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は
じ
め
に

永
井
荷
風
が
帰
朝
後
初
め
て
執
筆
し
た
長
篇
小
説
﹃
小説
冷
笑
﹄︵
一

九
〇
九
﹇
明
治
四
二
﹈
年
一
二
月
一
三
日
～
一
九
一
〇
﹇
明
治
四
三
﹈
年
二

月
二
八
日
﹁
東
京
朝
日
新
聞
﹂。
以
下
﹃
冷
笑
﹄︶
は
、
瀧
亭
鯉
丈
﹃
花
暦

八
笑
人
﹄
を
模
し
た
催
し
の
た
め
に
参
集
し
た
五
人
の
登
場
人
物
と

彼
ら
の
﹁
議
論
﹂
を
描
き
出
す
小
説
で
あ
り
、
佐
藤
春
夫
が
評
す
る

通
り
、﹁
新
聞
小
説
と
し
て
は
型
破
り
﹂
な
構
成
を
持
っ
て
い
た
。
本

作
を﹁
幾
人
か
の
荷
風
的
人
物
を
し
て
明
治
の
文
明
批
評
を
企
て
た
﹂

︵
秋
庭
太
郎（

1
（

︶
と
す
る
解
釈
は
定
説
化
し
て
い
る
。

発
表
当
初
か
ら
、
本
作
は
﹁
型
破
り
﹂
な
構
成
力
よ
り
も
、
個
々

の
人
物
が
発
す
る
議
論
に
注
目
が
集
ま
り
、
結
果
的
に
失
敗
作
と
見

な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。﹁
冷
笑
愉
快
に
拝
見
仕
居
候
﹂︵
森
鷗

外（
2
（

︶
と
い
う
私
信
が
作
家
に
伝
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
一
方
で
﹁
あ

ま
り
談
理
の
分
子
が
多
く
て
情
味
の
方
は
む
し
ろ
乏
し
い（

3
（

﹂︵
安
倍

能
成
︶
と
さ
れ
る
他
、﹁
皮
肉
冷
笑
は
あ
る
が
底
に
か
く
れ
て
ゐ
る
熱

烈
の
反
抗
は
な
い
﹂
点
を
批
判
す
る
片
上
天
弦
﹁
快
楽
主
義
の
文

学（
4
（

﹂
が
、
多
く
賛
同
を
呼
ん
で
い
る
。
と
り
わ
け
、
中
心
人
物
・
吉

野
紅
雨
の
﹁
議
論
﹂
が
次
第
に
江
戸
芸
術
へ
の
憧
憬
を
語
り
始
め
る

部
分
に
は
批
判
が
集
中
し
、﹁
只
現
代
の
日
本
が
気
に
喰
は
ぬ
の
で
、

こ
れ
が
江
戸
時
代
の
仏
蘭
西
な
ら
何
の
不
足
も
な
い
の
で
あ
ら
う
﹂

︵
森
田
草
平（

5
（

︶
と
揶
揄
す
る
評
者
さ
え
い
た
。﹃
冷
笑
﹄
を
め
ぐ
る
評

価
に
は
、
現
代
日
本
へ
の
不
満
が
空
転
し
て
お
り
、
江
戸
に
回
帰
す

る
行
き
方
も
あ
ま
り
に
安
易
で
あ
る
と
い
う
、
後
々
ま
で
荷
風
小
説

が
引
き
受
け
つ
づ
け
た
評
の
原
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

永
井
荷
風
﹃
冷
笑
﹄
論

多
田　

蔵
人
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﹁
観
念
の
氾
濫
が
様
々
の
叙
事
文
の
芸
術
的
統
一
を
さ
ま
た
げ
﹂、

