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は
じ
め
に

一
九
二
七
年
七
月
二
十
四
日
の
未
明
、
芥
川
は
自
ら
命
を
絶
つ
。
彼
の
絶
筆

と
い
わ
れ
る
「
続
西
方
の
人
」、
先
に
脱
稿
し
て
い
た
「
西
方
の
人
」
は
不
思

議
な
魅
力
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
。
福
音
書
に
描
か
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
を

素
材
に
し
た
テ
ー
マ
自
体
の
魅
力
ば
か
り
で
は
な
く
、
読
者
を
様
々
の
想
像
に

駆
り
た
て
る
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
多
い
「
文
体
」
の
魅
力
を
持
っ
て
い
る
。
芥

川
は
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
」
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
現
実
の

生
を
真
摯
に
対
象
化
し
よ
う
と
試
み
た
、
と
は
お
お
か
た
研
究
者
諸
氏
の
一
致

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
作
品
が
自
ら
の
現
実
の
生
を
完
結
さ
せ
る
芥
川
自
身
の

行
為
と
、
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
ず
に
は
お

か
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
者
に
ひ
と
つ
の
道
を
指
示
す
る
の
で
は
な
く
、

解
釈
の
多
様
性
を
許
容
す
る
の
も
魅
力
的
で
あ
る
。
一
方
に
父
な
る
「
聖
霊
」、

他
方
に
母
な
る
「
マ
リ
ア
」
を
配
し
て
、
そ
の
対
立
軸
の
中
心
に
悩
み
苦
し
む

「
人
間
ク
リ
ス
ト
」
が
据
え
ら
れ
る
作
品
の
基
本
構
造
に
つ
い
て
も
や
は
り
諸

氏
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
枠
組
み
の
内
実
に
一
歩
立
ち
入

る
と
、
そ
の
解
釈
は
「
天
上
か
ら
地
上
へ
」
か
「
地
上
か
ら
天
上
へ
」
か
の
よ

う
に
百
八
十
度
の
懸
隔
を
見
せ
る
。
一
方
で
笹
淵
友
一
氏
は
「『
西
方
の
人
』

は
こ
の
よ
う
に
宗
教
性
や
倫
理
性
を
欠
く
単
な
る
上
昇
型
浪
漫
精
神
と
呼
ぶ
べ

き
も
の
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
１
）
」
と
語
り
、「『
西
方
の
人
』

の
主
題
は
何
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
筆
者
は
直
ち
に
、『
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る

も
の
の
悲
劇
』
と
答
え
た
い
２
）
」
と
断
言
す
る
。
他
方
で
佐
藤
泰
正
氏
は
、

「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
の
「
宿
命
」
や
「
悲
劇
」
を
強
調
す
る
こ
と

に
疑
念
を
呈
し
て
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
マ
リ
ア
の
役
割
を
重
視
す

る
３
）
。
こ
の
解
釈
の
両
極
は
周
知
の
よ
う
に
、「
西
方
の
人
」
第
三
十
六
章

「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
」
の
一
句
、「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
為
に
無
残
に
も
折
れ

た
梯
子
」
に
か
か
わ
る
論
争
に
そ
の
極
点
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
論
争
が
、

芥
川
「
西
方
の
人
」
と
ゲ
ー
テ
の
『
デ
ィ
ヴ
ァ
ン
』

Akutagaw
a
s

Seiho
no

H
ito

and
G
oethe

s
D
ivan

稲
　
　
垣
　
　
孝
　
　
博

IN
AG

AK
I

Takahiro

’“
”

’



両
陣
営
そ
れ
ぞ
れ
に
説
得
力
の
あ
る
論
拠
を
展
開
し
て
な
か
な
か
に
結
着
を
見

な
い
の
も
、「
西
方
の
人
」
と
い
う
作
品
の
性
格
に
由
来
す
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
佐
藤
泰
正
氏
が
「
こ
の
『
西
方
の
人
』
一
篇
を
論
ず
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
、

評
者
自
身
の
『
本
体
を
露
』
わ
す
こ
と
と
も
な
ろ
う
４
）
」
と
断
ず
る
が
ご
と
く
、

こ
の
作
品
は
「
比
喩
の
文
学
」
た
る
特
性
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

さ
て
小
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
論
争
に
容
喙
す
る
意
図
は
毛
頭
も
ち
合
わ
せ

て
い
な
い
。
こ
の
作
品
の
魅
力
に
惹
か
れ
る
ひ
と
り
の
読
者
と
し
て
、
そ
の
魅

力
の
一
断
面
を
わ
ず
か
に
で
も
照
射
で
き
た
ら
と
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ

を
ひ
と
り
の
脇
役
の
働
き
に
焦
点
を
絞
っ
て
試
み
て
み
た
い
。「
西
方
の
人
」

の
は
じ
め
か
ら
「
続
西
方
の
人
」
の
最
後
ま
で
主
人
公
ク
リ
ス
ト
と
陰
に
陽
に

対
比
さ
れ
る
ゲ
ー
テ
像
で
あ
る
。
最
後
の
最
後
ま
で
影
の
よ
う
に
ク
リ
ス
ト
の

周
辺
に
つ
き
ま
と
う
ゲ
ー
テ
と
い
う
人
物
像
の
役
割
全
体
の
解
明
は
無
理
と
し

て
も
、「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
第
四
十
五
章D

ivan
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
ゲ
ー
テ

の
人
物
像
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
「
西
方
の
人
」
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た

の
か
を
考
え
る
な
か
に
、
作
品
「
西
方
の
人
」
に
お
け
る
ゲ
ー
テ
像
の
役
割
の

一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
れ
が
小
論
の
目
的
で
あ
る
。
実
証
を
目
指
し
な

が
ら
、
そ
の
限
界
に
阻
ま
れ
、
仮
説
と
推
論
の
方
法
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
仮
説
が
実
証
を
導
く
よ
く
あ
る
例
に
な
ら
う
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

一ま
ず
は
作
品
の
具
体
的
な
記
述
の
確
認
か
ら
は
じ
め
よ
う
。「
西
方
の
人
」

で
は
第
三
章
「
聖
霊
」、
第
二
十
六
章
「
幼
な
児
の
如
く
」、
第
三
十
六
章
「
ク

リ
ス
ト
の
一
生
」
の
三
箇
所
で
、
ま
た
「
続
西
方
の
人
」
で
も
第
十
四
章
「
孤

身
」、
第
十
六
章
「
サ
ド
カ
イ
の
徒
や
パ
リ
サ
イ
の
徒
」、
第
二
十
二
章
「
貧
し

い
人
た
ち
に
」
の
三
箇
所
で
ゲ
ー
テ
に
た
い
す
る
言
及
が
さ
れ
て
い
る
。
頻
度

を
ど
う
考
え
る
か
は
、
ひ
と
ま
ず
措
い
た
と
し
て
も
言
及
箇
所
の
重
要
性
に
つ

い
て
は
異
論
が
あ
る
ま
い
。
ま
ず
「
西
方
の
人
」
の
第
三
章
「
聖
霊
」
で
著
者

は
、「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
の
象
徴
で
あ
る
「
聖
霊
」
を
紹
介
し
な

が
ら
ゲ
ー
テ
を
引
き
合
い
に
出
す
。「
ゲ
エ
テ
は
い
つ
も
聖
霊
にD

aem
on

の
名

を
与
へ
て
ゐ
た
。
の
み
な
ら
ず
い
つ
も
こ
の
聖
霊
に
捉
は
れ
な
い
や
う
に
警
戒

し
て
ゐ
た
５
）
。」
こ
こ
で
作
者
は
、
ゲ
ー
テ
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
聖

霊
」
の
脱
聖
書
化
を
お
こ
な
い
、
価
値
の
相
対
化
を
提
示
す
る
。「
聖
霊
は
悪

魔
や
天
使
で
は
な
い
。
勿
論
、
神
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
。」「
聖
霊
」
は
わ

れ
わ
れ
を
引
き
揚
げ
て
い
く
求
心
力
を
持
つ
と
と
も
に
「
捉
は
れ
」
る
危
険
性

を
も
あ
わ
せ
持
っ
た
存
在
で
あ
る
。
作
品
の
出
発
点
で
作
品
の
「
動
輪
」
と
も

な
る
「
聖
霊
」
の
紹
介
に
ゲ
ー
テ
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
事
実
は
注
目

に
値
す
る
。

次
に
第
三
十
六
章
「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
」
の
書
き
出
し
で
、
主
人
公
ク
リ
ス

ト
の
一
生
が
以
下
の
よ
う
に
総
括
さ
れ
る
。「
勿
論
ク
リ
ス
ト
の
一
生
は
あ
ら

ゆ
る
天
才
の
一
生
の
や
う
に
情
熱
に
燃
え
た
一
生
で
あ
る
。
彼
は
母
の
マ
リ
ア

よ
り
も
父
の
聖
霊
の
支
配
を
受
け
て
ゐ
た
。
彼
の
十
字
架
の
上
の
悲
劇
は
実
に

そ
こ
に
存
し
て
ゐ
る
。」（
第
十
五
巻
二
七
二
）
そ
し
て
こ
の
悲
劇
的
な
人
生
と

対
照
的
な
人
生
、
い
や
正
確
に
言
う
と
、
こ
の
悲
劇
を
乗
り
越
え
た
人
生
を
歩

ん
だ
詩
人
の
例
と
し
て
ゲ
ー
テ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
聖
霊
は
こ
の
詩
人
の

