
竟
作
家
の
人
間
を
感

ず
る
こ
と
の
出
來
る
作
品
で
あ
る
。
人
間
を
　
　
頭
腦
と
心
臟
と
官
能
と
を

一
人
前
に
具
へ
た
人
間
を
。
し
か
し
不
幸
に
も
大
抵
の
作
家
は
ど
れ
か
一
つ

を
缺
い
た
片
輪
で
あ
る
。
尤
も
時
に
は
偉
大
な
る
片
輪
に
敬
服
す
る
こ
と
も

な
い
訣
で
は
な
い
。
」
と
言
つ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
當
の
彼
は
、
さ
う
い
ふ

片
輪
で
は
な
し
に
、
頭
腦
と
心
臟
と
官
能
と
を
一
人
前
に
具
へ
た
人
間
を
感

じ
さ
せ
る
作
家
の
一
人
だ
つ
た
。
（
但
し
前
期
に
お
け
る
彼
の
事
で
あ
る
。
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晩
年
は
「
偉
大
な
る
片
輪
」
の
一
人
だ
つ
た
。
）

　
次
に
彼
の
言
ふ
と
こ
ろ
の
「
意
識
的
藝
術
活
動
」
に
就
い
て
考
察
す
る
。

セ
ザ
ン
ヌ
は
ド
ラ
ク
ロ
ア
が
好
い
加
減
の
所
に
花
を
描
い
た
と
云
ふ
批
評
を

聞
い
て
、
む
き
に
な
つ
て
反
對
し
た
事
が
あ
る
さ
う
で
あ
る
。
彼
等
は
、
藝

術
的
感
激
を
齎
ら
す
べ
き
或
必
然
の
法
則
を
捉
へ
る
た
め
な
ら
、
い
か
な
る

努
力
を
も
惜
し
ま
な
か
つ
た
人
達
で
あ
る
。
彼
も
そ
の
一
人
で
あ
る
と
言
つ

て
よ
い
。
彼
の
「
蜜
柑
」
「
秋
」
「
南
京
の
基
督
」
「
六
の
宮
の
姫
君
」
等

の
諸
傑
作
は
い
づ
れ
も
彼
の
微
細
な
「
意
識
的
藝
術
活
動
」
の
生
ん
だ
も
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
意
識
的
藝
術
活
動
の
極
度
は
或
缺
點
を
伴
は
ぬ
訣
に
は
行
か

ぬ
。
志
賀
直
哉
が
そ
の
缺
點
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
、
そ
れ
は
「
妖
婆
」
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の
中
の
、
二
人
の
若
者
が
隱
さ
れ
た
少
女
を
探
し
に
出
か
け
る
所
で
あ
る
。

二
人
は
夏
羽
職
の
肩
を
竝
べ
て
出
か
け
た
。
と
荒
物
屋
の
店
に
そ
の
少
女
が

居
る
の
を
見
つ
け
、
二
人
は
急
に
そ
の
方
へ
歩
度
を
早
め
た
。
そ
の
時
夏
羽

織
の
裾
が
ま
く
れ
る
と
こ
ろ
が
描
寫
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
だ
け
を
切
り
離
せ

ば
、
運
動
の
變
化
が
現
は
れ
、
う
ま
い
描
寫
で
あ
る
が
、
二
人
の
若
者
が
少

女
へ
向
け
た
と
同
時
に
讀
者
の
頭
も
其
方
へ
向
く
か
ら
、
そ
の
時
羽
織
の
裾

へ
注
意
を
呼
び
も
ど
さ
れ
る
と
、
頭
が
ご
た
ご
た
し
て
愉
快
で
な
く
、
作
者

の
技
巧
が
見
え
す
く
や
う
で
面
白
く
な
い
と
、
志
賀
氏
は
言
ふ
の
で
あ
る
。

芥
川
氏
の
意
識
的
藝
術
活
動
の
缺
點
が
其
處
に
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
。

　
彼
は
自
分
の
こ
の
缺
點
を
認
め
た
。
そ
し
て
そ
の
頃
か
ら
彼
は
漸
く
彼
の

意
識
的
藝
術
活
動
そ
の
も
の
を
も
棄
て
去
つ
て
行
つ
た
や
う
に
見
え
る
。
そ
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れ
は
彼
の
後
期
の
藝
術
論
で
あ
る
「
文
藝
的
な
餘
り
に
文
藝
的
な
」
の
中
に

「
あ
ら
ゆ
る
藝
術
的
活
動
を
意
識
の
閾
の
中
に
置
い
た
の
は
十
年
前
の
僕
で

あ
る
」
と
斷
言
し
て
ゐ
る
の
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
う
し
て
彼
は

藝
術
の
持
つ
て
ゐ
る
妙
に
底
の
知
れ
な
い
氣
味
惡
さ
に
戰
慄
し
は
じ
め
た
の

で
あ
る
。

　
「
藝
術
家
は
何
時
も
意
識
的
に
彼
の
作
品
を
作
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し

　
か
し
作
品
そ
の
も
の
を
見
れ
ば
、
作
品
の
美
醜
の
一
半
は
藝
術
家
の
意
識

　
を
超
絶
し
た
神
祕
の
世
界
に
存
し
て
ゐ
る
。
一
半
？
　
或
は
大
半
と
云
つ

　
て
も
好
い
。

　
　
我
我
は
妙
に
問
ふ
に
落
ち
ず
、
語
る
に
落
ち
る
も
の
で
あ
る
。
我
我
の

　
魂
は
お
の
づ
か
ら
作
品
に
露
る
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
一
刀
一
拜
し
た
古
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人
の
用
意
は
こ
の
無
意
識
の
境
に
對
す
る
畏
怖
を
語
つ
て
は
ゐ
な
い
で
あ

　
ら
う
か
？

　
　
創
作
は
常
に
冒
險
で
あ
る
。
所
詮
は
人
力
を
盡
し
た
後
、
天
命
に
委
せ

　
る
よ
り
は
仕
方
は
な
い
…
…
」
（
「
侏
儒
の
言
葉
」
）

　
彼
の
後
期
の
代
表
的
な
藝
術
論
で
あ
る
「
文
藝
的
な
餘
り
に
文
藝
的
な
」

は
、
彼
の
言
葉
を
使
用
す
れ
ば
、
頗
る
「
雜
駁
」
な
も
の
だ
つ
た
。
僕
は
今
、

そ
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
亙
つ
て
、
彼
の
藝
術
論
を
彼
の
作
品
に
一
々
結
び
付

け
て
ゐ
る
事
は
出
來
ぬ
。
そ
の
故
に
僕
は
唯
、
「
文
藝
的
な
餘
り
に
文
藝
的

な
」
の
最
も
緊
要
な
る
部
分
の
み
に
就
い
て
語
ら
う
と
す
る
。
そ
れ
は
彼
の

主
張
す
る
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
に
就
い
て
で
あ
る
。
前
期
に
於
い
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て
最
も
「
話
」
ら
し
い
話
の
あ
る
小
説
ば
か
り
を
書
い
て
來
た
と
こ
ろ
の
彼

が
、
い
つ
か
さ
う
い
ふ
彼
の
す
べ
て
の
作
品
に
疑
ひ
を
持
ち
出
し
、
さ
う
い

ふ
藝
術
か
ら
拔
け
出
さ
う
と
努
力
し
た
の
で
あ
る
。
僕
は
さ
う
い
ふ
彼
の
は

げ
し
い
、
苦
し
い
努
力
を
見
な
が
ら
、
絶
え
ず
新
し
く
あ
る
こ
と
を
欲
し
ず

に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
彼
の
欲
望
を
、
痛
々
し
く
感
じ
、
同
時
に
驚
嘆
す
る
。

　
日
本
の
現
代
の
作
家
の
中
で
、
彼
の
最
も
愛
し
、
最
も
恐
れ
て
ゐ
た
作
家

は
、
志
賀
直
哉
氏
だ
つ
た
。
最
も
「
雜
駁
な
」
作
家
の
一
人
だ
つ
た
彼
が
、

彼
が
最
も
「
純
粹
な
」
作
家
で
あ
る
と
折
紙
を
つ
け
た
志
賀
直
哉
氏
を
愛
し

ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
志
賀
氏
を
眞
に
理
解
し
始
め
て
か
ら
、

そ
こ
に
彼
の
藝
術
家
と
し
て
の
惱
み
が
は
げ
し
く
起
つ
た
。
彼
は
常
に
自
己

の
雜
駁
な
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
然
も
「
雜
駁
な
こ
と
の
純
粹
な
こ
と
に
若
か
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な
い
」
の
を
肯
定
し
な
い
訣
に
は
行
か
な
か
つ
た
。
さ
う
い
ふ
彼
が
自
己
の

藝
術
に
對
し
て
不
斷
の
疑
念
を
抱
い
て
ゐ
た
の
は
當
然
と
言
は
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
さ
う
い
ふ
彼
の
自
己
の
藝
術
に
對
す
る
疑
念
が
、
そ
れ
ま
で
漠
然
と
し
て

ゐ
た
の
に
、
そ
れ
が
急
に
明
確
な
形
を
持
つ
て
現
は
れ
て
來
た
の
は
、
彼
が

志
賀
氏
か
ら
彼
の
作
品
に
關
す
る
批
評
を
聞
い
た
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
ゐ