作
中
の
諸
処
に
矛
盾
を
生
じ
た
﹁
思
想
小
説
﹂︵
中
村
光
夫（

6
（

︶。
荷
風

自
身
、﹁
現
代
の
西
洋
文
明
輸
入
は
皮
相
に
止
ま
つ
て
ゐ
﹂
る
点
を
書

い
た
と
す
る
自
評
を
残
し
て
お
り
︵﹁
冷
笑
に
つ
き
て
﹂︶、
本
作
の
主

眼
が
﹁
文
明
批
評
﹂
に
あ
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
。
し
か
し
﹁
乱

雑
没
趣
味
な
る
明
治
四
十
三
年
の
東
京
生
活
の
外
形
に
向
つ
て
沈
重

な
る
批
評
を
試
み
﹂︵
同
︶
た
と
い
う
荷
風
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
﹁
小

説
の
み
な
ら
ず
、総
て
芸
術
の
形
式
に
依
つ
て
表
現
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
材
料
が
必
ず
あ
る
一
つ
の
形
式
に
適
し
て
居
る
﹂﹁
小
説
の
方

か
ら
言
つ
て
も
︵
略
︶
必
ず
小
説
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
特
別
な
材
料

が
あ
る
に
違
ひ
な
い
﹂︵﹁
芸
術
作
品
﹂︶
と
も
述
べ
て
い
た
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
二
つ
の
文
章
を
並
べ
て
み
る
と
き
、
あ
ら
た
め
て
、﹃
冷
笑
﹄

が
な
ぜ
﹁
小
説
﹂
の
角
書
を
持
つ
の
か
と
い
う
疑
問
を
提
起
せ
ざ
る

を
え
な
い
。

﹃
冷
笑
﹄
に
﹁
小
説
﹂
の
形
を
と
っ
て
の
み
表
現
し
う
る
﹁
批
評
﹂

が
存
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、﹁
談
理
の
分
子
﹂
の
妥
当
性
・
整
合

性
を
点
検
す
る
角
度
か
ら
の
読
み
は
、
必
然
的
に
本
作
を
挫
折
と
評

価
せ
ざ
る
を
え
な
い
地
点
に
追
い
込
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。﹁
も

し
批
評
精
神
を
、
純
粋
な
形
で
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
自
己
主
張

は
お
ろ
か
、
ど
ん
な
立
場
か
ら
の
主
張
も
、
極
度
に
抑
制
す
る
精
神

で
あ
る
は
ず
で
あ
る
﹂︵﹁
批
評
﹂︶
と
い
う
小
林
秀
雄
の
断
案
は
慎
重

を
期
し
て
受
け
と
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
場
合
、
作
中
に
お

け
る
﹁
観
念
﹂
の
分
裂
が
、
意
図
さ
れ
た
分
裂
と
し
て
機
能
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
の
検
証
作
業
に
、
一
度
立
ち
戻
っ
て

み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

﹁
幾
人
か
の
荷
風
的
人
物
を
し
て
明
治
の
文
明
批
評
を
企
て
た
﹂

﹃
冷
笑
﹄
は
、
な
ぜ
、
そ
う
し
た
形
態
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
。﹁
文
明
批
評
﹂
が
小
説
に
な
る
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
本
稿
は
こ
う
し
た
疑
問
を
軸
に
、﹃
冷
笑
﹄
に

お
け
る
思
想
と
小
説
の
関
係
を
問
い
直
す
試
み
で
あ
る
。
ま
ず
は
作

品
の
題
名
で
も
あ
る
﹁
冷
笑
﹂
の
語
に
注
目
す
る
こ
と
か
ら
、
検
討

を
開
始
し
た
い
と
思
う
。

一
﹃
冷
笑
﹄
の
登
場
人
物
に
と
っ
て
﹁
冷
笑
﹂
と
は
、
対
面
し
た
相

手
に
見
せ
る
嘲
る
よ
う
な
笑
い
で
は
、
必
ず
し
も
な
い
。
冒
頭
に
登

場
す
る
小
山
銀
行
頭
取
・
小
山
清
の
場
合
、﹁
最
初
か
ら
し
て
先
づ
失

望
を
予
期
し
て
、覚
悟
し
て
、冷
笑
的
に
理
想
の
程
度
を
高
め
﹂︵
一
︶

る
日
々
を
送
っ
て
は
い
て
も
、﹁
世
の
中
を
渡
﹂
っ
て
ゆ
く
際
に
人
々

の
眼
に
映
る
小
山
の
表
情
は
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
﹁
不
得
要
領
の
態