中
に
マ
リ
ア
と
吊
り
合
ひ
を
取
つ
て
住
ま
つ
て
ゐ
る
。」「
彼
は
実
に
人
生
の
上

、
、
、
、

に
は

、
、

ク
リ
ス
ト
よ
り
も
更
に
大
き
か
つ
た
。」
し
か
し
作
者
は
章
の
半
ば
で
ゲ

ー
テ
を
語
り
な
が
ら
、
そ
の
語
り
の
調
性
を
転
換
さ
せ
て
い
る
。「
し
か
し

我
々
の
ゲ
エ
テ
を
愛
す
る
の
は
マ
リ
ア
の
子
供
だ
つ
た
為
で
は
な
い
。」「
我
々

の
ゲ
エ
テ
を
愛
す
る
の
は
唯
聖
霊
の
子
供
だ
つ
た
為
で
あ
る
。」
こ
の
転
調
と

─165（28）─



と
も
に
ク
リ
ス
ト
の
一
生
の
描
き
方
も
一
転
し
て
肯
定
的
な
響
き
を
持
っ
て
く

る
。「
ク
リ
ス
ト
教
は
或
は
滅
び
る
で
あ
ら
う
。
少
く
と
も
絶
え
ず
変
化
し
て

ゐ
る
。
け
れ
ど
も
ク
リ
ス
ト
の
一
生
は
い
つ
も
我
々
を
動
か
す
で
あ
ら
う
。」

「
続
西
方
の
人
」
の
最
終
章
「
貧
し
い
人
た
ち
に
」
で
は
、「
し
か
し
彼
の

一
生
は
い
つ
も
我
々
を
動
か
す
で
あ
ら
う
」（
第
十
五
巻
二
八
九
）
の
表
現
が

ふ
た
た
び
提
示
さ
れ
て
、
最
後
に
「
我
々
は
エ
マ
ヲ
の
旅
び
と
た
ち
の
や
う
に

我
々
の
心
を
燃
え
上
ら
せ
る
ク
リ
ス
ト
を
求
め
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
あ
ら

う
」
の
言
葉
と
と
も
に
作
者
は
筆
を
擱
く
。
し
か
し
こ
の
ふ
た
つ
の
表
現
の
あ

い
だ
に
突
然
の
よ
う
に
挿
入
さ
れ
る
「
ゲ
エ
テ
は
婉
曲
に
ク
リ
ス
ト
に
対
す
る

彼
の
軽
蔑
を
示
し
て
ゐ
る
。
丁
度
後
代
の
ク
リ
ス
ト
た
ち
の
多
少
は
ゲ
エ
テ
を

嫉
妬
し
て
ゐ
る
や
う
に
」
の
文
章
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
終

局
面
に
お
け
る
ク
リ
ス
ト
と
ゲ
ー
テ
の
位
置
関
係
は
、
作
品
理
解
の
鍵
を
握
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
西
方
の
人
」
に
お
け
る
ゲ
ー
テ
を
論
じ
た
評
者
は
、
意
外
に
限
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
二
、
三
の
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
高
田
瑞
穂
氏
は
、「「
西
方
の

人
」
論
」
の
な
か
で
「
聖
霊
」
の
章
に
描
か
れ
たD

aem
on

を
論
ず
る
に
あ
た

っ
て
「
闇
中
問
答
」
の
「
僕
」
の
発
言
「
お
前
は
、
犬
だ
。
昔
あ
の
フ
ア
ウ
ス

ト
の
部
屋
へ
犬
に
な
つ
て
は
い
つ
て
い
つ
た
悪
魔
だ
」
を
援
用
し
つ
つ
、
こ
こ

に
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
一
部
の
「
影
」
を
見
て
い
る
。
ま
た
「
続
西
方
の
人
」

第
十
四
章
「
孤
身
」
に
言
及
さ
れ
た
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
二
部
第
一
幕
冒
頭
の

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
独
白
を
引
用
し
た
後
に
こ
う
書
く
。「
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
困
憊
の

根
源
が
、『
最
高
の
存
在
を
目
ざ
し
て
た
ゆ
み
な
く
努
力
を
つ
づ
け
る
』
こ
と

の
中
に
あ
っ
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
『
永
遠
に
超
え
ん
と
す

る
も
の
』
の
宿
命
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ

う
６
）
。」
こ
こ
で
高
田
氏
は
明
ら
か
に
、
ゲ
ー
テ
を
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る

も
の
」
の
側
に
重
点
を
置
く
も
の
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
氏
は
、
第
三
十
六

章
「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
」
に
関
連
し
て
「
ゲ
エ
テ
？
な
ぜ
ゲ
エ
テ
が
こ
こ
に
登

場
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
？
７
）
」
と
至
極
当
然
の
問
い
を
発
し
て
い
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、『
論
考
』
の
な
か
で
は
残
念
な
が
ら
そ
の
答
え
を
明
示
し
て

は
く
れ
な
い
。

笹
淵
友
一
氏
は
、
お
な
じ
第
三
十
六
章
「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
」
に
関
し
て

「
聖
霊
の
子
供
と
し
て
の
ゲ
ー
テ
の
立
場
を
重
視
し
た
作
者
８
）
」
と
断
定
す
る
。

「
イ
ー
カ
ロ
ス
の
昇
天
の
志
向
」
か
ら
論
じ
て
、「
西
方
の
人
」
を
「
上
昇
型
浪

漫
精
神
」
の
、
ひ
い
て
は
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
の
悲
劇
と
断
ず
る

氏
に
し
て
み
れ
ば
、
芥
川
の
ゲ
ー
テ
讃
美
も
や
は
り
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
無
限
欲
求

の
方
向
か
ら
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

前
二
者
と
は
対
照
的
に
関
口
安
義
氏
は
、「
聖
霊
」
の
章
を
論
ず
る
に
あ
た

っ
て
、
高
田
氏
と
同
様
ゲ
ー
テ
の
デ
ー
モ
ン
の
概
念
を
引
用
し
な
が
ら
も
、

「
闇
中
問
答
」
と
「
侏
儒
の
言
葉
」
で
芥
川
の
使
用
し
て
い
る
「
中
庸
」
と
い

う
概
念
に
注
目
し
て
い
る
。
関
口
氏
は
、「
侏
儒
の
言
葉
」
か
ら
芥
川
の
以
下

の
言
葉
を
引
用
す
る
。「
古
人
は
こ
の
態
度
を
中
庸
と
呼
ん
だ
。
中
庸
と
は
英

吉
利
語
のgood

sense

で
あ
る
。
わ
た
し
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
グ

ッ
ド
セ
ン
ス
を
持
た
な
い
限
り
如
何
な
る
幸
福
も
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
。」

そ
し
て
、
つ
づ
け
て
こ
う
書
く
。「
芥
川
は
こ
の
『
吊
り
合
ひ
の
取
れ
た
性
格
』

の
持
主
の
代
表
者
と
し
て
、
何
度
も
ゲ
ー
テ
を
持
ち
出
し
て
い
る
９
）
。」「
芥
川

が
か
く
も
ゲ
ー
テ
に
あ
こ
が
れ
た
の
は
、
人
生
上
の
た
く
ま
し
い
生
き
方
に
あ

る
の
だ
ろ
う
。」
す
な
わ
ち
関
口
氏
は
、
ゲ
ー
テ
の
芸
術
家
・
詩
人
と
し
て
の

現
実
の
生
き
方
そ
の
も
の
に
芥
川
の
ゲ
ー
テ
理
解
の
鍵
が
あ
る
と
見
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
関
口
氏
も
こ
の
点
に
は
若
干
の
留
保
を
つ
け
て
い
る
。
第
三

十
六
章
「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
」
の
後
半
か
ら
「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
は
み
じ
め
だ
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つ
た
。
が
、
彼
の
後
に
生
ま
れ
た
聖
霊
の
子
供
た
ち
の
一
生
を
象
徴
し
て
ゐ
た
。

（
ゲ
エ
テ
さ
へ
も
実
は
こ
の
例
に
洩
れ
な
い
）」
の
一
節
を
引
用
し
て
こ
う
記
す
。

「
か
く
も
偉
大
な
ゲ
ー
テ
も
自
分
の
仲
間
の
一
人
で
あ
り
、
窮
極
は
こ
の
『
娑

婆
苦
』
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
認
識
、
そ
こ
に
は
し
た
た
か
な
ま
で
の
芥

川
の
言
い
開
き
、
自
己
肯
定
が
う
か
が
え
る
10
）
。」

確
か
に
、「
偉
大
な
」
ゲ
ー
テ
像
は
主
人
公
ク
リ
ス
ト
の
位
置
を
測
る
「
鏡
」

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る

も
の
」
聖
霊
と
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
マ
リ
ア
の
あ
い
だ
で
自
分
の

位
置
を
探
る
ク
リ
ス
ト
、
両
者
の
懸
隔
に
苦
し
む
ク
リ
ス
ト
に
と
っ
て
ゲ
ー
テ

は
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
で
あ
り
、
先
導
者
で
あ
る
と
と
も
に
ま
た
乗
り
越
え
る
対
象
で

も
あ
る
。
あ
る
と
き
は
「
偉
大
な
」
ゲ
ー
テ
像
を
前
に
し
て
自
己
を
卑
下
し
、

あ
る
と
き
は
拮
抗
し
、
ま
た
あ
る
と
き
は
優
越
を
自
覚
す
る
。

小
論
に
お
い
て
は
、「
ク
リ
ス
ト
よ
り
も
偉
大
」
に
見
え
た
詩
人
ゲ
ー
テ
の

前
に
「
絶
望
に
近
い
羨
ま
し
さ
感
じ
」、
自
己
を
「
生
活
的
宦
官
」
と
卑
下
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
主
人
公
を
出
発
点
と
し
た
い
。
そ

し
て
、「
西
方
の
人
」
と
「
続
西
方
の
人
」
で
最
終
的
に
達
し
た
、
関
口
氏
言

う
と
こ
ろ
の
「
自
己
肯
定
」
の
局
面
と
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

二一
九
二
七
年
十
月
の
『
改
造
』
に
遺
稿
と
し
て
発
表
さ
れ
た
「
或
阿
呆
の
一

生
」
に
は
、
昭
和
二
年
六
月
二
十
日
付
の
久
米
正
雄
宛
書
簡
が
添
付
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
日
付
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
が
、
実
際
に
書
か
れ
た
の
は
、
部
分
的
に

重
な
る
と
し
て
も
全
体
と
し
て
は
「
西
方
の
人
」
よ
り
も
前
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
作
品
は
、
芥
川
自
身
が
「
僕
の
阿
呆
さ
加
減
を
笑
つ
て
く
れ
給
へ
」
と
書

く
と
お
り
、
彼
の
現
実
の
生
涯
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く

ま
で
「
自
伝
的
エ
ス
キ
ス
」
で
あ
っ
て
、
ま
た
芥
川
の
強
い
「
制
作
意
欲
」、

創
作
過
程
の
フ
ィ
ル
タ
ー
で
濾
過
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
注
意
を