る
か
も
知
れ
な
い
。
志
賀
氏
が
彼
に
批
評
し
た
の
は
、
彼
の
「
奉
教
人
の
死
」

に
就
い
て
で
あ
る
。
志
賀
氏
は
、
そ
の
「
奉
教
人
の
死
」
の
主
人
公
が
死
ん

で
見
た
ら
實
は
女
だ
つ
た
と
い
ふ
事
を
何
故
最
初
か
ら
讀
者
に
知
ら
し
て
置

か
な
か
つ
た
か
、
と
彼
に
言
ふ
の
で
あ
る
。
筋
と
し
て
は
面
白
く
、
い
い
と

思
ふ
が
、
作
中
の
他
の
人
物
同
樣
、
讀
者
ま
で
一
緒
に
知
ら
さ
ず
に
置
い
て
、
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仕
舞
ひ
で
背
負
投
げ
を
食
は
す
や
り
方
は
、
讀
者
の
鑑
賞
が
そ
の
方
へ
引
張

ら
れ
る
た
め
、
そ
こ
ま
で
持
つ
て
行
く
筋
道
の
骨
折
り
が
無
駄
に
な
り
、
損

だ
と
思
ふ
。
讀
者
を
作
者
と
同
じ
場
所
で
見
物
さ
せ
て
置
く
方
が
ど
う
も
い

い
、
芥
川
君
の
や
う
な
一
行
々
々
苦
心
し
て
行
く
人
の
物
な
ら
、
讀
者
は
そ

の
道
筋
の
う
ま
さ
を
味
は
つ
て
行
く
方
が
よ
く
、
さ
う
し
な
け
れ
ば
勿
體
な

い
話
だ
と
い
ふ
や
う
な
意
味
の
こ
と
を
言
つ
た
さ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
聞
い

て
、
芥
川
氏
は
素
直
に
受
け
入
れ
て
、
「
藝
術
と
い
ふ
も
の
が
本
當
に
分
つ

て
ゐ
な
い
ん
で
す
」
と
答
へ
た
。

　
芥
川
氏
が
あ
ら
ゆ
る
物
語
的
な
も
の
か
ら
彼
自
身
を
解
放
し
、
最
も
詩
に

近
い
小
説
　
　
彼
の
謂
ふ
と
こ
ろ
の
「
筋
の
な
い
小
説
」
に
強
い
情
熱
を
持

ち
出
し
た
變
化
の
道
程
を
見
究
め
れ
ば
、
そ
こ
に
は
か
う
い
ふ
志
賀
氏
と
の
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對
話
が
或
影
響
を
與
へ
て
ゐ
る
事
は
見
逃
が
せ
な
い
だ
ら
う
。
晩
年
の
彼
の
、

佛
蘭
西
の
近
代
の
畫
家
セ
ザ
ン
ヌ
と
、
そ
の
「
セ
ザ
ン
ヌ
が
畫
を
破
壞
し
た

や
う
に
小
説
を
破
壞
し
た
」
小
説
家
ジ
ユ
ウ
ル
・
ル
ナ
ア
ル
に
對
す
る
愛
が
、

志
賀
直
哉
氏
に
對
す
る
愛
と
一
緒
に
な
つ
て
、
彼
の
中
の
物
語
作
家
を
絞
殺

し
、
新
に
彼
の
中
に
「
善
く
見
る
目
」
と
「
感
じ
易
い
心
」
と
だ
け
を
持
つ

と
こ
ろ
の
詩
人
を
眼
覺
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
事
は
、
「
文
藝
的
な
餘
り
に
文

藝
的
な
」
の
冒
頭
に
お
い
て
了
解
さ
れ
る
。

　
さ
う
し
て
そ
れ
以
來
、
そ
の
彼
の
中
の
詩
人
は
、
さ
う
い
ふ
「
善
く
見
る

目
」
と
「
感
じ
易
い
心
」
と
だ
け
で
仕
上
げ
た
と
こ
ろ
の
小
説
を
書
い
て
行

か
う
と
し
た
。
「
お
時
儀
」
「
寒
さ
」
「
海
の
ほ
と
り
」
「
年
末
の
一
日
」

「
蜃
氣
樓
」
な
ど
。
最
後
の
「
蜃
氣
樓
」
は
さ
う
い
ふ
彼
の
最
も
よ
き
作
品
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で
あ
る
。

「
文
藝
的
な
餘
り
に
文
藝
的
な
」
の
中
に
は
、
見
落
し
て
は
な
ら
ぬ
、
も
う

一
つ
の
重
大
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
森
鴎
外
に
就
い
て
彼
の
書

い
て
ゐ
る
一
章
で
あ
る
。
彼
は
其
處
で
、
鴎
外
の
作
品
に
何
か
微
妙
な
も
の

の
缺
け
て
ゐ
る
の
を
指
摘
し
、
「
畢
竟
森
先
生
は
僕
等
の
や
う
に
神
經
質
に

生
れ
つ
い
て
ゐ
な
か
つ
た
と
云
ふ
結
論
に
達
し
た
。
或
は
畢
に
詩
人
よ
り
も

何
か
他
の
も
の
だ
つ
た
と
云
ふ
結
論
に
達
し
た
。
「
澀
江
抽
齋
」
を
書
い
た

森
先
生
は
空
前
の
大
家
だ
つ
た
の
に
違
ひ
な
い
。
僕
は
か
う
云
ふ
森
先
生
に

恐
怖
に
近
い
敬
意
を
感
じ
て
ゐ
る
。
…
…
し
か
し
正
直
に
白
状
す
れ
は
、
僕

は
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
「
ジ
ヤ
ン
・
ダ
ア
ク
」
よ
り
も
寧
ろ
ボ
オ
ド
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レ
エ
ル
の
一
行
を
殘
し
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
一
人
で
あ
る
」
と
書
い
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
以
て
見
れ
ば
、
彼
は
、
彼
の
中
の
詩
人
を
完
成
さ
す
た
め
に
、
一

方
彼
の
中
の
物
語
的
才
能
を
絞
殺
し
な
が
ら
、
一
方
往
年
の
彼
を
し
て
森
鴎

外
や
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
等
と
一
味
相
通
ず
る
所
あ
ら
し
め
た
彼
の
好○

學○

心○

に
も
嚴
然
と
死
刑
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
既
に
、
彼
は
彼
の
負
は
ね
ば
な
ら
な
い
運
命
を
豫
知
し
て
は
ゐ
な

か
つ
た
ら
う
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　10
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前
章
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
、
彼
の
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
に
對
す

る
熱
愛
の
中
に
、
僕
は
そ
れ
と
共
に
、
彼
の
彼
自
身
の
過
去
の
仕
事
に
對
す

る
悔
恨
を
感
じ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
さ
う
い
ふ
悔
恨
は
、
丁
度
そ
の
頃

か
ら
絶
え
間
な
く
彼
を
襲
ひ
出
し
た
病
魔
や
そ
の
た
め
の
生
活
力
の
極
度
の

衰
弱
と
一
し
よ
に
な
つ
て
、
ま
す
ま
す
彼
の
生
の
暗
澹
さ
を
濃
く
し
て
行
つ

た
。
そ
れ
ま
で
も
彼
の
作
品
の
内
部
に
常
に
わ
だ
か
ま
つ
て
ゐ
た
黒
い
も
の

は
、
既
に
僕
の
見
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
彼
の
作
品
の

外
部
は
華
や
か
で
さ
へ
あ
つ
た
の
に
、
（
そ
れ
故
一
種
の
「
華
麗
な
る
寂
し

さ
」
が
彼
の
作
品
を
掩
う
て
ゐ
た
の
だ
）
、
そ
の
頃
か
ら
彼
の
作
品
は
そ
の

内
部
の
黒
い
も
の
を
外
側
に
ま
で
露
骨
に
現
は
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
彼

が
そ
の
病
氣
と
悔
恨
と
衰
弱
と
の
間
に
苦
し
く
書
き
上
げ
ら
れ
た
「
點
鬼
簿
」

87



（
大
正
十
五
年
）
を
、
そ
の
時
期
以
前
に
書
か
れ
た
「
少
年
」
（
大
正
十
三

年
）
に
比
較
し
て
見
よ
。
「
少
年
」
の
一
章
は
、
海
岸
で
バ
ケ
ツ
の
錆
に
似

た
代
赭
色
の
海
を
見
て
き
て
か
ら
繪
本
の
海
の
色
を
青
く
塗
ら
ず
に
代
赭
色

に
彩
つ
た
少
年
を
描
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
反
し
、
「
點
鬼
簿
」
中
の
少
年
は

氣
の
狂
つ
て
ゐ
た
母
の
死
の
前
に
ど
う
し
て
も
涙
の
出
な
い
た
め
泣
く
眞
似

を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
何
と
い
ふ
相
違
で
あ
る
か
。
「
少
年
」
は
先
の
尖

つ
た
微
笑
で
僕
を
快
く
刺
す
だ
け
で
あ
る
。
が
、
「
點
鬼
簿
」
の
暗
鬱
さ
は

僕
を
壓
し
つ
ぶ
す
。
僕
は
思
は
ず
そ
れ
を
避
け
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。

が
、
「
點
鬼
簿
」
以
後
、
「
彼
」
「
玄
鶴
山
房
」
「
蜃
氣
樓
」
「
齒
車
」
な

ど
が
發
表
さ
れ
る
毎
に
そ
れ
を
讀
ん
で
行
く
と
、
そ
れ
ら
の
作
品
の
上
に
は

い
づ
れ
に
も
「
點
鬼
薄
」
の
持
つ
て
ゐ
た
暗
鬱
さ
が
掩
う
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
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に
慣
れ
る
に
從
つ
て
、
僕
は
そ
の
暗
鬱
さ
に
親
し
み
を
さ
へ
感
じ
出
し
た
。

と
言
ふ
の
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
が
い
か
に
暗
鬱
な
色
を
帶
び
て
ゐ
る
に
も
せ

よ
、
そ
こ
に
底
深
く
漂
つ
て
ゐ
る
一
味
の
甘
さ
（sw

eetness

）
が
感
じ
ら
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
彼
が
彼
の
最
後
に
強
く
感
じ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
の