度
﹂
で
し
か
な
か
っ
た
。

私
は
相
変
ら
ず
不
得
要
領
の
態
度
を
取
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。
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︵
略
︶
日
露
戦
争
の
時
分
に
東
郷
大
将
が
外
国
人
に
対
し
て
取

つ
た
や
う
な
極
め
て
茫ぼ
ん
や
り然
し
た
、
つ
ま
り
喜
怒
哀
楽
の
感
情
を

現
さ
な
い
態
度
が
一
番
策
の
得
た
る
も
の
で
す
。︵
六
︶

﹁
胡
座
を
か
い
て
眼
を
閉つ
ぶ

つ
て
居
る
、
起
き
て
居
る
の
か
眠
つ
て
居

る
の
か
分
ら
な
い
大
仏
様
の
顔
﹂
に
﹁
処
世
の
奥
義
﹂
が
あ
る
と
述

べ
る
小
山
清
が
見
せ
て
い
た
の
は
、
た
と
え
ば
鷗
外
﹃
あ
そ
び（

7
（

﹄
が

描
く
、
新
聞
を
眺
め
て
﹁
極ご
く apathique 

な
表
情
を
す
る
か
、
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
顔
を
蹙
め
﹂
た
後
、﹁
す
ぐ
に
ま
た
晴
々
と
し
た
顔
に

戻
る
﹂
官
吏
・
木
村
の
日
常
を
さ
ら
に
徹
底
し
た
よ
う
な
、
ご
く
恬

然
と
し
た
顔
つ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

歌
舞
伎
の
劇
場
と
花
柳
界
を
根
城
に
し
な
が
ら
、
舞
台
の
袖
で
貴

顕
紳
士
を
嘲
る
狂
言
作
者
中
谷
の
場
合
で
も
、
貴
顕
紳
士
と
の
同
席

を
極
端
に
忌
み
嫌
う
彼
の
日
常
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
相
手
の

目
に
﹁
冷
か
な
笑
ひ
﹂︵
五
︶
が
映
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
判

断
し
て
良
い
は
ず
だ
。
む
し
ろ
彼
の
笑
い
は
﹁
他
人
と
自
分
と
両
方

に
対
す
る
二
重
の
意
味
が
含
ま
れ
﹂︵
同
︶
た
自
嘲
で
も
あ
る
。

﹁
冷
笑
﹂
の
用
法
を
さ
ら
に
追
っ
て
み
る
時
、
も
う
一
つ
、
本
作

の
中
心
人
物
・
吉
野
紅
雨
が
、
他
の
人
物
に
﹁
冷
笑
﹂
さ
れ
る
存
在

で
あ
る
と
い
う
一
事
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

﹁
ぢ
や
、
近
代
詩
人
の
紅
雨
君
は
以
後
近
代
思
想
と
訣
別
し
て
、

大
和
心
の
敷
島
の
道
に
戻
ろ
う
と
云
ふ
ん
で
す
か
ね
。﹂
／
清

は
戯じ
や
う

談だ
ん

半
分
い
く
ら
か
冷
笑
の
気
味
を
加
へ
て
云
つ
た
け
れ

ど
、
紅
雨
に
は
通
じ
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
、
矢
張
真
面
目
な