払
わ
な
い
と
、
わ
れ
わ
れ
は
足
元
を
す
く
わ
れ
る
危
険
に
直
面
す
る
だ
ろ
う
。

「
人
生
は
一
行
の
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
に
も
若
か
な
い
」
と
う
そ
ぶ
く
二
十
歳
の
青

年
を
紹
介
す
る
「
時
代
」
の
章
に
は
じ
ま
っ
て
、「
言
は
ば
刃
の
こ
ぼ
れ
て
し

ま
つ
た
、
細
い
剣
を
杖
に
し
な
が
ら
」「
そ
の
日
暮
ら
し
の
生
活
」
を
す
る

「
敗
北
」
の
章
で
終
わ
る
構
成
は
、
見
事
な
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
を
「
芥
川
文
学
の
総
決
算
」
な
ど
と
早
と
ち
り
す
る
と
、
彼
の
文
学

全
体
を
「
敗
北
の
文
学
」
な
ど
と
総
括
す
る
陥
穽
に
陥
る
の
で
あ
る
。

さ
て
わ
れ
わ
れ
も
材
源
と
し
て
の
直
接
体
験
と
創
作
プ
ロ
セ
ス
の
問
題
に
留

意
し
な
が
ら
、「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
第
四
十
五
章D

ivan

を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
は
全
文
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

D
ivan

は
も
う
一
度
彼
の
心
に
新
し
い
力
を
与
へ
よ
う
と
し
た
。
そ
れ

は
彼
の
知
ら
ず
に
ゐ
た
「
東
洋
的
な
ゲ
エ
テ
」
だ
つ
た
。
彼
は
あ
ら
ゆ
る

善
悪
の
彼
岸
に
悠
々
と
立
つ
て
ゐ
る
ゲ
エ
テ
を
見
、
絶
望
に
近
い
羨
ま
し

さ
を
感
じ
た
。
詩
人
ゲ
エ
テ
は
彼
の
目
に
は
詩
人
ク
リ
ス
ト
よ
り
も
偉
大

だ
つ
た
。
こ
の
詩
人
の
心
の
中
に
は
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
や
ゴ
ル
ゴ
タ
の
外
に

ア
ラ
ビ
ア
の
薔
薇
さ
え
花
を
ひ
ら
い
て
ゐ
た
。
若
し
こ
の
詩
人
の
足
あ
と

を
辿
る
多
少
の
力
を
持
つ
て
ゐ
た
ら
ば
、
│
│
彼
は
デ
ィ
ヴ
ァ
ン
を
読
み

了
り
、
恐
し
い
感
動
の
静
ま
つ
た
後
、
し
み
じ
み
生
活
的
宦
官
に
生
ま
れ

た
彼
自
身
を
軽
蔑
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。（
第
十
六
巻
六
二
）

「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
章
を
追
っ
て
前
か
ら
読
み
進
ん
で
き
た
読
者
は
、
こ

こ
で
か
な
り
の
違
和
感
に
囚
わ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
こ
の
直
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前
の
章
は
「
死
」
と
題
さ
れ
、
縊
死
の
試
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
死
ぬ
こ
と
の
で

き
な
い
主
人
公
の
鬱
々
と
し
た
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
。
主
人
公
の
先
鋭
化
し

た
神
経
に
多
少
の
誇
張
は
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、「
彼
は
あ
ら
ゆ
る
善
悪
の
彼

岸
に
悠
々
と
立
つ
て
ゐ
る
ゲ
エ
テ
を
見
、
絶
望
に
近
い
羨
ま
し
さ
を
感
じ
た
」

と
か
「
詩
人
ゲ
エ
テ
は
彼
の
目
に
は
詩
人
ク
リ
ス
ト
よ
り
も
偉
大
だ
つ
た
」
の

表
現
は
あ
ま
り
に
も
大
仰
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
「
彼
は
デ
ィ
ヴ

ァ
ン
を
読
み
了
り
、
恐
し
い
感
動
の
静
ま
つ
た
後
、
し
み
じ
み
生
活
的
宦
官
に

生
ま
れ
た
彼
自
身
を
軽
蔑
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
」
と
は
、
は
た
し
て
ど

ん
な
事
態
な
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
は
「
デ
ィ
ヴ
ァ
ン
」
と
は
ど
の
よ
う
な
書
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
は

『
西
東
詩
集
』
と
訳
さ
れ
る
こ
の
詩
集
は
、
一
八
一
九
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る

が
、
一
八
一
四
年
以
来
ゲ
ー
テ
が
書
き
溜
め
て
き
た
詩
を
十
二
の
詩
群
、「
書
」

（B
uch

）
に
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
書
」
に
は
、
短
い
も
の
で

二
編
、
長
い
も
の
で
五
十
数
編
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、
各
々
の
詩
が
ま
た

独
自
の
タ
イ
ト
ル
を
持
っ
て
単
独
の
詩
と
し
て
も
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
成
立
史
と
し
て
は
、
十
四
世
紀
ペ
ル
シ
ャ
の
詩
人
ハ
ー
フ
ィ
ス
の
詩
集
が

ド
イ
ツ
語
に
訳
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の
詩
人
に
ゲ
ー
テ
が
己
の
同
類
を
発
見
し
た

こ
と
、
若
い
人
妻
マ
リ
ア
ン
ネ
・
ヴ
ィ
レ
マ
ー
と
の
あ
い
だ
で
「
愛
の
歌
」
を

交
わ
す
「
恋
愛
体
験
」
の
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
ゲ
ー
テ
伝
や
文
学
史
に
は
説
明

さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
マ
リ
ア
ン
ネ
と
の
「
相
聞
歌
」
を
も
と
に
し
た
「
ズ
ー

ラ
イ
カ
の
書
」
や
イ
ス
ラ
ム
の
天
国
を
舞
台
に
し
た
「
天
国
の
書
」
は
、
こ
の

詩
集
の
重
要
な
部
分
だ
が
、
ほ
か
に
も
様
々
な
成
立
の
経
緯
を
持
つ
詩
を
収
め

た
「
観
察
の
書
」
や
「
箴
言
の
書
」
な
ど
『
西
東
詩
集
』
は
多
面
性
を
持
っ
て

い
る
。
比
喩
、
お
も
わ
せ
ぶ
り
、
形
而
上
的
な
思
念
を
多
分
に
盛
り
込
ま
せ
た

詩
も
多
く
、
す
ら
す
ら
と
読
ん
で
「
感
動
」
す
る
よ
う
な
詩
集
で
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
一
度
で
も
こ
の
詩
集
を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は

ド
イ
ツ
人
で
も
難
し
い
と
の
評
判
を
耳
に
し
て
い
た
も
の
は
、「
彼
は
デ
ィ
ヴ

ァ
ン
を
読
み
了
り
、
恐
し
い
感
動
の
静
ま
つ
た
後
」
の
部
分
に
疑
念
を
呈
せ
ざ

る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
部
分
が
「
詩
集
全
体
を
通
読
し
」
の
意
味
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
芥
川
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

つ
づ
く
「
し
み
じ
み
生
活
的
宦
官
に
生
ま
れ
た
彼
自
身
を
軽
蔑
せ
ず
に
は
ゐ

ら
れ
な
か
つ
た
」
の
表
現
に
も
違
和
感
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
『
西
東
詩
集
』
は
、
け
っ
し
て
「
生
活
的
逞
し
さ
」
を
表
現
し
た
詩
集

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
冒
頭
の
詩
「
遁
走
」
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の

詩
集
は
現
実
（
西
方
）
か
ら
逃
れ
、
想
像
の
世
界
に
設
営
さ
れ
た
東
方
の
小
宇

宙
に
遊
ぶ
老
詩
人
の
愛
と
快
楽
を
前
提
と
し
て
い
る
。
実
際
作
者
ゲ
ー
テ
も
こ

の
時
代
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
と
そ
の
後
の
政
治
的
変
化
に
つ
い
て
い
け
ず
、
主

人
で
あ
る
ア
ウ
グ
ス
ト
公
と
の
確
執
も
あ
り
、
現
実
（
時
代
）
と
の
乖
離
を
意

識
せ
ざ
る
を
得
ず
、
な
か
ば
「
浮
い
た
」
状
態
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ゲ
ー
テ
自
身
は
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
挫
折
感
を
味
わ
い
な
が
ら
、
回
春
を
求
め

つ
つ
、
精
神
の
世
界
に
「
愛
と
快
楽
」
の
宇
宙
を
創
造
し
よ
う
と
し
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
主
人
公
は
、『
西
東
詩
集
』
の
ど
の
部
分

に
感
動
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
「
ズ
ー
ラ
イ
カ
の
書
」
だ
ろ
う
か
。
こ
の

書
を
『
西
東
詩
集
』
の
中
核
と
見
る
評
者
は
多
い
。
と
く
に
人
物
伝
を
中
心
と

す
る
伝
記
は
、『
西
東
詩
集
』
を
紹
介
す
る
に
際
し
て
マ
リ
ア
ン
ネ
・
ヴ
ィ
レ

マ
ー
と
の
現
実
の
関
係
に
多
く
の
紙
数
を
割
い
て
い
る
。「
或
阿
呆
の
一
生
」

で
も
第
三
十
七
章
「
越
し
人
」
で
「
彼
と
才
力
の
上
に
も
格
闘
出
来
る
女
」
が

語
ら
れ
、
第
四
十
七
章
「
火
あ
そ
び
」
で
は
「
プ
ラ
ト
ニ
ツ
ク
・
ス
ウ
イ
サ
イ

ド
」
を
約
束
す
る
女
性
が
登
場
す
る
。
芥
川
が
ゲ
ー
テ
と
マ
リ
ア
ン
ネ
の
体
験
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を
己
の
女
性
関
係
に
引
き
比
べ
て
み
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。
た
だ
し
「
ズ

ー
ラ
イ
カ
の
書
」
で
は
、
生
身
の
恋
愛
感
情
と
い
う
よ
り
は
、
想
像
上
の
「
西

方
」
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
舞
台
で
ハ
ー
テ
ム
と
ズ
ー
ラ
イ
カ
の
面
を
か
む
っ
た