暗
い
死
の
魅
力
も
か
う
い
ふ
「
苦○

甘○

い○

」
も
の
で
あ
り
、
彼
は
さ
う
い
ふ
魅

力
あ
る
も
の
に
こ
そ
彼
の
貴
重
な
全
部
を
投
げ
出
す
だ
け
の
大
い
な
る
熱
情

と
勇
氣
と
を
持
つ
こ
と
が
出
來
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
僕
な
ど
は
、
さ

う
い
ふ
魅
力
に
、
ご
く
わ
づ
か
に
し
か
、
而
も
彼
の
作
品
を
通
し
て
の
み
し

か
、
觸
れ
得
て
ゐ
な
い
の
で
あ
ら
う
。

「
蜃
氣
樓
」
（
昭
和
二
年
）
の
中
の
彼
は
、
實
に
平
靜
で
あ
る
。
そ
し
て
僕
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は
そ
の
平
靜
さ
の
中
に
た
だ
彼
の
透
き
徹
つ
た
神
經
だ
け
が
生
き
生
き
と
動

い
て
ゐ
る
の
を
感
じ
る
。
さ
う
い
ふ
間
か
ら
「
わ
た
し
の
持
つ
て
ゐ
る
の
は

藝
術
的
な
神
經
だ
け
だ
」
と
い
ふ
彼
の
さ
さ
や
き
聲
が
微
か
に
傳
つ
て
く
る
。

彼
は
彼
の
意
識
の
閾
の
外
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
や
う
な
氣
が
し
て
氣

味
惡
が
つ
て
ゐ
る
。
彼
は
路
上
の
車
の
轍
に
も
何
か
壓
迫
を
感
じ
る
。
さ
う

い
ふ
病
的
な
、
鋭
ど
い
神
經
が
、
繪
具
の
み
が
殆
ど
デ
ツ
サ
ン
な
し
に
仕
上

げ
て
ゐ
る
セ
ザ
ン
ヌ
の
一
枚
の
畫
の
や
う
に
、
一
つ
の
小
説
を
仕
上
げ
て
ゐ

る
。
こ
こ
に
は
、
「
話
」
ら
し
い
「
話
」
は
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
な
い
。
そ

し
て
こ
れ
こ
そ
、
彼
の
欲
し
た
、
あ
ら
ゆ
る
小
説
中
で
最
も
詩
に
近
い
小
説

だ
と
言
つ
て
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
作
品
の
底
に
漂
つ
て
ゐ
る
も
の
は
、
死
に

似
て
ゐ
る
暗
い
戰
慄
す
べ
き
魅
力
だ
。
こ
の
作
品
は
、
彼
の
す
ぐ
近
く
に
迫
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つ
て
來
た
死
を
暗
示
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　11

　
彼
の
遺
書
　
　
眞
の
遺
書
と
言
ふ
べ
き
で
は
な
か
つ
た
が
一
般
に
遺
書
と

し
て
取
扱
は
れ
た
「
或
舊
友
に
送
る
手
記
」
は
、
彼
が
こ
の
二
年
ば
か
り
の

間
死
ぬ
こ
と
ば
か
り
考
へ
つ
づ
け
て
ゐ
た
と
い
ふ
事
を
語
つ
て
ゐ
る
。
少
く

と
も
死
ぬ
前
の
數
ヶ
月
間
は
、
死
が
彼
の
心
を
去
つ
た
こ
と
は
決
し
て
無
か

つ
た
で
あ
ら
う
。
彼
が
そ
の
や
う
に
死
を
決
し
な
が
ら
、
し
か
も
仕
事
を
續

け
て
ゐ
た
と
い
ふ
事
は
　
　
の
み
な
ら
ず
、
旺﹅
盛﹅
に﹅
仕
事
を
續
け
て
ゐ
た
と

い
ふ
事
は
、
何
か
悲
壯
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
頃
、
友
人
の
小
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穴
隆
一
氏
と
か
う
い
ふ
對
話
を
し
て
ゐ
る
。
「
小
穴
曰
こ
の
頃
神
經
衰
弱
が

傳
染
し
て
仕
事
が
出
來
な
い
。
僕
曰
僕
は
仕
事
を
し
て
ゐ
る
。
小
穴
曰
そ
ん

な
死
に
も
の
狂
ひ
ミ
タ
イ
な
も
の
と
一
し
よ
に
な
る
も
の
か
。
」
（
齋
藤
茂

吉
氏
宛
の
書
翰
）
そ
し
て
僕
は
當
時
、
一
年
前
に
彼
が
僕
に
語
つ
た
事
の
　

　
「
僕
は
生
活
慾
は
す
つ
か
り
失
つ
て
し
ま
つ
た
が
、
ま
だ
制
作
慾
は
旺
盛

だ
ね
」
と
言
つ
た
事
の
、
事
實
で
あ
る
の
を
し
み
じ
み
感
ぜ
ず
に
は
居
ら
れ

な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
死
に
も
の
狂
ひ
の
彼
は
、
數
多
く
の
作

品
を
、
の
み
な
ら
ず
彼
の
一
生
涯
中
の
眞
の
傑
作
を
書
き
上
げ
た
。
そ
の
傑

作
と
い
ふ
の
は
第
一
に
「
玄
鶴
山
房
」
（
昭
和
二
年
一
月
）
、
第
二
に
「
河

童
」
（
昭
和
二
年
三
月
）
、
第
三
に
「
齒
車
」
（
昭
和
二
年
六
月
）
で
あ
る
。

　
僕
は
先
づ
「
玄
鶴
山
房
」
に
就
い
て
論
じ
よ
う
。
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「
玄
鶴
山
房
」
は
、
勿
論
彼
の
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
の
主
張
以
後

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
實
に
さ
う
い
ふ
小
説
以
上
の
も
の
で
あ
る
。

「
蜃
氣
樓
」
の
詩
趣
は
無
い
が
、
僕
は
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。

と
に
か
く
、
實
に
堂
々
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
「
話
」
ら
し
い
話
の
な

い
小
説
の
主
張
以
來
書
い
て
來
た
小
説
は
、
す
べ
て
畫
に
　
　
例
へ
ば
セ
ザ

ン
ヌ
の
畫
の
や
う
な
も
の
に
近
い
も
の
だ
つ
た
。
神
經
を
繪
具
に
し
て
描
い

た
畫
で
あ
つ
た
。
が
、
「
玄
鶴
山
房
」
は
　
　
さ
う
い
ふ
他
の
彼
の
小
説
が

畫
を
感
じ
さ
せ
る
と
き
に
、
そ
れ
ら
に
反
し
て
、
こ
れ
は
建○

築○

を
感
じ
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
僕
が
「
玄
鶴
山
房
」
に
打
た
れ
る
の
は
、
そ
の
構
成
的
な
美

し
さ
に
何
よ
り
も
先
づ
打
た
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
で
、
こ
の
堂
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々
た
る
建
築
物
の
内
部
の
壁
に
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
立
派
な
畫
も
懸
け
ら
れ

て
あ
る
の
を
發
見
し
て
、
そ
の
畫
に
も
（
細
部
に
も
）
感
服
せ
ず
に
は
ゐ
ら

れ
な
か
つ
た
。
し
か
し
僕
が
こ
の
作
品
に
於
い
て
最
も
感
服
す
る
の
は
、
そ

の
建
築
と
し
て
の
美
し
さ
で
あ
る
事
は
、
少
し
も
そ
の
前
と
異
ら
な
か
つ
た
。

　
肺
結
核
の
た
め
に
も
う
死
ぬ
ば
か
り
に
な
つ
て
ゐ
る
玄
鶴
、
腰
拔
け
の
意

地
の
わ
る
い
老
妻
、
さ
う
い
ふ
兩
親
に
い
つ
も
控
へ
目
に
仕
へ
て
ゐ
る
平
凡

な
息
子
夫
婦
と
彼
等
の
腕
白
盛
り
の
子
供
、
以
前
玄
鶴
の
家
の
女
中
だ
つ
た
、

そ
し
て
そ
の
後
彼
の
妾
に
な
つ
て
ゐ
た
い
ぢ
ら
し
い
お
芳
と
、
彼
女
と
玄
鶴

の
間
の
小
さ
い
子
供
、
そ
れ
に
職
業
故
に
冷
酷
に
な
つ
て
ゐ
る
看
護
婦
、
　

　
か
う
い
ふ
多
く
の
人
達
に
よ
つ
て
營
ま
れ
て
ゐ
る
或
暗
澹
た
る
一
家
。
さ

う
い
ふ
一
家
族
全
體
が
實
に
堅
固
に
描
き
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
今
日
ま
で
の
日
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本
の
小
説
の
間
に
も
、
さ
う
い
ふ
一
家
族
全
體
を
取
扱
つ
た
も
の
も
無
く
は

な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
僕
の
知
つ
て
ゐ
る
限
り
で
は
、
そ
れ
ら
の
全
部
は

唯
、
さ
う
い
ふ
一
家
を
築
き
上
げ
て
ゐ
る
人
々
の
間
の
心
理
的
葛
藤
と
か
、

さ
う
い
ふ
一
家
族
の
雰
圍
氣
と
か
、
さ
う
い
ふ
一
家
族
の
中
の
出
來
事
と
か
、

さ
う
い
ふ
も
の
だ
け
を
描
い
た
の
に
、
（
も
つ
と
正
確
に
言
へ
ば copy 

し

た
の
に
）
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
僕
は
今
「
玄
鶴
山
房
」
の
前