「
仮
面
の
恋
」
が
演
じ
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
「
天
国
の
書
」
で
の
詩
人
と

天
女
と
の
清
浄
な
会
話
に
昇
華
さ
れ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
で
あ
る
か
ら
こ
そ

芥
川
は
こ
の
二
人
の
関
係
に
惹
か
れ
た
の
で
あ
る
と
の
論
も
成
り
立
つ
で
あ
ろ

う
。し

か
し
「
清
浄
な
恋
」
の
目
差
す
方
向
は
、「
恐
ろ
し
い
感
動
」
と
い
う
表

現
と
ど
う
し
て
も
調
和
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
第
四
十
五
章

D
ivan

の
冒
頭
の
表
現
「D

ivan
は
も
う
一
度
彼
の
心
に
新
し
い
力
を
与
へ
よ
う

と
し
た
」
に
こ
だ
わ
り
た
い
と
思
う
。
こ
の
章
に
先
駆
け
る
第
四
十
四
章
「
死
」

で
は
、
自
殺
を
試
み
な
が
ら
死
ね
ず
に
い
る
主
人
公
の
苦
し
み
が
描
か
れ
て
い

る
。
そ
の
章
を
受
け
て
「
も
う
一
度
彼
の
心
に
新
し
い
力
」
と
語
り
は
じ
め
た

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
新
し
い
力
」
は
ど
う
し
て
も
「
死
」
と
関
わ
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
で
基
礎
的
な
問
題
に
立
ち
か
え
っ
て
、
芥
川
が
『
西

東
詩
集
』
を
ど
う
読
ん
だ
か
の
問
題
を
、
実
際
の
文
献
の
面
か
ら
考
え
て
み
よ

う
。三芥

川
が
ゲ
ー
テ
に
つ
い
て
の
知
識
を
、
い
つ
、
い
か
な
る
文
献
で
蓄
積
し
て

い
っ
た
か
は
不
明
な
点
が
多
く
、
あ
る
程
度
推
測
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
岩

波
新
全
集
の
索
引
で
検
索
し
て
み
る
と
、
一
九
一
六
年
九
月
の
久
米
正
雄
宛
書

簡
に
「
こ
の
頃
ゲ
ー
テ
言
行
録
と
申
す
も
の
を
よ
み
感
歎
多
時
手
巻
を
釈
く
に

忍
び
ざ
る
も
の
有
之
候
」（
第
十
八
巻
五
四
）
の
文
が
見
え
、
一
九
二
〇
年
九

月
二
十
日
付
の
「
雑
筆
」
に
は
「
亀
尾
君
訳
エ
ツ
ケ
ル
マ
ン
の
ゲ
エ
テ
語
録
」

（
第
七
巻
一
一
九
）
へ
の
言
及
が
確
認
さ
れ
る
。

ゲ
ー
テ
の
作
品
自
体
を
読
ん
だ
形
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
も
っ
と
も
古
い
例

は
、
日
本
近
代
文
学
館
に
保
存
さ
れ
る
旧
蔵
書
中
のG

oethe.N
ovels

and
Tales.

London,
B
ell,

1911

だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
品
集
の
目
次
に
は

E
lective

A
ffinities

の
項
目
に4

th
A
ug

1915

、The
Sorrow

s
of

Young
W

erther

の
脇
に28

thD
ec

1913

の
書
き
込
み
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
東
京
帝

大
英
文
科
に
入
学
し
て
ま
だ
間
の
な
い
芥
川
は
、
一
九
一
三
年
の
暮
れ
に
『
若

き
ヴ
ェ
ル
タ
ー
の
悩
み
』
を
英
訳
で
読
ん
だ
こ
と
が
ほ
ぼ
確
認
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
芥
川
が
ゲ
ー
テ
の
作
品
を
原
文
で
読
ん
だ
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
一
九
一
〇
年
九
月
に
入
学
し
た
第
一
高
等
学
校
で
は
、
ド
イ
ツ
語
の
授

業
が
週
九
時
間
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
11
）
。
ほ
と
ん
ど
の
授
業
が
原
書
講

読
に
当
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
高
等
学
校
の
三
年
間
で
も
か
な

り
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
芥
川
自
身
の
ド
イ
ツ

語
に
関
す
る
証
言
に
は
、
あ
ま
り
威
勢
の
よ
い
も
の
が
見
ら
れ
な
い
。
一
九
一

三
年
八
月
の
山
本
喜
誉
司
宛
書
簡
に
は
「
そ
の
あ
と
でG

rim
m

のm
rchen

の

中
の
わ
か
ら
な
い
所
を
き
か
れ
た
が
一
寸
よ
ん
で
み
て
も
判
然
し
な
い
か
ら

い
ゝ
加
減
な
事
を
教
へ
て
『
さ
う
に
ち
が
い
な
い
独
乙
語
に
は
こ
ん
な
使
ひ
方

が
沢
山
あ
る
』
と
誤
訳
に
ま
で
応
援
を
加
へ
て
来
た
」（
第
十
七
巻
一
一
〇
）

と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に
同
じ
頃
の
こ
と
を
回
想
し
た
「
あ
の
頃
の
自

分
の
事
（
削
除
分
）」
に
は
「
尤
も
洋
と
云
つ
て
も
語
学
は
、
独
乙
語
も
仏
蘭

西
語
も
も
の
に
な
ら
な
か
つ
た
か
ら
、
比
較
的
も
の
に
な
ら
な
さ
の
甚
し
く
な

い
英
語
で
、
一
番
余
計
本
を
読
ん
だ
」（
第
四
巻
一
四
四
）
と
書
か
れ
て
い
る
。

日
本
近
代
文
学
館
に
残
さ
れ
た
旧
蔵
書
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
る
と
ど
う
な

る
の
だ
ろ
う
か
。「
芥
川
龍
之
介
文
庫
目
録
12
）
」
に
記
載
さ
れ
た
六
三
八
点
の

─161（32）─



洋
書
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
語
の
も
の
は
二
十
一
冊
13
）

で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
な
ど
外
国
も
の
の
翻
訳
が
八
冊
を
占
め
る
。
ド

イ
ツ
文
学
の
原
書
は
、
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
三
冊
が
目
立
つ
以
外
、
ニ
ー
チ

ェ
、
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
、
ホ
フ
マ
ン
、
デ
ー
メ
ル
が
各
一
冊
ず
つ
。
他
は
、
ラ

フ
ァ
エ
ル
前
派
な
ど
美
術
関
係
の
入
門
書
が
四
冊
、
ギ
リ
シ
ャ
な
ど
の
哲
学
者

の
紹
介
・
入
門
書
が
三
冊
で
あ
る
。
こ
の
入
門
書
類
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば

Pr
rafaelism

us
は
図
版
が
多
く
、
や
さ
し
い
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
啓
蒙
書

で
あ
る
が
、
全
五
十
五
ペ
ー
ジ
中
十
五
ペ
ー
ジ
ま
で
か
な
り
の
数
の
語
意
の
記

入
が
見
ら
れ
る
。
最
初
の
数
ペ
ー
ジ
に
語
意
が
書
き
こ
ま
れ
た
も
の
の
多
い
こ

と
か
ら
、
お
お
か
た
は
教
養
の
修
得
と
と
も
に
ド
イ
ツ
語
の
練
習
の
た
め
に
読

ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
のAlso

sprach
Zarathustra

は
一
九
一
三
年
二
月
十
一
日
の
日

付
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
が
、
全
五
百
二
ペ
ー
ジ
中
で
、
語
意
的
書
き
こ
み
や

下
線
の
多
く
見
ら
れ
る
の
は
六
十
二
ペ
ー
ジ
に
過
ぎ
な
い
。
教
科
書
と
し
て
使

用
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
残
り
は
流
し
読
み
し
た
と
し
て
も
こ
れ
を
読
了
し
た

と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
本
の
書
き
こ
み
か
ら
ち
ょ
う
ど

十
年
後
、
一
九
二
三
年
、
当
時
東
大
独
文
科
の
学
生
だ
っ
た
菅
藤
高
徳
と
と
も

に
読
ん
だ
ホ
フ
マ
ン
のD

ie
Elixiere

des
Teufels

に
は
、
三
百
十
五
ペ
ー
ジ

中
最
初
の
七
十
一
ペ
ー
ジ
ま
で
多
数
の
語
意
的
書
き
こ
み
が
見
ら
れ
る
。

翻
訳
も
の
が
八
冊
残
さ
れ
て
い
る
事
実
は
注
目
に
値
す
る
。
当
時
英
訳
よ
り

も
独
訳
で
の
方
が
手
に
入
り
や
す
い
書
物
も
稀
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
芥
川
が
、
英
語
と
と
も
に
ド
イ
ツ
語
で
で
も
原
書
を
自
由

に
読
み
こ
な
そ
う
と
の
意
欲
と
願
望
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し

か
し
三
十
歳
を
過
ぎ
て
読
ん
だD

ie
Elixiere

des
Teufels

の
書
き
こ
み
か
ら

判
断
す
る
限
り
で
は
、
ド
イ
ツ
語
の
読
解
力
は
辞
書
を
片
手
に
苦
闘
す
る
と
い

う
段
階
か
ら
そ
れ
ほ
ど
進
歩
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
言
う
た
め
に
前
置
き
が
ひ
ど
く
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

が
、
結
局
、
芥
川
は
ゲ
ー
テ
の
作
品
を
原
書
で
は
読
ん
で
い
な
か
っ
た
と
断
言

し
て
も
間
違
い
は
な
か
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
、
断
片
的
な
も
の
は
別
と
し
て
、

小
説
や
詩
集
全
体
を
一
個
の
作
品
と
し
て
楽
し
む
と
い
う
よ
う
な
読
み
か
た
は

で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

二
十
一
歳
の
芥
川
は
、
一
九
一
三
年
の
暮
れ
に
『
若
き
ヴ
ェ
ル
タ
ー
の
悩
み
』

を
英
訳
で
読
ん
だ
。
芥
川
の
ゲ
ー
テ
体
験
に
と
っ
て
一
九
一
三
年
は
、
画
期
を

な
し
た
年
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
�
外
訳
『
フ
ア
ウ
ス
ト
』

の
刊
行
で
あ
り
、『
フ
ア
ウ
ス
ト
』
の
観
劇
体
験
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

芥
川
が
�
外
の
作
品
か
ら
多
大
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
、
芥
川
自
身
が
「
小

説
を
書
き
出
し
た
の
は
友
人
の
煽
動
に
負
ふ
所
が
多
い
」
の
な
か
で
中
学
時
代

を
回
顧
し
な
が
ら
「
森
さ
ん
の
も
の
も
大
抵
皆
読
ん
で
ゐ
る
」（
第
四
巻
一
五

九
）
と
書
き
、
一
九
二
五
年
の
合
評
会
で
は
「
貴
方
は
夏
目
さ
ん
の
感
化
よ
り
、

鷗 

�
外
さ
ん
の
感
化
が
多
い
や
う
ぢ
や
な
い
で
す
か
」
と
問
わ
れ
て
、「
森
さ
ん

の
翻
訳
さ
れ
た
小
説
の
感
化
ぢ
や
な
い
で
す
か
」（
第
十
六
巻
二
三
八
）
と
答

え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。

芥
川
の
具
体
的
な
創
作
へ
の
影
響
と
い
う
点
で
は
『
諸
国
物
語
』
に
収
め
ら

れ
た
諸
短
編
が
重
要
で
あ
ろ
う
が
14
）
、
自
ら
の
作
品
創
造
と
は
一
線
を
画
し
な

が
ら
、
別
の
意
味
で
『
フ
ア
ウ
ス
ト
』
翻
訳
は
の
ち
の
ち
の
芥
川
に
強
い
作
用

を
残
し
つ
づ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
二
四
年
、
山
本
有
三
の
使
い
で
軽
井

沢
の
つ
る
屋
旅
館
に
芥
川
を
訪
ね
た
高
橋
健
二
は
、
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い

る
。「
私
が
独
文
の
学
生
だ
と
聞
く
と
、
ゲ
ー
テ
だ
け
は
骨
太
く
て
太
刀
打
ち

で
き
な
い
、
と
ゲ
ー
テ
を
礼
賛
し
た
。（
中
略
）『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
一
部
は
、

手
が
と
ど
か
な
い
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
第
二
部
の
空
想
の
大
き
さ
に
至

─160（33）─
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っ
て
は
、
け
た
は
ず
れ
で
、
到
底
か
な
わ
な
い
、
と
芥
川
は
感
嘆
し
て
い
た
15
）
。」

芥
川
が
の
ち
に
読
む
ゲ
ー
テ
伝
の
一
冊
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
のG

oethe

（
英
訳
）

の
二
十
四
ペ
ー
ジ
にN

o,C
roce,no,eve(n)

you
can

notunderstand
the

glam
our

of
Faust

II

の
書
き
こ
み
が
見
ら
れ
る
事
実
、
絶
筆
の
「
続
西
方
の

人
」
に
ま
で
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
二
部
へ
の
言
及
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
か
ら
推
測
し
て
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』、
と
く
に
そ
の
二
部
が
芥
川
の
内
部
で

「
偉
大
な
ゲ
ー
テ
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
芥
川
の
ゲ
ー
テ
体
験
の
質
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
同
じ
一
九
一
三
年

の
十
一
月
に
出
版
さ
れ
た
�
外
の
『
ギ
ヨ
オ
テ
伝
』
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

ほ
ぼ
十
年
後
の
「
文
芸
鑑
賞
講
座
」
で
「
又
実
際
天
才
の
伝
記
―
―
た
と
へ
ば

森
�
外
先
生
の
『
ギ
ヨ
オ
テ
伝
』
を
読
ん
で
御
覧
な
さ
い
」
と
勧
め
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
判
断
し
て
も
、
芥
川
が
こ
の
伝
記
を
か
な
り
読
み
こ
ん
だ
と
考
え
て

も
差
し
障
り
は
あ
る
ま
い
。『
ギ
ヨ
オ
テ
伝
』
は
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ビ
ル
シ
ョ

フ
ス
キ
『
ゲ
ー
テ
―
―
そ
の
生
涯
と
作
品
』
の
抄
訳
と
も
言
え
る
も
の
で
、
目

次
は
ほ
ぼ
原
作
に
忠
実
に
配
し
て
い
る
も
の
の
、
内
容
を
大
胆
に
圧
縮
し
、
引

用
な
ど
は
割
愛
し
た
も
の
で
あ
る
。
ビ
ル
シ
ョ
フ
ス
キ
の
『
ゲ
ー
テ
』
は
、
ゲ

ー
テ
の
実
生
活
上
の
事
実
を
丹
念
に
追
っ
て
、
詳
細
な
実
証
に
優
れ
て
い
る
と

言
わ
れ
る
。
た
だ
現
在
の
視
点
か
ら
振
り
返
る
と
、
ゲ
ー
テ
に
た
い
す
る
人
格

的
尊
敬
に
貫
か
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
十
八
世
紀
後
半
に
見
ら
れ
た
「
ゲ
ー
テ
神

格
化
」
の
潮
流
を
促
進
し
た
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
る
。
�
外
か
ら
八
十
年
後
に

こ
の
伝
記
を
完
訳
し
た
高
橋
義
孝
は
、
自
ら
も
ゲ
ー
テ
讃
美
者
で
あ
る
こ
と
を

認
め
な
が
ら
「
訳
者
後
記
」
に
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

か
つ
て
森
�
外
が
ビ
ル
シ
ョ
フ
ス
キ
の
ゲ
ー
テ
伝
を
各
種
伝
記
の
う
ち

で
「
も
っ
と
も
便
宜
に
纏
ま
っ
た
も
の
」
と
し
て
愛
読
し
、
こ
れ
を
い
わ

ば
底
本
と
し
て
用
い
な
が
ら
彼
の
ゲ
ー
テ
伝
を
書
い
て
以
来
、
わ
が
国
初

期
の
ゲ
ー
テ
受
容
は
と
り
わ
け
ビ
ル
シ
ョ
フ
ス
キ
の
恩
恵
を
こ
う
む
る
と

同
時
に
、
ゲ
ー
テ
は
讃
美
さ
れ
る
べ
き
師
表
的
存
在
だ
と
い
う
固
定
観
念

を
植
え
つ
け
る
「
毒
」
を
も
吸
い
込
ん
だ
の
で
あ
る
16
）
。

芥
川
が
�
外
の
『
ギ
ヨ
オ
テ
伝
』
を
媒
介
し
て
こ
の
「
毒
」
に
感
染
し
、
そ

れ
が
彼
の
「
偉
大
な
ゲ
ー
テ
」
像
形
成
の
一
因
を
な
し
た
と
言
っ
た
ら
、
そ
れ

は
言
い
過
ぎ
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
芥
川
が
、
ゲ
ー
テ
の
作
品
や
作
品

論
よ
り
も
人
生
論
に
惹
か
れ
て
い
た
事
実
は
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

し
か
も
「
偉
大
な
ゲ
ー
テ
」
像
は
、
彼
独
自
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
大
正
時

代
の
知
的
教
養
人
一
般
に
流
布
し
て
い
た
「
常
識
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
言
え
ば
芥
川
自
身
が
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
、「
偉
大
な
ゲ
ー
テ
」
像
を
作

品
創
作
の
戦
略
の
う
ち
の
取
り
こ
ん
だ
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

日
本
近
代
文
学
館
に
残
さ
れ
た
旧
蔵
書
で
は
、
二
冊
の
「
ゲ
ー
テ
伝
」
が
注

目
に
値
す
る
。
一
冊
は
、Lew

es.The
Story

of
G
oethe

s
Life.London,

Sm
ith,1873

で
あ
る
。
こ
の
書
に
は
下
線
、
傍
線
が
か
な
り
の
数
書
き
こ
ま

れ
て
い
て
、
芥
川
が
か
な
り
丁
寧
に
読
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ル
イ
ス
の

『
ゲ
ー
テ
伝
』
は
、
当
時
英
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
は
も
っ
と
も
信
頼
さ
れ
普

及
し
た
ゲ
ー
テ
の
伝
記
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
旧
蔵
書
中
の
一
冊
は
そ
の

簡
約
版
な
の
で
、
作
品
の
引
用
な
ど
の
多
く
は
省
略
さ
れ
、
�
外
の
『
ギ
ヨ
オ

テ
伝
』
と
お
な
じ
く
、
ゲ
ー
テ
の
人
と
な
り
に
絞
っ
て
伝
え
る
構
成
に
な
っ
て

い
る
。

一
九
二
四
年
十
月
、
芥
川
は
京
都
の
小
林
雨
郊
に
、
そ
の
年
の
夏
京
都
丸
善

で
見
か
け
たLife

ofG
oethe

を
送
ら
せ
る
よ
う
依
頼
の
手
紙
を
出
し
て
い
る

─159（34）─
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（
第
二
十
巻
九
七
）。
旧
蔵
書
に
は
そ
の
第
二
巻B

row
n.Life

of
G
oethe,

vol.2.London,M
urray,1920

が
残
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
蔵
書
に

は
東
京
丸
善
の
シ
ー
ル
が
貼
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
の
手
紙
の
依
頼
ど
お

り
に
京
都
か
ら
送
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
の
ち
に
東
京
丸
善
で
購
入
し
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
が
二
冊
目
で
あ
る
。

さ
て
芥
川
が
『
西
東
詩
集
』
を
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
か
の
本
題
に
戻

る
こ
と
に
し
よ
う
。
�
外
の
『
ギ
ヨ
オ
テ
伝
』
で
は
第
四
十
章
「
マ
リ
ア
ン
ネ
」

で
、
マ
リ
ア
ン
ネ
・
ヴ
ィ
レ
マ
ー
と
の
邂
逅
の
模
様
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
『
西
東
詩
集
』（
�
外
は
「
西
東
ヂ
ワ
ン
」
と
表
記
）
に
つ
い
て
は
ハ
ー

フ
ィ
ス
の
紹
介
も
含
め
て
二
、
三
行
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ

で
は
『
ギ
ヨ
オ
テ
伝
』
の
読
者
が
『
西
東
詩
集
』
に
興
味
を
も
つ
可
能
性
は
ほ

ぼ
皆
無
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
ル
イ
ス
のThe
Story

ofG
oethe

s
Life

も

事
情
は
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
編
年
体
で
七
章
構
成
と
な
っ
て
い
る
こ
の