に
あ
つ
て
、
そ
の
玄
鶴
山
房
と
い
ふ
家
を
建
築
物
と
し
て
目
前
に
見
る
や
う

な
氣
が
す
る
。
さ
う
い
ふ
家
が
、
紙
の
頁
の
上
に
、
嚴
然
と
聳
え
立
つ
て
ゐ

る
や
う
に
思
ふ
。
さ
う
い
ふ
、
が
つ
し
り
し
た
美
し
さ
を
持
つ
た
立
體
感
が

あ
る
の
で
あ
る
。
建
築
感
が
あ
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
作
家
中
、
最
も
構
成

的
な
力
を
持
つ
と
稱
せ
ら
れ
る
谷
崎
潤
一
郎
の
作
品
は
、
滔
々
た
る
文
章
の
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流
れ
こ
そ
あ
れ
、
多
く
は
唯
繪
畫
的
感
を
與
へ
る
に
過
ぎ
す
、
到
底
そ
の
構

成
的
感
に
お
い
て
は
こ
の
「
玄
鶴
山
房
」
に
及
ば
な
い
。
我
々
が
か
か
る

「
玄
鶴
山
房
」
の
美
を
他
の
作
家
に
求
め
よ
う
と
し
た
ら
、
か
の
佛
蘭
西
浪

漫
派
の
大
家
バ
ル
ザ
ツ
ク
あ
る
の
み
で
あ
ら
う
。
し
か
も
こ
の
「
玄
鶴
山
房
」

の
數
頁
は
バ
ル
ザ
ツ
ク
の
百
頁
に
相
當
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
豐
滿
な
美
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
近
代
的
な
壓
縮
な
美
を
誇
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
文
章
は
、
彼
の
過
去
の
作
品
を
時
に
は
騷
々
し
く
見
せ
さ
へ
し
た
、

あ
の
華
々
し
い
小
手
の
利
い
た
才
能
を
棄
て
て
ゐ
る
。
そ
し
て
さ
う
い
ふ
簡

潔
な
文
章
に
依
る
描
寫
は
、
　
　
殊
に
看
護
婦
の
甲
野
の
描
寫
は
、
文
學
上

の
み
な
ら
ず
、
我
々
人
間
の
間
に
、
一
個
の
新
し
い
性
格
を
創
造
し
得
た
ほ

ど
の
、
大
き
な
效
果
を
得
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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「
甲
野
さ
ん
、
あ
な
た
の
お
か
げ
さ
ま
で
人
間
竝
み
に
手
が
洗
へ
ま
す
」

　
　
お
鳥
は
手
を
合
せ
て
涙
を
こ
ぼ
し
た
。
甲
野
は
お
鳥
の
喜
び
に
は
少
し

　
も
心
を
動
か
さ
な
か
つ
た
。
し
か
し
そ
れ
以
來
三
度
に
一
度
は
水
を
持
つ

　
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
お
鈴
を
見
る
こ
と
は
愉
快
だ
つ
た
。
從
つ
て
か

　
う
云
ふ
彼
女
に
は
子
供
た
ち
の
喧
嘩
も
不
快
で
は
な
か
つ
た
。
彼
女
は
玄

　
鶴
に
は
お
芳
親
子
に
同
情
の
あ
る
ら
し
い
素
振
り
を
示
し
た
。
同
時
に
又

　
お
鳥
に
は
お
芳
親
子
に
惡
意
の
あ
る
ら
し
い
素
振
り
を
示
し
た
。
そ
れ
は

　
た
と
ひ
徐
ろ
に
せ
よ
、
確
實
に
效
果
を
與
へ
る
も
の
だ
つ
た
。

　
こ
の
意
地
の
惡
い
、
聰
明
な
、
そ
れ
で
ゐ
て
妙
に
女
ら
し
い
、
自
分
の
職
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業
に
忠
實
な
、
素
氣
な
い
甲
野
の
性
格
　
　
か
う
い
ふ
獨
特
な
性
格
は
、
彼

の
筆
の
力
に
よ
つ
て
、
始
め
て
、
文
學
の
上
の
み
な
ら
ず
、
我
々
の
間
に
、

創
造
さ
れ
た
も
の
だ
と
言
つ
て
も
差
支
へ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　12

「
玄
鶴
山
房
」
を
發
表
し
た
後
、
引
續
い
て
、
「
河
童
」
を
發
表
し
た
。
こ

こ
に
二
つ
の
興
味
あ
る
問
題
が
あ
る
。

　
そ
の
一
つ
は
、
「
河
童
」
が
實
に
筋
の
溌
剌
と
し
た
小
説
で
あ
る
事
で
あ

る
。
「
河
童
」
の
發
表
さ
れ
た
の
は
、
彼
が
彼
の
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い

小
説
を
主
張
し
て
谷
崎
潤
一
郎
氏
と
論
戰
し
始
め
た
と
同
時
で
あ
る
。
「
河
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童
」
の
發
表
そ
の
も
の
が
、
彼
の
藝
術
論
を
裏
切
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
勿

論
、
彼
は
こ
の
作
品
を
「
止とど
め
る
事
の
出
來
な
い
彼
の
中
な
る
」
力
に
よ
つ

て
書
い
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
一
事
は
、
藝
術
家
の
生
活
力
は
彼

の
理
論
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
事
を
、
痛
快
に
物
語
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
が

「
河
童
」
の
我
々
に
與
へ
る
興
味
の
一
つ
だ
。

　
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
そ
の
前
の
作
品
「
玄
鶴
山
房
」
に
對
し
て
で
あ
る
。

「
玄
鶴
山
房
」
が
彼
の
所
謂
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
の
主
張
か
ら
出

發
し
て
そ
れ
以
上
の
も
の
と
な
つ
て
ゐ
る
に
反
し
、
「
河
童
」
は
實
に
筋
の

溌
剌
と
し
た
小
説
、
例
へ
ば
ス
ウ
イ
フ
ト
の
「
ガ
リ
ヴ
ア
旅
行
記
」
と
同
種

類
の
作
品
で
あ
る
事
で
あ
る
。
前
者
に
於
い
て
彼
は
彼
の
憂○

鬱○

な○

人○

生○

觀○

を

現
實
化
（realize

）
し
て
ゐ
る
の
に
、
（
僕
は
あ
の
作
品
こ
そ
眞
の
リ
ア
リ
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ズ
ム
の
作
品
で
あ
る
と
信
じ
る
。
つ
ま
り
眞
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
現
實
の
模
寫

（copy
）
に
あ
る
の
で
は
な
い
、
觀
念
を
一
個
の
現
實
と
し
て
　
　
と
云
ふ

の
は
我
々
の
人
生
さ
な
が
ら
に
　
　
生
か
す
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
。
我
々
は
、

彼
の
見
た
人
生
を
「
玄
鶴
山
房
」
と
い
ふ
一
個
の
作
品
を
通
し
て
再
び
見
る

の
で
は
な
い
、
我
々
は
「
玄
鶴
山
房
」
の
中
に
一
つ
の
新
し
い
人
生
そ
の
も

の
を
見
る
。
さ
う
い
ふ
意
味
に
於
い
て
　
　
そ
の
言
葉
の
持
ち
得
る
最
高
の

意
味
に
於
い
て
、
「
玄
鶴
山
房
」
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
品
だ
つ
た
の
で
あ
る

。
）
そ
れ
に
反
し
て
、
彼
は
「
河
童
」
の
中
で
彼
の
憂○

鬱○

な○

人○

生○

を
空
想
化

し
て
我
々
に
見
せ
る
。
つ
ま
り
我
々
は
こ
の
最
も
空
想
的
な
作
品
の
中
に
、

反
つ
て
、
彼
の
實
生
活
を
彼
が
寧
ろ
模
寫
（copy

）
し
た
も
の
を
見
る
訣
に

な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
も
最
も
廣
い
意
味
に
お
け
る
（
或
は
最
も
淺
い
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意
味
に
お
い
て
と
言
つ
て
も
い
い
か
も
知
れ
ぬ
）
リ
ア
リ
ズ
ム
に
根
ざ
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
僕
は
藝
術
的
作
品
の
價
値
は
、
僕
の
前
に
言
つ
た
意
味
で

の
現
實
性
（reality

）
の
多
少
に
よ
つ
て
測
定
し
た
い
と
思
ふ
一
人
で
あ
る
。

だ
か
ら
僕
は
藝
術
的
價
値
の
み
を
問
題
に
す
れ
ば
、
「
河
童
」
は
「
玄
鶴
山

房
」
よ
り
遙
に
劣
つ
て
ゐ
る
事
を
斷
言
し
て
も
よ
い
。
が
、
「
河
童
」
の
ご

と
き
文
學
に
は
、
さ
う
い
ふ
純
粹
な
藝
術
的
價
値
以
外
の
、
全
く
別
な
價
値

が
あ
る
の
で
あ
る
。
僕
は
「
河
童
」
の
批
評
に
於
い
て
は
、
藝
術
的
價
値
の

如
何
は
暫
く
措
き
、
そ
の
特
殊
な
價
値
の
み
に
就
い
て
論
じ
た
い
と
思
ふ
。

　
或
日
彼
は
僕
に
言
つ
た
。
「
僕
は
今
度
ガ
リ
ヴ
ア
旅
行
記
の
や
う
な
も
の

を
一
つ
書
き
上
げ
た
。
」
そ
し
て
そ
れ
が
「
河
童
」
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

「
河
童
」
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
は
實
に
ス
ウ
イ
フ
ト
の
「
ガ
リ
ヴ
ア
旅
行
記
」
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で
あ
り
、
ゲ
エ
テ
の
「
ラ
イ
ネ
ツ
ケ
・
フ
ツ
ク
ス
」
で
あ
り
、
最
も
近
代
の

も
の
で
は
、
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
「
蜜
蜂
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