書
は
、
第
七
章
で
一
八
〇
五
年
か
ら
一
八
三
二
年
ま
で
の
な
ん
と
二
十
七
年
間

を
扱
っ
て
い
る
。
当
然
作
品
へ
の
言
及
は
極
め
て
少
な
く
、
こ
の
書
を
読
ん
で

『
西
東
詩
集
』
へ
の
関
心
を
喚
起
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

前
二
著
に
比
較
す
る
と
、
ブ
ラ
ウ
ン
のLife

ofG
oethe

は
、
作
品
紹
介
に

か
な
り
の
重
点
を
置
い
て
い
る
。
旧
蔵
書
に
残
さ
れ
た
本
は
第
二
巻
な
の
で
、

第
二
十
三
章
か
ら
第
三
十
九
章
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
第
三
十
二
章
は

W
E
ST-

STLIC
H
E
R

D
IV

A
N
,1814-1818

と
作
品
名
を
タ
イ
ト
ル
に
付
し

て
い
る
。
こ
の
章
で
は
、
ゲ
ー
テ
の
生
活
上
の
事
情
説
明
に
も
紙
数
を
費
や
し

て
い
る
が
、
タ
イ
ト
ル
に
た
が
わ
ず
『
西
東
詩
集
』
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
と

言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
老
作
家
の
精
神
と
創
作
力
の
「
回
春
」

（rejuvenescence

）
に
よ
っ
て
詩
作
さ
れ
た
「
ズ
ー
ラ
イ
カ
の
書
」
を
『
西
東

詩
集
』
の
要
諦
と
し
て
、
代
表
的
な
詩
節
数
箇
所
を
原
詩
で
紹
介
し
て
い
る
。

ま
た
一
方
で
は
、
こ
の
詩
集
を
人
生
の
智
慧
に
た
い
す
る
「
省
察
の
宝
庫
」
と

理
解
し
、
や
は
り
数
箇
所
の
原
詩
を
箴
言
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
全
体
と
し

て
こ
の
章
は
、『
西
東
詩
集
』
の
紹
介
と
し
て
極
め
て
簡
に
し
て
要
を
得
た
も

の
と
認
め
て
も
異
議
は
な
か
ろ
う
。
お
そ
ら
く
芥
川
は
こ
の
章
を
読
ん
で
は
じ

め
て
『
西
東
詩
集
』
の
内
容
を
知
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
芥
川
が
こ
の
詩
集
の
全
体
像
を
手
に
し
た
の
は
、
一
九
二
六
年
五
月

に
発
行
さ
れ
た
大
村
書
店
版
『
ゲ
ー
テ
全
集
』
第
二
巻
に
お
い
て
で
あ
っ
た
こ

と
は
ほ
ぼ
間
違
い
が
な
か
ろ
う
。
一
九
二
四
年
六
月
の
南
幸
夫
宛
て
書
簡
で

「
ゲ
エ
テ
全
集
の
事
、
聚
英
閣
の
は
小
生
の
友
人
も
関
係
し
て
ゐ
る
事
で
あ
り
、

推
セ
ン
出
来
る
と
好
い
の
で
す
が
ど
う
も
公
平
に
考
へ
て
大
村
の
方
の
が
好
く

は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
」（
第
二
十
巻
七
〇
）
と
、
こ
の
年
刊
行
が
は
じ
ま
る

大
村
書
店
版
『
ゲ
ー
テ
全
集
』
を
推
奨
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
強
く
ゲ
ー
テ
に

関
心
を
持
っ
て
い
た
芥
川
が
こ
の
後
次
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
く
『
全
集
』
の
各

巻
を
読
ま
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
す
く
な
く
と
も
、
送
ら
れ
て
き
た
新

刊
に
ざ
っ
と
目
を
通
す
こ
と
は
し
た
で
あ
ろ
う
。

Ö
 

四繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、『
西
東
詩
集
』
は
難
解
の
書
で
あ
る
。
大
村
書

店
版
『
ゲ
ー
テ
全
集
』
の
訳
者
、
奥
津
彦
重
も
「
西
東
詩
篇
」
の
前
に
つ
け
た

二
十
数
ペ
ー
ジ
の
「
解
題
」
の
冒
頭
に
こ
う
書
い
て
い
る
。

獨
逸
の
諸
評
家
も
言
つ
て
居
る
や
う
に
、
ゲ
ー
テ
の
「
西
東
詩
篇
」
に

理
解
の
歩
を
入
れ
る
の
は
な
か
な
か
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
獨
逸
人
で
さ

へ
も
こ
れ
を
難
解
の
書
と
し
て
、「
フ
ア
ウ
ス
ト
」
第
二
部
と
同
じ
く
、

そ
の
有
名
な
割
合
に
は
實
際
に
讀
ま
れ
る
こ
と
は
少
い
ら
し
い
。
既
に
本

─158（35）─
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國
に
於
て
さ
へ
も
か
か
る
次
第
で
あ
る
か
ら
、吾
吾
外
國
人
に
と
つ
て
は
、

そ
れ
を
眞
に
味
識
す
る
の
は
至
難
の
業
と
言
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
17
）
。

芥
川
は
も
ち
ろ
ん
、『
全
集
』
第
二
巻
の
冒
頭
に
書
か
れ
た
こ
の
文
章
を
読

ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
主
人
公
に
「
デ
ィ
ヴ
ァ
ン
を
読

み
了
り
」、「
恐
し
い
感
動
」
を
覚
え
た
と
告
白
さ
せ
た
と
き
、
芥
川
の
こ
こ
ろ

に
密
か
な
快
感
が
う
ご
め
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
実
際
、
一
九
二
六
年
の
夏
か

ら
暮
れ
に
か
け
て
の
芥
川
は
、
不
眠
症
や
下
痢
に
悩
ま
さ
れ
、
鵠
沼
海
岸
と
田

端
を
往
復
し
な
が
ら
苦
し
い
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
こ
の
難
解
な
詩
集
の
全
体

を
味
読
す
る
読
み
方
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。「
デ
ィ
ヴ
ァ
ン
」
を

『
西
東
詩
集
』
の
全
体
と
理
解
す
る
の
な
ら
ば
、「
デ
ィ
ヴ
ァ
ン
を
読
み
了
り
」、

「
恐
し
い
感
動
」
を
覚
え
た
の
は
完
全
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

し
か
し
「
恐
し
い
感
動
」
が
虚
構
の
感
動
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
作
品
の
コ

ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
或
阿
呆
の
一
生
」

第
四
十
五
章
は
、「D

ivan

は
も
う
一
度
彼
の
心
に
新
し
い
力
を
与
へ
よ
う
と
し

た
」
で
は
じ
ま
り
、「
恐
し
い
感
動
」
と
「
生
活
的
宦
官
」
の
述
懐
で
終
わ
っ

て
い
る
。「
恐
し
い
感
動
」
は
冒
頭
の
「
新
し
い
力
」
に
帰
環
す
る
構
造
に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
新
し
い
力
」
は
当
然
、
直
前
の
第
四
十
四
章
「
死
」

を
受
け
て
い
る
。
つ
ま
り
「
或
阿
呆
の
一
生
」
を
素
直
に
読
む
な
ら
ば
、「
恐

し
い
感
動
」
は
こ
の
「
死
」
と
の
関
連
以
外
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。

さ
て
こ
こ
で
本
論
最
大
の
仮
説
を
提
起
し
よ
う
。
そ
れ
は
、「
恐
し
い
感
動
」

は
『
西
東
詩
集
』
全
体
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
詩
集
の
有
名
な

一
句
を
め
ぐ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。

「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
文
脈
か
ら
判
断
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
の
芥
川

も
こ
の
時
期
「
い
か
に
死
す
か
」
の
問
題
に
取
り
つ
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
死
を
願
い
、
死
を
恐
れ
て
苦
し
む
こ
こ
ろ
に
「
死
し
て
成
れ
」

の
一
句
が
強
烈
に
飛
び
こ
ん
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
芥
川
の
こ

の
体
験
に
ブ
ラ
ウ
ン
のLife

ofG
oethe

が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
と
い
う

の
が
筆
者
の
推
測
で
あ
る
。
一
九
二
六
年
（
大
正
十
五
年
）
の
夏
か
ら
秋
に
か

け
て
の
あ
る
時
期
、
芥
川
は
奥
津
訳
「
西
東
詩
篇
」
を
手
に
し
た
。
そ
の
と
き

改
め
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
のLife

ofG
oethe

第
三
十
二
章
を
読
ん
だ
の
で
は
な
い

か
。
あ
る
い
は
ゲ
ー
テ
の
伝
記
に
関
心
を
持
ち
、Life

ofG
oethe

を
読
み
進
む

う
ち
にD

ivan

の
紹
介
に
こ
こ
ろ
惹
か
れ
、
改
め
て
奥
津
訳
「
西
東
詩
篇
」
を

読
み
直
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
第
一
に
、「
或
阿
呆
の
一
生
」
の

第
四
十
五
章
に
付
し
たD

ivan

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
表
記
方
法
が
、
単
に
芥
川

の
韜
晦
と
見
る
よ
り
も
、Life

ofG
oethe

の
第
三
十
二
章
（D

ivan

を
主
語
と

し
て
説
明
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
）
の
読
解
か
ら
連
続
的
に
執
筆
に
つ
な
が
っ

た
結
果
だ
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
や
や
隔
靴
掻
痒
の

感
の
あ
る
奥
津
訳
日
本
語
の
群
れ
の
な
か
か
ら
「
死
し
て
、
成
れ
よ
！
」
の
句

と
出
会
う
よ
り
も
、Life

ofG
oethe

の
簡
便
な
説
明
と
と
も
に
要
所
だ
け
引

用
さ
れ
た
原
詩
の
な
か
に

Stirb
und

w
erde!

の
句
に
感
動
す
る
確
率
の
ほ
う

が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
基
礎
動
詞
の
命
令
形
の
響

き
は
、
芥
川
の
こ
こ
ろ
に
強
い
反
響
を
呼
び
覚
ま
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
しLife

ofG
oethe

に
は
原
詩SELIG

E
SEH

N
SU

C
H
T

の
最
後
の
一

節
、
四
行
が
引
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ど
ち
ら
が
先
か
は
措
い
た
と
し

て
も
、
芥
川
は
い
ず
れ
奥
津
訳
で
こ
の
詩
の
全
体
を
読
ん
だ
こ
と
は
確
実
で
あ

る
。
こ
の
詩
を
奥
津
は
以
下
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

幸
あ
る
憧
憬

誰
に
も
語
る
な
、
聖
者
を
お
い
て
は
、
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衆
生
は
直
ぐ
に
も
嘲
笑
ふ
べ
け
れ
ば
、

焔
に
飛
び
入
つ
て
死
ぬ
を
の
ぞ
む

か
の
生
あ
る
者
を
こ
そ
わ
れ
の
讃
ふ
と
。

汝
を
生
み
、
汝
も
生
む
業
を
營
む

か
の
愛
の
夜
な
夜
な
の
凉
気
の
う
ち
に
、

ま
だ
知
ら
ぬ
欣
希
の
俄
か
に
襲
ふ
、

静
か
な
る
蝋
燭
の
輝
く
と
き
に
。

闇
た
ち
こ
む
る
陰
の
う
ち
に

汝
の
閉
ぢ
こ
め
ら
る
る
こ
と
最
早
な
し
。

さ
て
新
ら
し
き
欲
求
の
汝
を
�
り
て
、

一
し
ほ
立
優
り
し
抱
合
に
導
か
ん
。

遠
き
所
も
汝
に
は
難
き
こ
と
な
し
、

飛
び
、
追
は
れ
て
、
汝
は
来
る
。

し
か
も
遂
に
は
、
光
を
ね
が
ひ
て
、

胡
蝶
と
な
れ
る
汝
、
身
を
焼
き
亡
ぼ
す
。

「
死
し
て
、
成
れ
よ
！
」、
こ
の
意

こ
こ
ろ

を

汝
、
身
に
さ
と
ら
ざ
る
限
り
は
、

こ
の
暗
き
地
上
の
世
界
に
て
、

た
だ
陰
氣
な
る
客
人

ま
ら
う
ど

に
す
ぎ
ざ
ら
む
。

こ
の
詩
は
『
西
東
詩
集
』
の
冒
頭
を
飾
る
「
歌
人
の
書
」
の
末
尾
に
置
か
れ
、

詩
集
全
体
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
闇
と
光
、
エ
ロ
ス
的
な
も

の
と
天
上
的
な
も
の
の
対
立
の
な
か
で
、
地
上
的
な
愛
が
「
よ
り
高
い
ま
ぐ
わ

い
」
へ
と
昇
華
さ
れ
る
こ
と
を
憧
憬
す
る
。
そ
の
核
を
な
す
の
が
「
焔
に
飛
び

こ
み
身
を
焼
く
虫
」
の
比
喩
で
あ
る
。

奥
津
訳
は
全
体
と
し
て
こ
の
詩
の
核
心
を
捉
え
そ
こ
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
ず
タ
イ
ト
ル
の
「
幸
あ
る
」
は
原
詩
で
はSelige

で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
版
『
ゲ
ー
テ
全
集
』
の
注
釈
に
よ
れ

ば
、
ゲ
ー
テ
自
身
と
と
も
に
当
時
の
使
用
法
で
は
よ
り
宗
教
的
領
域
に
関
連
づ

け
て
使
わ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
18
）
。
奥
津
訳
は
、
こ
の
「
宗
教
性
」

「
天
上
性
」
を
捉
え
損
ね
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
憧
憬
の
対
象
で
あ
る
「
抱
合
」

は
、「
一
し
ほ
立
優
り
し
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
よ
り
高
い
」「
よ

り
天
上
的
な
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
第
四
節
に
重
大
な
問
題
が

あ
る
。
原
詩
を
示
そ
う
。

K
eine

Ferne
m

achtdich
schw

ierig,
K
om

m
stgeflogen

und
gebannt,

U
nd

zuletzt,des
Lichts

begierig,
B
istdu,Schm

etterling,verbrannt.

19
）

Schm
etterling

を
「
胡
蝶
」
と
訳
す
の
は
い
か
に
も
優
美
な
雰
囲
気
を
か
も

し
出
す
が
、
こ
の
場
合
ふ
さ
わ
し
い
訳
と
は
言
い
が
た
い
。「
追
は
れ
て
」
は
、

bannen

と
い
う
動
詞
を
「
破
門
す
る
」「
追
放
す
る
」
の
意
に
解
釈
し
た
の
だ

が
、
こ
こ
で
は
「
呪
縛
さ
れ
て
」
の
意
味
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
運
命
的
な
も
の
、

よ
り
高
次
の
何
も
の
か
に
「
囚
わ
れ
て
」「
飛
ん
で
来
る
」
の
で
あ
る
。「
光
を

ね
が
ひ
て
」
も
、「
闇
」
に
た
い
す
る
「
光
」
で
は
あ
る
が
、「
焔
を
欲
し
て
」
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と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
詩
の
第
一
節
で
「
焔
に
飛
び
入
つ

て
死
ぬ
を
の
ぞ
む
か
の
生
あ
る
者
を
こ
そ
わ
れ
の
讃
ふ
と
」
と
謳
い
あ
げ
ら
れ

た
部
分
と
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
呪
縛
さ
れ
て
」
に
「
本
能
の
命
ず
る

ま
ま
に
」
の
意
味
も
あ
る
と
考
え
る
と
、
こ
こ
で
焔
に
飛
び
こ
む
の
は
、
ど
う

し
て
も
「
胡
蝶
」
で
は
な
く
「
蛾
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
芥
川
は
詩
人
的

直
感
と
想
像
力
に
よ
っ
て
、
こ
のSchm

etterling

は
「
蛾
」
と
訳
す
の
が
ふ
さ

わ
し
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
奥
津
自
身
も
第
一
節
の

「
註
」
に
「
ハ
ー
フ
ィ
ス
が
蟲
燈
火
に
飛
び
込
み
て
死
ぬ
を
、
愛
の
焔
に
焼
か

る
る
男
女
に
喩
へ
て
歌
ひ
し
を
、
ゲ
ー
テ
は
彼
の
人
生
観
に
適
す
る
如
く
に
改

め
た
る
な
り
」
と
書
い
て
い
る
の
だ
か
ら
。

奥
津
は
「
死
し
て
、
成
れ
よ
！
」
の
「
註
」
に
こ
う
記
し
て
い
る
。「
前
の

考
を
押
し
進
め
て
一
般
の
場
合
に
用
ひ
、
更
正
を
説
き
、
又
は
小
さ
き
我
を
殺

し
て
大
我
に
生
き
よ
と
説
く
な
り
。」
芥
川
が
こ
の
「
大
我
」
を
ど
の
よ
う
に

解
釈
し
た
の
か
。
お
そ
ら
く
芥
川
は
奥
津
の
「
解
題
」
に
頼
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
何
し
ろ
こ
の
「
解
題
」
は
肝
心
の
訳
詞
よ
り
も
前
に
置
か
れ
、
二
十

二
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
か
な
り
の
存
在
感
を
持
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
奥
津

は
一
般
的
な
成
立
史
の
ほ
か
に
「
こ
の
詩
集
の
精
神
」「
こ
の
詩
集
全
体
の
イ

デ
ー
」
に
つ
い
て
数
ペ
ー
ジ
を
費
や
し
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
は
時
代
を
超
え
る

「
永
遠
回
帰
の
理
法
」
を
求
め
る
。「
徹
底
的
な
生
の
肯
定
」
の
立
場
に
立
つ
が
、

個
々
の
現
象
の
肯
定
で
は
な
い
。「
象
徴
的
な
意
義
」
に
こ
そ
価
値
が
あ
る
。

ゲ
ー
テ
の
立
脚
点
は
対
象
を
象
徴
的
に
の
み
把
握
す
る
「
純
粋
観
照
」
の
立
場

で
あ
る
と
奥
津
は
説
く
。
そ
し
て
こ
う
結
論
す
る
。

と
に
か
く
人
類
は
如
何
に
進
歩
す
る
や
う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
は
た
だ

變
化
で
あ
つ
て
、
本
質
は
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
れ
故
に
活
動
も
對
世

界
の
も
の
は
無
意
義
で
あ
る
。對
自
己
の
活
動
は
自
己
を
神
に
結
合
す
る
。

總
て
の
現
象
の
裏
に
潜
む
永
遠
な
る
も
の
に
近
づ
く
の
は
こ
の
活
動
で
あ

る
。
か
く
て
こ
れ
は
ゲ
ー
テ
晩
年
の
叡
智
の
結
論
で
あ
り
、
ま
た
「
西
東

詩
篇
」
の
結
論
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

芥
川
が
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
詩
に
な
に
を
読
ん
だ
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
「
或
阿
呆
の
一
生
」
と
い
う
作
品
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
推
測
す

る
だ
け
で
あ
る
。「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
主
人
公
は
、「
神
を
力
に
し
た
中
世
期

の
人
々
に
羨
し
さ
を
感
じ
」
な
が
ら
、「
神
を
信
ず
る
こ
と
」「
神
の
愛
を
信
ず

る
こ
と
」
は
で
き
な
い
（
第
五
十
章
「
俘
」）。
そ
し
て
死
ぬ
こ
と
も
で
き
ず
、

「
敗
北
」
感
に
打
ち
の
め
さ
れ
な
が
ら
「
運
命
」
の
到
来
を
待
つ
と
い
う
と
こ

ろ
で
作
品
は
終
わ
る
。
し
か
し
こ
の
作
品
に
は
、
さ
ら
に
先
に
進
む
ス
プ
リ
ン

グ
・
ボ
ー
ド
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
ま
さ
に
第

四
十
五
章D

ivan

の
「
新
し
い
力
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
「
力
」
こ
そ

「
死
し
て
、
成
れ
よ
」
の
再
生
の
モ
テ
ィ
ー
フ
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
結
論
が
「
西
方
の
人
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