ら
の
作
品
の
中
で
「
諷
刺
」
が
い
か
に
大
切
な
要
素
を
な
し
て
ゐ
る
か
は
誰

し
も
の
知
る
所
で
あ
ら
う
。
そ
れ
ら
を
諷
刺
文
學
と
稱
し
て
も
い
い
位
で
あ

る
。
「
河
童
」
も
そ
の
例
に
洩
れ
な
い
。
で
、
僕
は
諷
刺
が
文
學
の
上
で
い

か
な
る
役
を
な
し
た
か
、
そ
れ
か
ら
「
河
童
」
に
於
い
て
は
諷
刺
が
い
か
な

る
役
を
な
し
て
ゐ
る
か
、
こ
の
二
つ
を
考
へ
て
見
よ
う
。

　
僕
は
最
初
の
問
題
に
對
し
て
は
、
夏
目
漱
石
の
「
文
學
評
論
」
中
の
ス
ウ

イ
フ
ト
論
の
一
節
を
引
用
し
た
い
と
思
ふ
。
そ
の
漱
石
の
批
評
を
要
略
す
れ

ば
か
う
で
あ
る
。

　
「
ス
ウ
イ
フ
ト
の
作
品
は
不
愉
快
で
あ
る
。
し
か
し
ス
ウ
イ
フ
ト
の
作
品

102芥川龍之介論



　
は
今
日
迄
澤
山
讀
ま
れ
た
。
讀
む
人
は
愉
快
だ
か
ら
讀
ん
だ
に
違
ひ
な
い
。

　
こ
の
事
は
矛
盾
の
や
う
で
、
實
は
矛
盾
で
は
な
い
。
ス
ウ
イ
フ
ト
の
不
愉

　
快
の
點
は
そ
の
厭
世
的
諷
刺
に
あ
る
。
露
骨
に
人
間
の
弱
點
を
曝
く
所
に

　
あ
る
。
人
間
を
動
物
の
如
く
取
扱
ふ
所
に
あ
る
。
動
物
よ
り
下
等
な
る
馬

　
の
國
の
動
物
と
し
て
取
扱
ふ
所
に
あ
る
。
人
類
は
世
界
滅
却
の
日
に
至
る

　
ま
で
不
幸
で
あ
る
。
そ
れ
が
最
大
不
愉
快
で
あ
る
。
か
う
し
て
ス
ウ
イ
フ

　
ト
は
寸
毫
の
滿
足
を
も
吾
人
に
與
へ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
是
が
人

　
間
の
本
體
だ
と
云
ふ
。
次
第
々
々
に
本
體
が
展
開
し
て
來
る
の
で
あ
る
。

　
讀
む
者
は
第
一
に
眼
を
擦
る
。
新
し
い
刺
激
を
愉
快
に
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
に
成
程
と
思
ふ
。
爭
は
れ
ぬ
事
實
だ
か
ら
で
あ
る
。
内
外
呼
應
の
愉

　
快
で
あ
る
。
第
三
に
お
や
と
思
ふ
。
隱
れ
た
事
實
を
掘
り
出
し
た
愉
快
で
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あ
る
。
第
四
に
は
は
つ
と
思
ふ
。
飛
ん
だ
所
に
人
間
の
正
體
が
見
つ
か
つ

　
た
愉
快
で
あ
る
。
　
　
是
等
は
悉
く
愉
快
で
あ
る
。
但
し
眞
實
を
探
り
、

　
事
相
を
明
ら
か
に
す
る
點
か
ら
見
て
の
愉
快
で
あ
る
。
と
に
か
く
「
ガ
リ

　
ヴ
ア
旅
行
記
」
は
愉
快
で
あ
る
。
さ
う
し
て
又
不
愉
快
で
あ
る
。
愉
快
で

　
も
あ
り
不
愉
快
で
も
あ
つ
て
、
決
し
て
矛
盾
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

　　
こ
の
や
う
に
漱
石
が
ス
ウ
イ
フ
ト
の
「
ガ
リ
ヴ
ア
旅
行
記
」
の
中
に
見
出

し
た
と
こ
ろ
の
愉
快
と
不
愉
快
と
を
、
我
々
は
又
芥
川
氏
の
「
河
童
」
の
中

に
も
見
出
す
で
あ
ら
う
。
の
み
な
ら
ず
、
「
河
童
」
の
芥
川
氏
と
「
ガ
リ
ヴ

ア
旅
行
記
」
の
ス
ウ
イ
フ
ト
と
は
人
と
し
て
も
非
常
に
酷
似
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
ス
ウ
イ
フ
ト
も
、
芥
川
氏
と
同
樣
、
「
梢
か
ら
先
に
枯
れ
て
く
る
樹

の
や
う
に
」
參
つ
て
し
ま
つ
た
一
人
な
の
で
あ
つ
た
。
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共
に
孤
獨
だ
つ
た
事
、
自
尊
心
の
人
一
倍
強
か
つ
た
事
、
病
身
だ
つ
た
事
、

諷
刺
の
た
め
に
諷
刺
を
愛
し
て
ゐ
た
事
、
其
他
種
々
の
點
に
於
い
て
、
我
々

は
彼
等
二
人
の
相
似
を
見
出
し
得
る
。
し
か
し
「
河
童
」
と
「
ガ
リ
ヴ
ア
旅

行
記
」
と
は
、
同
時
に
、
二
人
が
い
か
に
異
つ
た
作
家
だ
つ
た
か
を
も
示
し

て
ゐ
る
と
言
つ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
二
人
の
相
異
を
言
へ
ば
、
何
よ
り
も
先
づ
、
「
ガ
リ
ヴ
ア
旅
行
記
」

に
は
詩
的
な
物
が
皆
無
と
言
つ
て
も
い
い
の
に
反
し
、
「
河
童
」
に
は
頗
る

詩
的
な
物
が
充
ち
滿
ち
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
譬
へ
て
言
へ
ば
、
ス
ウ
イ
フ
ト

は
硝
子
窓
を
開
け
て
ぢ
か
に
暗
澹
た
る
人
生
を
眺
め
さ
せ
る
。
が
、
芥
川
氏

は
窓
硝
子
越
し
に
（
そ
の
硝
子
の
色
は
時
に
は
そ
の
向
う
の
物
に
實
物
以
上

に
強
い
色
を
與
へ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
）
暗
澹
た
る
人
生
を
眺
め
さ
せ
る
。
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「
河
童
」
の
中
に
描
か
れ
た
あ
の
藝
術
家
達
の
生
き
生
き
し
た
描
寫
は
、
ス

ウ
イ
フ
ト
の
作
品
に
は
嘗
て
無
か
つ
た
も
の
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、

「
ガ
リ
ヴ
ア
旅
行
記
」
の
中
の
辛
辣
な
文
明
批
評
は
、
「
河
童
」
の
中
に
は
、

芥
川
氏
が
そ
れ
を
も
い
か
に
企
圖
し
た
に
せ
よ
、
豐
富
に
は
見
出
す
事
が
出

來
な
い
の
だ
。

　
そ
し
て
こ
の
「
河
童
」
の
中
で
最
も
生
き
生
き
と
諷
刺
さ
れ
て
ゐ
る
の
が

藝
術
家
達
で
あ
る
と
い
ふ
事
は
、
芥
川
氏
が
ス
ウ
イ
フ
ト
の
ご
と
き
文
明
批

評
家
的
諷
刺
作
家
だ
つ
た
の
で
は
な
く
、
詩
人
的
諷
刺
作
家
だ
つ
た
事
を
證

す
る
も
の
で
あ
る
。
僕
は
河
童
諸
君
の
中
で
最
も
よ
く
描
か
れ
て
ゐ
る
の
は
、

か
の
自
殺
し
た
詩
人
ト
ツ
ク
君
で
あ
る
と
思
ふ
。
の
み
な
ら
ず
、
僕
は
他
の

誰
れ
よ
り
も
こ
の
ト
ツ
ク
君
の
中
に
芥
川
氏
自
身
の
ポ
オ
ト
レ
エ
ト
を
感
じ
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ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
（
勿
論
、
哲
學
者
の
マ
ツ
グ
君
に
し
ろ
、
音
樂
家
の

ク
ラ
バ
ツ
ク
君
に
し
ろ
、
彼
等
の
氣
狂
じ
み
た
苦
し
み
の
中
に
も
芥
川
氏
自

身
の
苦
し
み
を
感
じ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
が
。
）

　
一
度
「
河
童
」
の
中
か
ら
諷
刺
的
（
ス
ウ
イ
フ
ト
的
）
な
要
素
を
取
除
い

て
見
よ
。
我
々
は
そ
こ
に
何
を
見
出
す
か
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
唯
、
彼
の
あ

ら
ゆ
る
も
の
に
對
す
る
　
　
就
中
彼
自
身
に
對
す
る
嫌
惡
以
外
の
も
の
で
は

な
い
で
あ
ら
う
。
昨
日
は
息
づ
ま
る
や
う
な
暗
澹
た
る
作
品
（
「
玄
鶴
山
房

」
）
を
書
い
た
人
間
が
、
今
日
は
、
口
先
だ
け
は
持
前
の
縱
横
無
盡
な
機
智

を
振
り
ま
は
し
な
が
ら
、
腹
の
底
で
は
や
は
り
昨
日
と
同
じ
や
う
に
呻
き
つ

づ
け
て
ゐ
る
だ
け
の
違
ひ
な
の
で
あ
る
。
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　13

「
君
は
新
し
き
戰
慄
を
創
造
し
た
」
こ
れ
は
シ
ヤ
ル
ル
・
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
が