芥
川
が
奥
津
訳
の
「
胡
蝶
」
を
「
蛾
」
と
読
ん
だ
と
す
れ
ば
、
詩
「
至
福
の
憧

憬
」
の
こ
の
一
句
は
、「
西
方
の
人
」
第
二
十
七
章
「
イ
エ
ル
サ
レ
ム
へ
」
の

「
我
々
は
蝋
燭
の
火
に
焼
か
れ
る
蛾
の
中
に
も
彼
を
感
じ
る
で
あ
ら
う
。
蛾
は

唯
蛾
の
一
匹
に
生
ま
れ
た
為
に
蝋
燭
の
火
に
焼
か
れ
る
の
で
あ
る
。
ク
リ
ス
ト

も
亦
蛾
と
変
わ
る
こ
と
は
な
い
」（
第
十
五
巻
二
六
三
）
の
表
現
に
素
直
に
結

び
つ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

芥
川
が
「
西
方
の
人
」
第
三
十
六
章
「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
」
で
、「
聖
霊
は
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こ
の
詩
人
の
中
に
マ
リ
ア
と
吊
り
合
ひ
を
取
つ
て
住
ま
つ
て
ゐ
る
。」「
彼
は
実

に
人
生
の
上
に
は

、
、
、
、
、
、

ク
リ
ス
ト
よ
り
も
更
に
大
き
か
つ
た
。」
と
書
い
た
と
き
、

主
人
公
ク
リ
ス
ト
と
ゲ
ー
テ
と
の
対
比
を
明
確
に
し
た
い
と
い
う
意
思
が
働
い

て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
芥
川
自
身
も
ク
リ
ス
ト
と
お
な
じ
く

現
実
は
自
分
に
「
復
讐
」
す
る
も
の
と
感
じ
、
そ
う
し
た
凶
暴
な
現
実
と
の
和

解
の
不
可
能
性
に
苦
し
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
と
き
現
実
と
調

和
的
に
生
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ゲ
ー
テ
が
「
大
き
な
」
存
在
に
思
わ
れ
る

の
は
仕
方
が
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
「
芸
術
」
対
「
人
生
」
と
い

う
対
立
軸
で
考
え
る
と
、
ク
リ
ス
ト
対
ゲ
ー
テ
の
対
立
が
そ
れ
ほ
ど
の
意
味
を

持
っ
て
こ
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ゲ
ー
テ
も
「
芸
術
」
に
対
し
て
「
人
生
」
を

重
視
し
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
個
別
の
体
験
を
芸
術
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
昇
華
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
芸
術
形
式
の
媒
介
を
経
て
こ

そ
価
値
が
生
ま
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
創
作
の
表
現
の
な
か
に
こ

そ
「
永
遠
」
に
至
る
道
が
あ
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
西
方
の
人
」
の
ゲ
ー
テ
も
「
唯
聖
霊
の
子
供
だ
つ
た
為
」
に
愛
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
ク
リ
ス
ト
と
何
ら
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
彼
ら
の
「
価

値
」
は
「
聖
霊
の
子
供
」
と
し
て
生
き
抜
い
た
人
生
そ
の
も
の
の
価
値
で
あ
る
。

聖
霊
の
命
に
し
た
が
っ
て
焔
に
飛
び
こ
む
蛾
の
美
し
さ
で
あ
る
。
第
三
十
五
章

「
復
活
」
は
以
下
の
言
葉
で
閉
め
ら
れ
て
い
る
。「
し
か
し
聖
霊
の
子
供
た
ち
は

い
つ
も
か
う
云
ふ
人
生
の
上
に
何
か
美
し
い
も
の
を
残
し
て
行
つ
た
。
何
か

『
永
遠
に
超
え
よ
う
と
す
る
も
の
』
を
。」
お
そ
ら
く
こ
の
「
何
か
美
し
い
も
の
」

は
、
ゲ
ー
テ
の
「
永
遠
な
る
も
の
」
と
共
通
の
基
底
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。芥

川
自
身
も
や
は
り
「
芸
術
」
の
価
値
は
疑
わ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

詩
人
ク
リ
ス
ト
を
創
造
し
、「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
の
運
命
を
負
わ

せ
た
と
き
、
そ
こ
に
芸
術
家
の
運
命
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ

る
。「
西
方
の
人
」
を
ひ
と
つ
の
芸
術
作
品
と
見
る
な
ら
ば
、「
芸
術
に
よ
っ
て

永
遠
に
至
る
」
と
い
う
基
本
的
な
立
場
は
、
ゲ
ー
テ
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は

な
い
。

で
は
「
人
生
の
上
に
は

、
、
、
、
、
、

ク
リ
ス
ト
よ
り
も
更
に
大
き
か
つ
た
」
と
書
き
、

「
人
生
の
上
に
は
」
に
敢
え
て
傍
点
を
付
し
、
ク
リ
ス
ト
と
の
対
比
を
強
調
し

て
い
る
意
味
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
ク
リ
ス
ト
と
い
う
「
美
し
い
人
生
」
を
全
う

し
た
主
人
公
を
造
形
す
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
ゲ
ー
テ
と
の
「
差
異
」
は
認
め
ら

れ
な
い
。
こ
れ
以
上
進
む
に
は
、
作
者
芥
川
が
自
ら
生
み
出
し
た
ク
リ
ス
ト
と

同
化
し
、「
美
し
い
人
生
」
を
完
成
さ
せ
る
ほ
か
は
な
い
。
駒
尺
喜
美
氏
は
こ

う
書
く
。「
芥
川
の
内
部
に
は
、
自
殺
に
よ
っ
て
自
己
を
全
う
し
た
い
（
そ
れ

は
自
己
の
受
難
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
）、
あ
る
い
は
自
殺
に

よ
っ
て
自
己
の
人
生
を
芸
術
化
（
絶
対
化
）
し
た
い
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
20
）
。」
ま
た
佐
藤
泰
正
氏
は
「
彼
の
死
は
、
そ
の

死
を
も
つ
て
自
身
の
全
生
涯
を
一
箇
の
『
文
体
』
と
化
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ

つ
た
と
も
言
え
よ
う
21
）
」
と
記
す
。

芥
川
の
死
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
は
、
そ
う
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
。
た

だ
単
純
に
鬱
の
昂
じ
た
末
と
考
え
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
或

阿
呆
の
一
生
」
の
主
人
公
の
よ
う
に
「
涎
を
流
し
な
が
ら
」
野
垂
れ
死
に
し
た

の
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。「
西
方
の
人
」
と
「
続
西
方
の
人
」
は
、

何
か
決
然
と
し
た
気
品
に
満
ち
て
い
る
。
す
く
な
く
と
も
、
芥
川
が
「
続
西
方

の
人
」
の
最
後
に
「
し
か
し
彼
の
一
生
は
い
つ
も
我
々
を
動
か
す
で
あ
ら
う
」

と
書
き
、「
ゲ
エ
テ
は
婉
曲
に
ク
リ
ス
ト
に
対
す
る
彼
の
軽
蔑
を
示
し
て
ゐ
る
」

の
文
を
挿
入
し
た
の
ち
に
、「
我
々
は
エ
マ
ヲ
の
旅
び
と
た
ち
の
や
う
に
我
々

の
心
を
燃
え
上
ら
せ
る
ク
リ
ス
ト
を
求
め
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
あ
ら
う
」
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と
記
し
て
筆
を
擱
い
た
と
き
、
芥
川
の
こ
こ
ろ
は
、
ゲ
ー
テ
に
優
越
し
た
と
ま

で
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
、
ゲ
ー
テ
と
は
別
の
こ
れ
ま
た
「
価
値
の
あ
る
人
生
」

を
完
結
で
き
た
と
の
確
信
に
満
ち
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注1
）
笹
淵
友
一
「「
西
方
の
人
」
論
」
海
老
井
英
次
・
宮
坂
覺
編
『
作
品
論
芥

川
龍
之
介
』
一
九
九
〇
年
十
二
月
十
二
日
双
文
社
出
版
、
三
七
〇
頁

2
）
前
掲
書
三
八
二
頁

3
）
佐
藤
泰
正
「「
西
方
の
人
」
論
」『
國
語
と
國
文
学
』
昭
和
四
十
五
年
二
月

一
日
至
文
堂

4
）
前
掲
書
一
頁

5
）『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
十
五
巻
』
一
九
九
七
年
一
月
八
日
岩
波
書
店
、
二

四
八
頁
。
芥
川
の
著
書
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
同
全
集
か
ら
と
し
、
以
後

本
文
内
に
巻
数
と
頁
数
を
示
す
。

6
）
高
田
瑞
穂
『
芥
川
龍
之
介
論
考
』
昭
和
五
十
一
年
九
月
十
日
有
精
堂
、
二

一
六
頁

7
）
前
掲
書
二
二
九
頁

8
）
前
掲
書
（
注
１
）
三
八
三
頁

9
）
関
口
安
義
『
芥
川
龍
之
介
実
像
と
虚
像
』
一
九
八
八
年
十
一
月
十
五
日

洋
々
社
、
二
三
四
頁

10
）
前
掲
書
二
三
五
頁

11
）
宮
坂
覺
「
年
譜
」『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
二
十
四
巻
』
一
九
九
八
年
三
月

二
十
七
日
岩
波
書
店
、
六
九
頁

12
）「
芥
川
龍
之
介
文
庫
目
録
」
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
目
録
２
、
昭
和
五
十

二
年
七
月
一
日
、
日
本
近
代
文
学
館

13
）「
目
録
」
の
概
要
に
は
二
十
一
冊
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
目
録
」
自
体
に

は
二
十
二
冊
（
南
江
堂
の
教
科
書
は
除
い
て
）
の
タ
イ
ト
ル
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

14
）
参
照
、
小
堀
桂
一
郎
『
森
�
外
の
世
界
』
昭
和
四
十
六
年
五
月
八
日
講
談

社

15
）
高
橋
健
二
『
現
代
作
家
の
回
想
』
一
九
八
八
年
五
月
十
日
小
学
館
、
一
一

頁

16
）
ビ
ル
シ
ョ
フ
ス
キ
『
ゲ
ー
テ
―
―
そ
の
生
涯
と
作
品
』
高
橋
義
孝
、
佐
藤

正
樹
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一
九
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六
年
一
月
二
十
九
日
岩
波
書
店
、
一
二
三
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頁
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ー
テ
全
集
第
二
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』
大
正
十
五
年
五
月
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八
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大
村
書
店
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B
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駒
尺
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六
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月
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