詩
集
「LES FLEU

R
S D

U
 M

A
L

（
惡
の
花
）
」
を
出
版
し
た
時
ヴ
イ
ク
ト

ル
・
ユ
ウ
ゴ
オ
が
こ
の
詩
人
に
與
へ
た
言
葉
で
あ
る
。

　
僕
は
「
齒
車
」
が
僕
に
與
へ
た
感
動
を
言
ひ
表
す
た
め
に
は
、
こ
の
ユ
ウ

ゴ
オ
の
あ
ま
り
に
も
有
名
な
言
葉
以
上
に
適
切
な
る
も
の
を
他
に
見
出
し
得

な
い
。
「
齒
車
」
は
實
に
今
日
の
「
新
し
き
戰
慄
」
を
創
造
し
た
と
言
つ
て

好
い
。
「
僕
は
藝
術
的
良
心
を
始
め
、
ど
う
云
ふ
良
心
も
持
つ
て
ゐ
な
い
。

僕
の
持
つ
て
ゐ
る
の
は
神
經
だ
け
で
あ
る
。
」
こ
の
言
葉
は
、
機
會
あ
る
毎

に
、
死
に
近
い
頃
の
彼
の
吐
い
て
ゐ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
僕
は
、
こ
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の
一
言
く
ら
ゐ
、
彼
の
最
も
個
性
的
な
、
從
つ
て
最
も
彼
に
と
つ
て
眞
實
だ

つ
た
言
葉
は
無
い
だ
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
さ
う
い
ふ
神
經
ば
か

り
に
な
つ
て
し
ま
つ
て
生
き
て
ゐ
る
姿
を
、
彼
が
、
死
に
も
の
狂
ひ
な
、
強

い
筆
觸
で
、
表
現
し
て
行
つ
た
の
が
、
「
齒
車
」
な
の
だ
。
そ
れ
故
、
僕
は
、

こ
の
「
齒
車
」
こ
そ
彼
の
生
涯
の
最
大
傑
作
　
　
と
言
ふ
よ
り
は
、
最
も
オ

リ
ヂ
ナ
ル
な
（
個
性
的
な
）
傑
作
だ
と
斷
言
す
る
の
に
躊
躇
し
な
い
の
で
あ

る
。

　
こ
の
作
品
に
は
、
筋
ら
し
い
も
の
は
少
し
も
無
い
。
唯
、
彼
の
病
的
な
、

鋭
い
神
經
に
觸
れ
て
く
る
も
の
　
　
普
通
の
神
經
に
は
殆
ど
感
じ
ら
れ
な
い

も
の
　
　
が
い
か
に
彼
の
肉
體
の
中
に
、
彼
の
魂
の
中
に
、
ぴ
り
ぴ
り
す
る

電
波
の
や
う
に
擴
が
つ
て
行
く
か
が
、
細
か
く
、
そ
の
神
經
そ
の
も
の
の
や
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う
に
ぴ
り
ぴ
り
す
る
言
葉
で
、
苦
し
げ
に
、
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
そ

の
中
の
エ
ピ
ソ
オ
ド
の
一
つ
一
つ
が
彼
の
「
何
か
知
ら
な
い
も
の
」
（
彼
が

そ
れ
を
「
復
讐
の
神
」
と
呼
ん
だ
も
の
）
に
對
す
る
恐
怖
で
直
線
的
に
貫
か

れ
て
ゐ
る
。
そ
の
た
め
に
、
又
そ
の
作
品
は
、
我
々
讀
者
を
し
て
、
一
つ
一

つ
の
エ
ピ
ソ
オ
ド
で
戰
慄
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
戰
慄
の
連
續
の
中
に
一
貫
せ

る
恐
怖
を
呼
び
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
恐
怖
を
も
つ
て
彼
以
外
の
誰
が
我
々
に
迫
つ
た
か
？
　
そ
れ
は
や

は
り
彼
と
同
じ
や
う
に
「
何
か
見
え
な
い
も
の
」
に
よ
つ
て
病
的
に
苦
し
め

ら
れ
た
一
瑞
典
人
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ス
ト
リ
ン
ド
べ
リ
イ
あ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の
瑞
典
人
の
書
い
た
「
地
獄
（Inferno
）
」
の
み
が
彼
の
「
齒
車
」
の
恐

怖
を
思
ひ
出
さ
せ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
の
一
生
の
或
危
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機
は
直
ち
に
彼
の
（
「
齒
車
」
の
作
者
の
）
最
後
の
危
機
だ
つ
た
の
だ
。
唯
、

そ
の
危
機
か
ら
宗
教
が
ス
ト
リ
ン
ド
べ
リ
イ
を
救
ひ
出
し
た
の
に
反
し
、
そ

の
宗
教
も
遂
に
「
齒
車
」
の
作
者
を
彼
の
危
機
か
ら
脱
出
せ
し
め
な
か
つ
た
。

　
ス
ト
リ
ン
ド
べ
リ
イ
の
悲
劇
も
、
彼
の
悲
劇
も
、
各
の
性
格
の
中
に
、
全

く
反
對
の
も
の
を
一
し
よ
に
持
つ
て
ゐ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
も
唯
全
く
反

對
の
も
の
と
言
ふ
だ
け
で
は
な
し
に
、
そ
の
兩
者
が
電
氣
の
兩
極
の
ご
と
き

も
の
で
そ
れ
が
相
觸
る
れ
ば
忽
ち
爆
發
す
る
や
う
な
も
の
だ
つ
た
が
た
め
で

あ
る
。
「
齒
車
」
の
中
の
彼
が
彼
の
病
め
る
弟
と
の
か
か
る
對
話
を
聞
け
。

　
「
妙
に
人
間
離
れ
を
し
て
ゐ
る
か
と
思
へ
ば
、
人
間
的
欲
望
も
ず
ゐ
ぶ
ん

　
烈
し
い
し
…
…
」
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「
善
人
か
と
思
へ
ば
、
惡
人
で
も
あ
る
し
さ
」

　
「
い
や
、
善
惡
と
云
ふ
よ
り
も
何
か
も
つ
と
反
對
な
も
の
が
…
…
」

　
「
ぢ
や
大
人
の
中
に
子
供
も
あ
る
の
だ
ら
う
」

　
「
さ
う
で
も
な
い
。
僕
に
は
は
つ
き
り
と
言
へ
な
い
け
れ
ど
…
…
電
氣
の

　
兩
極
に
似
て
ゐ
る
の
か
な
。
何
し
ろ
反
對
な
も
の
を
一
し
よ
に
持
つ
て
ゐ

　
る
。
」

　
こ
の
電
氣
の
兩
極
に
似
て
ゐ
る
全
く
相
反
し
た
二
つ
の
も
の
が
、
遂
に
烈

し
く
接
觸
し
合
つ
て
、
電
氣
を
起
し
、
彼
自
身
を
燒
い
た
の
で
あ
る
。

「
齒
車
」
は
我
々
を
、
或
時
は
精
神
病
院
の
そ
れ
の
や
う
な
物
凄
い
ホ
テ
ル

の
一
室
に
、
或
時
は
ア
ス
フ
ア
ル
ト
の
上
に
こ
ろ
が
つ
て
ゐ
る
紙
屑
が
人
間
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の
顏
の
や
う
に
見
え
た
り
す
る
銀
座
通
り
に
、
或
時
は
又
、
彼
の
唯
一
の
避

難
所
で
あ
る
見
す
ぼ
ら
し
い
カ
ツ
フ
エ
の
中
に
持
つ
て
行
く
。
狂
ほ
し
い
彼

は
、
さ
う
い
ふ
ホ
テ
ル
や
銀
座
通
り
や
カ
ツ
フ
エ
の
中
に
あ
つ
て
絶
え
ず

「
何
か
知
ら
な
い
も
の
」
に
つ
け
狙
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
絶
え
ず
そ
れ
の

象
徴
で
あ
る
や
う
な
、
自
分
の
視
野
の
内
に
𢌞
つ
て
ゐ
る
半
透
明
の
齒
車
を

感
じ
て
ゐ
る
。
そ
し
て bizarre 

な
錯
覺
と
幻
覺
と
で
一
ぱ
い
に
な
つ
て
ゐ

る
暗
黒
が
、
彼
を
次
第
次
第
に
ひ
し
ひ
し
と
取
か
こ
ん
で
く
る
。
　
　
し
か

し
こ
の
作
品
は
、
單
な
る
精
神
病
學
の
記
録
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
の
主
人

公
の
病
的
な
心
理
描
寫
に
の
み
我
々
の
興
味
を
向
け
て
は
い
け
な
い
の
だ
。

我
々
は
こ
れ
ら
の
病
的
な
感
覺
の
渦
を
通
し
て
、
絶
え
ず
彼
を
つ
け
狙
つ
て

ゐ
る
「
何
か
知
ら
な
い
も
の
」
を
見
究
は
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
し
て
そ
の
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「
何
か
知
ら
な
い
も
の
」
が
い
か
に
彼
を
高
め
る
た
め
に
彼
を
落
し
た
か
を

見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
に
課
せ
ら
れ
た
不
幸
と
運
命
の
不
正
の
た
め
の

怒
り
か
ら
そ
の
「
何
か
知
ら
な
い
も
の
」
に
敢
然
と
挑
戰
す
る
と
き
、
い
か

に
彼
が
地
獄
の
苦
痛
の
中
に
追
ひ
や
ら
れ
る
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
遂
に
、
自
分
の
意
識
し
た
罪
、
意
識
し
な
い
罪
の
た
め
に
、
自
分
を

地
獄
に
あ
る
も
の
と
信
じ
て
、
苦
痛
に
焚
か
れ
な
が
ら
、
「
神
よ
、
我
を
罰

し
た
ま
へ
。
怒
り
給
ふ
こ
と
勿
れ
。
恐
ら
く
は
我
れ
滅
び
ん
」
と
叫
ん
で
ゐ

る
と
こ
ろ
の
彼
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
か
く
し
て
我
々
は
、
彼
の
若
か
つ
た
時
の
作
品
「
孤
獨
地
獄
」
の
中
で
既

に
「
自
分
も
亦
孤
獨
地
獄
に
苦
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
一
人
で
あ
る
」
と
言
は
ず

に
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
彼
が
痛
ま
し
い
ま
で
に
成
長
し
た
姿
を
、
こ
の
「
齒
車
」
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の
中
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
地
獄
の
中
で
神
を
信
じ
よ

う
と
も
が
い
て
ゐ
る
彼
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
ス
ト
リ
ン

ド
ベ
リ
イ
の
や
う
に
、
神
を
信
じ
る
事
は
遂
に
出
來
な
か
つ
た
。
「
齒
車
」

の
中
の
彼
は
、
一
人
の
熱
心
な
ク
リ
ス
ト
教
信
者
と
か
う
い
ふ
對
話
を
交
は

し
て
ゐ
る
。

　
「
如
何
で
す
か
、
こ
の
頃
は
？
」

　
「
不
相
變
神
經
ば
か
り
苛
々
し
て
ね
。
」

　
「
そ
れ
は
藥
で
は
駄
目
で
す
よ
。
信
者
に
な
る
氣
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」

　
「
若
し
僕
で
も
な
れ
る
も
の
な
ら
…
…
」

　
「
何
も
む
づ
か
し
い
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
唯
神
を
信
じ
、
神
の
子
の
基
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督
を
信
じ
、
基
督
の
行
つ
た
奇
蹟
を
信
じ
さ
へ
す
れ
ば
…
…
」

　
「
惡
魔
を
信
じ
る
こ
と
は
出
來
ま
す
が
ね
」

　
「
で
は
な
ぜ
神
を
信
じ
な
い
の
で
す
？
　
若
し
影
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
光

　
も
信
じ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
で
せ
う
？
」

　
「
し
か
し
光
の
な
い
暗
も
あ
る
で
せ
う
。
」

　
「
光
の
な
い
暗
と
は
？
」

　
　
僕
は
默
る
よ
り
外
は
な
か
つ
た
。
彼
も
亦
僕
の
や
う
に
暗
の
中
を
歩
い

　
て
ゐ
た
。
が
、
暗
の
あ
る
以
上
は
光
も
あ
る
と
信
じ
て
ゐ
た
。
僕
等
の
論

　
理
の
異
る
の
は
唯
か
う
云
ふ
一
點
だ
け
だ
つ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
少
く
と

　
も
僕
に
は
越
え
ら
れ
な
い
溝
に
違
ひ
な
か
つ
た
。
…
…
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さ
う
い
ふ
彼
は
、
神
を
力
に
す
る
事
の
出
來
た
中
世
紀
の
人
々
に
唯
羨
し

さ
を
感
じ
る
だ
け
だ
つ
た
。
そ
し
て
神
を
信
じ
る
こ
と
は
　
　
よ
し
神
の
憎

み
を
信
じ
る
と
も
、
神
の
愛
を
信
じ
る
こ
と
だ
け
は
、
遂
に
、
出
來
な
か
つ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
最
後
の
も
の
を
得
る
こ
と
の
出
來
な
か
つ
た
彼

は
、
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　14

　
　
　
彼
は
「
自
殺
」
し
た
。

　
彼
は
い
ま
死
の
中
に
あ
る
。
し
か
し
彼
は
今
で
も
時
々
我
々
の
と
こ
ろ
に
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や
つ
て
來
る
。
唯
、
彼
は
、
生
者
と
死
者
と
の
不
思
議
な
相
違
か
ら
、
死
後

の
彼
に
つ
い
て
は
少
し
も
語
る
事
が
出
來
な
い
。
そ
し
て
唯
、
生
前
の
彼
に

つ
い
て
の
み
我
々
に
語
る
事
が
出
來
る
。
そ
れ
に
反
し
、
我
々
は
も
は
や
彼

の
と
こ
ろ
に
こ
つ
ち
か
ら
は
行
く
事
す
ら
出
來
な
く
な
つ
た
の
だ
。

　
彼
の
死
後
、
續
々
と
、
彼
の
遺
稿
が
發
表
さ
れ
た
。
僕
が
今
そ
れ
に
つ
い

て
語
つ
た
「
齒
車
」
も
、
遺
稿
と
な
つ
て
發
表
さ
れ
た
も
の
だ
つ
た
。
そ
の

外
に
重
な
も
の
を
擧
げ
れ
ば
、

　
「
西
方
の
人
」
（
前
編
は
生
前
に
既
に
發
表
さ
れ
て
ゐ
た
が
）

　
「
闇
中
問
答
」

　
「
或
舊
友
に
送
る
手
記
」
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「
十
本
の
針
」

　
「
或
阿
呆
の
一
生
」
等
。

　
こ
れ
ら
の
も
の
は
（
「
西
方
の
人
」
を
除
け
ば
）
、
す
べ
て
、
作
品
と
云

ふ
よ
り
も
、
も
つ
と
彼
自
身
に
近
い
精
神
的
産
物
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
を
藝﹅

術﹅
家﹅
と﹅
し﹅
て﹅
見
る
時
よ
り
も
彼
を
人﹅
と﹅
し﹅
て﹅
見
る
た
め
に
大
事
な
鍵
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
も
の
に
就
い
て
語
つ
て
行
か
う
と
す
れ
ば
、
勢
ひ
、
人﹅
と﹅
し﹅
て﹅
の

彼
を
も
つ
と
精
細
に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ら
う
。
し
か
し
僕
は

こ
の
稿
は
、
藝﹅
術﹅
家﹅
と﹅
し﹅
て﹅
の
彼
を
論
ず
る
に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
の
僕
に
は
、
人﹅
と﹅
し﹅
て﹅
の
彼
を
嚴
密
に
書
く
事
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
例
へ
ば
、
彼
の
自
殺
の
原
因
の
探
究
に
し
て
も
、
そ
れ
を
藝
術
家
と
し
て

の
、
精
神
生
活
者
と
し
て
の
そ
れ
の
み
に
止
め
た
、
何
故
な
ら
今
そ
の
原
因
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ら
を
彼
の
私
的
な
生
活
に
ま
で
立
入
つ
て
求
め
る
事
は
僕
に
と
り
不
可
能
　

　
と
言
ふ
よ
り
、
し
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
闇
中
問
答
」
そ
の
他
を
論

じ
る
た
め
に
は
、
そ
し
て
そ
れ
を
完
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し

て
其
處
に
立
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ら
う
。
）

　
そ
の
た
め
に
僕
は
此
處
で
は
、
藝
術
家
と
し
て
の
彼
を
見
る
た
め
に
は
、

缺
く
べ
か
ら
ざ
る
彼
の
「
西
方
の
人
」
を
の
み
論
じ
る
に
止
め
る
。

「
西
方
の
人
」
は
彼
の
眞
の
絶
筆
で
あ
る
。
こ
の
續
篇
が
書
き
上
げ
ら
れ
た

の
は
、
實
に
、
彼
の
死
を
決
し
た
、
昭
和
二
年
七
月
二
十
四
日
の
朝
の
事
だ

つ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
作
品
の
中
に
、
彼﹅
の﹅
ク﹅
リ﹅
ス﹅
ト﹅
を
、
或
は
ク﹅

リ﹅
ス﹅
ト﹅
の﹅
中﹅
の﹅
彼﹅
を
描
い
て
ゐ
る
。
彼
は
こ
の
作
品
に
よ
つ
て
彼
自
身
を
ク

リ
ス
ト
の
中
に
深
く
嵌
め
込
む
こ
と
が
出
來
た
。
そ
れ
は
彼
も
亦
ク﹅
リ﹅
ス﹅
ト﹅
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た﹅
ち﹅
の﹅
一﹅
人﹅
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
彼﹅
の﹅
ク﹅
リ﹅
ス﹅
ト﹅
を
我
々
は
い

か
に
こ
の
作
品
の
中
に
見
出
す
か
？

　
彼﹅
が﹅
獨﹅
創﹅
的﹅
に﹅
見﹅
た﹅
と
云
ふ
點
の
み
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
恐
ら
く
は
、

詩
人
兼
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
ク
リ
ス
ト
で
あ
ら
う
。
彼
は
書
く
の
で

あ
る
。

　
「
ク
リ
ス
ト
教
は
ク
リ
ス
自
身
も
實
行
す
る
こ
と
の
出
來
な
か
つ
た
逆
説

　
の
多
い
詩
的
宗
教
で
あ
る
。
彼
は
彼
の
天
才
の
爲
に
人
生
さ
へ
笑
つ
て
投

　
げ
棄
て
て
し
ま
つ
た
。
ワ
イ
ル
ド
の
彼
に
ロ
マ
ン
主
義
者
の
第
一
人
を
發

　
見
し
た
の
は
當
り
前
で
あ
る
。
彼
の
教
へ
た
所
に
よ
れ
ば
、
「
ソ
ロ
モ
ン

　
の
榮
華
の
極
み
の
時
に
だ
に
そ
の
裝
ひ
」
は
風
に
吹
か
れ
る
一
本
の
百
合

　
の
花
に
若
か
な
か
つ
た
。
彼
の
道
は
唯
詩
的
に
　
　
あ
す
の
日
を
思
ひ
煩
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は
ず
に
生
活
し
ろ
と
云
ふ
こ
と
に
存
し
て
ゐ
る
。
何
の
爲
に
？
　
　
　
そ

　
れ
は
勿
論
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
天
國
へ
は
ひ
る
爲
に
違
ひ
な
か
つ
た
。
」

　
彼
は
又
書
い
て
ゐ
る
。

　
「
我
々
は
唯
我
々
自
身
に
近
い
も
の
の
外
は
見
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
少

　
く
と
も
我
々
に
迫
つ
て
來
る
も
の
は
我
々
自
身
に
近
い
も
の
だ
け
で
あ
る
。

　
ク
リ
ス
ト
は
あ
ら
ゆ
る
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
の
や
う
に
こ
の
事
實
を
直
覺
し

　
て
ゐ
た
。
花
嫁
、
葡
萄
園
、
驢
馬
、
工
人
、
　
　
彼
の
教
へ
は
目
の
あ
た

　
り
に
あ
る
も
の
を
一
度
も
利
用
せ
ず
に
す
ま
し
た
こ
と
は
な
い
。
」

　
彼
の
最
も
敬
愛
を
感
じ
た
ク
リ
ス
ト
は
、
そ
の
一
本
の
百
合
の
花
を
「
ソ

ロ
モ
ン
の
榮
華
の
極
み
の
時
」
よ
り
も
更
に
美
し
い
と
感
じ
た
ク
リ
ス
ト
で

あ
り
、
又
、
弟
子
た
ち
を
教
へ
る
た
め
に
い
つ
も
我
々
の
近
く
に
あ
る
も
の
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花
嫁
、
葡
萄
園
、
驢
馬
な
ど
を
利
用
す
る
と
こ
ろ
の
、
後
代
の
ク
リ
ス

ト
教
的
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
の
牧
師
た
ち
も
彼
の
足
許
に
は
遠
く
及
ば
な
い
ジ

ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
・
ク
リ
ス
ト
で
あ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
僕
が
彼
を
ク﹅
リ﹅
ス﹅
ト﹅
た﹅
ち﹅
の﹅
一﹅
人﹅
と
感
じ
る
の
は
、
僕
が
彼
自
身

の
中
に
も
さ
う
い
ふ
ク
リ
ス
ト
同
樣
の
詩
人
兼
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
を
發
見
す

る
が
爲
の
み
で
は
な
い
。
僕
は
彼
の
中
に
も
つ
と
深
く
沈
み
込
む
こ
と
に
よ

つ
て
、
彼
が
ク
リ
ス
ト
と
同
じ
や
う
に
背
負
は
さ
れ
て
ゐ
る
十
字
架
を
見
出

す
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
次
の
數
行
を
注
意
深
く
見
つ
め
よ
。

　
「
ク
リ
ス
ト
は
一
代
の
豫
言
者
に
な
つ
た
。
同
時
に
又
彼
自
身
の
中
の
豫

　
言
者
は
、
　
　
或
は
彼
を
生
ん
だ
聖
靈
は
お
の
づ
か
ら
彼
を
飜
弄
し
出
し

　
た
。
我
々
は
蝋
燭
の
火
に
燒
か
れ
る
蛾
の
中
に
も
彼
を
感
じ
る
で
あ
ら
う
。
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蛾
は
唯
蛾
の
一
匹
に
生
ま
れ
た
爲
に
蝋
燭
の
火
に
燒
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ク
リ
ス
ト
も
亦
蛾
と
變
る
こ
と
は
な
い
。
シ
ヨ
ウ
は
十
字
架
に
懸
け
ら
れ

　
る
た
め
に
イ
エ
ル
サ
レ
ム
へ
行
つ
た
ク
リ
ス
ト
に
雷
に
似
た
冷
笑
を
與
へ

　
て
ゐ
る
。
し
か
し
ク
リ
ス
ト
は
イ
エ
ル
サ
レ
ム
へ
驢
馬
を
驅
つ
て
は
ひ
る

　
前
に
彼
の
十
字
架
を
背
負
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
彼
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も

　
出
來
な
い
運
命
に
近
い
も
の
だ
つ
た
で
あ
ら
う
。
彼
は
そ
こ
で
も
天
才
だ

　
つ
た
と
共
に
や
は
り
畢
に
「
人
の
子
」
だ
つ
た
。
」

　
彼
は
ク
リ
ス
ト
を
十
字
架
に
驅
り
や
つ
た
も
の
は
ク
リ
ス
ト
自
身
の
宗
教

だ
つ
た
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
彼
が
さ
う
言
ふ
の
は
、
單
に
彼
が
新
し
い
宗
教

を
説
い
た
た
め
に
十
字
架
に
懸
つ
た
の
だ
と
言
ふ
意
味
で
は
な
く
、
新
し
い

宗
教
を
説
い
て
ゐ
る
う
ち
に
い
つ
か
十
字
架
に
懸
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
氣
持
に
な
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つ
て
し
ま
ふ
の
だ
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
彼
は
か
く
ク
リ
ス
ト
を
見
る
事
に
よ

つ
て
、
イ
エ
ル
サ
レ
ム
に
赴
い
て
自
殺
的
に
十
字
架
に
懸
つ
た
ク
リ
ス
ト
の

氣
持
を
、
彼
自
身
の
そ
れ
に
近
づ
け
て
ゐ
る
。
自
ら
十
字
架
に
懸
か
ら
ず
に

は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
と
こ
ろ
の
彼
自
身
の
氣
持
に
。

　
實
に
彼
が
ク
リ
ス
ト
の
中
に
見
出
し
た
苦
し
み
は
同
時
に
彼
の
感
じ
た
彼

自
身
の
苦
し
み
だ
つ
た
。
彼
の
見
た
ク
リ
ス
ト
は
、
ク
リ
ス
ト
自
身
に
　
　

ク
リ
ス
ト
自
身
の
中
の
マ
リ
ヤ
に
叛
逆
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
バ
ラ
バ
の
叛
逆

（
唯
自
分
の
敵
に
對
す
る
叛
逆
）
よ
り
も
更
に
根
本
的
な
叛
逆
で
あ
り
、
同

時
に
又
、
「
人
間
的
な
餘
り
に
人
間
的
な
」
叛
逆
だ
つ
た
。
そ
し
て
さ
う
い

ふ
自
分
自
身
に
　
　
自
分
の
中
の
マ
リ
ヤ
（
彼
に
よ
れ
ば
マ
リ
ヤ
は
「
永
遠

に
女
性
な
る
も
の
」
で
は
な
し
に
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
だ
）
に
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對
す
る
叛
逆
者
は
又
彼
（
芥
川
）
自
身
に
外
な
ら
な
い
。
ク
リ
ス
ト
も
、
彼

も
、
マ
リ
ヤ
の
子
供
で
は
あ
つ
た
が
、
同
時
に
聖
靈
（
彼
に
よ
れ
は
聖
靈
は

「
聖
な
る
も
の
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」

だ
）
の
子
供
で
あ
り
、
し
か
も
母
の
マ
リ
ヤ
よ
り
も
父
の
聖
靈
の
支
配
を
受

け
て
ゐ
た
た
め
に
、
さ
う
い
ふ
悲
劇
を
避
け
る
事
が
出
來
な
か
つ
た
の
で
あ

る
。

　
ク
リ
ス
ト
は
「
狐
は
穴
あ
り
。
空
の
鳥
は
巣
あ
り
。
然
れ
ど
も
人
の
子
は

枕
す
る
所
な
し
。
」
と
言
つ
た
。
こ
の
ク
リ
ス
ト
の
言
葉
の
中
に
、
恐
ら
く

は
ク
リ
ス
ト
自
身
も
意
識
し
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
恐
し
い
事
實
を
、
彼
は
見

出
し
た
。
そ
れ
は
我
々
は
狐
や
鳥
に
な
る
外
は
容
易
に
塒
の
見
つ
か
る
も
の

で
は
な
い
と
云
ふ
事
實
で
あ
る
。
そ
れ
が
如
何
に
恐
し
い
事
實
で
あ
る
か
、
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彼
の
悲
痛
な
最
後
が
そ
れ
を
我
々
に
知
ら
せ
る
。

　
「
ゲ
ツ
セ
マ
ネ
の
橄
欖
は
ゴ
ル
ゴ
タ
の
十
字
架
よ
り
も
悲
壯
で
あ
る
。
ク

　
リ
ス
ト
は
死
力
を
揮
ひ
な
が
ら
、
そ
こ
に
彼
自
身
と
も
、
　
　
彼
自
身
の

　
中
の
精
靈
と
も
戰
は
う
と
し
た
。
ゴ
ル
ゴ
タ
の
十
字
架
は
彼
の
上
に
次
第

　
に
影
を
落
さ
う
と
し
て
ゐ
る
。
彼
は
こ
の
事
實
を
知
り
悉
し
て
ゐ
た
。
が
、

　
彼
の
弟
子
た
ち
は
、
　
　
ペ
テ
ロ
さ
へ
彼
の
心
も
ち
を
理
解
す
る
こ
と
は

　
出
來
な
か
つ
た
。
ク
リ
ス
ト
の
祈
り
は
今
日
で
も
我
々
に
迫
る
力
を
持
つ

　
て
ゐ
る
　
　

　
「
わ
が
父
よ
、
若
し
出
來
る
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
杯
を
わ
た
し
か
ら
お
離

　
し
下
さ
い
。
け
れ
ど
も
仕
方
は
な
い
と
仰
有
る
な
ら
ば
、
ど
う
か
御
心
の
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ま
ま
に
な
す
つ
て
下
さ
い
。
」

　
　
あ
ら
ゆ
る
ク
リ
ス
ト
は
人
氣
な
い
夜
中
に
必
ず
か
う
祈
つ
て
ゐ
る
。
同

　
時
に
又
あ
ら
ゆ
る
ク
リ
ス
ト
の
弟
子
た
ち
は
「
い
た
く
憂
て
死
ぬ
ば
か
り
」

　
な
彼
の
心
も
ち
を
理
解
せ
ず
に
橄
欖
の
下
に
眠
つ
て
ゐ
る
…
…
」
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