調
子
で
、﹁
戻
る
事
が
で
き
た
ら
無
上
の
幸
福
で
せ
う
。︵
略
︶﹂

︵
十
二
︶

語
り
は
、
吉
野
紅
雨
が
﹁
真
面
目
﹂
に
﹁
郷
土
の
美
に
対
す
る
芸
術

的
熱
情
﹂︵
十
二
︶
を
説
き
は
じ
め
よ
う
と
す
る
時
点
で
唯
一
、
対

面
す
る
相
手
に
向
け
ら
れ
た
﹁
冷
笑
﹂
を
描
き
出
す
。
紅
雨
に
は
し

ば
し
ば
﹁
真
面
目
﹂
で
﹁
感
情
的
﹂
で
あ
る
と
い
う
形
容
が
冠
せ
ら

れ
る
の
だ
が
、
同
時
代
に
お
い
て
、﹁
真
面
目
﹂
は
﹁
冷
笑
﹂
と
正
反

対
の
態
度
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
あ
っ
た（

8
（

。

吉
野
紅
雨
の
熱
っ
ぽ
い
長
台
詞
や
綿
々
と
つ
づ
く
思
索
に
は
、﹁
冷

笑
﹂
の
枠
組
み
か
ら
少
し
だ
け
は
み
だ
す
役
柄
の
造
型
が
、
意
図
さ

れ
て
い
た
は
ず
だ
。
語
り
手
は
、
も
と
も
と
﹁
一
度
び
追
慕
の
一
念

が
其
の
方
に
向
ふ
と
極
端
ま
で
憧
憬
の
情
を
沸
騰
さ
せ
る
の
が
感
情

的
な
紅
雨
の
性
癖
﹂︵
五
︶
で
あ
り
、
彼
の
言
葉
が
し
ば
し
ば

﹁
岐わ
き
み
ち路
に
そ
れ
て
仕
舞
﹂︵
四
︶
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
紅
雨
の
長
広

舌
が
時
折
相
手
を
﹁
辟
易
﹂︵
一
︶
さ
せ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
語
り

の
言
葉
に
は
、
戯
画
化
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
さ
え
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う（

9
（

。

し
か
し
こ
う
し
た
描
写
は
、
必
ず
し
も
﹃
冷
笑
﹄
が
吉
野
紅
雨
を

滑
稽
に
描
い
た
小
説
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
茫
洋
た
る
﹁
不
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得
要
領
﹂
な
顔
つ
き
の
人
物
が
腹
の
底
に
﹁
冷
笑
﹂
を
秘
め
て
い
る

と
い
う
事
態
が
一
方
に
あ
る
以
上
、
滑
稽
に
も
見
え
る
﹁
真
面
目
﹂

な
振
る
舞
い
を
﹁
真
面
目
﹂
な
内
面
の
反
映
と
見
る
こ
と
に
も
、
留

保
が
必
要
に
な
る
。
事
実
、
語
り
は
、
紅
雨
の
振
る
舞
い
が
、
紅
雨

自
身
に
よ
っ
て
選
び
取
ら
れ
た
態
度
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

次
に
引
く
の
は
、小
山
清
と
徳
井
勝
之
助
の
議
論
を
聴
く
紅
雨
が﹁
清

の
議
論
に
も
又
勝
之
助
の
議
論
に
も
さ
し
た
る
価
値
を
認
め
な
い
﹂

ま
ま
、﹁
独
り
で
葡
萄
酒
ば
か
り
飲
ん
で
ゐ
﹂
る
場
面
で
あ
る
。

全
体
、
紅
雨
は
芸
術
上
の
形
式
技
巧
の
方
面
に
は
随
分
や
か
ま

し
い
議
論
を
持
っ
て
居
る
人
で
あ
り
な
が
ら
、
案
外
に
宗
教
や

哲
学
的
の
問
題
に
は
興
味
を
持
た
な
い
傾
き
が
あ
る
。
で
、
清

の
如
く
に
冷
淡
皮
肉
に
人
生
を
観
て
居
る
の
で
も
な
い
し
、
又

勝
之
助
の
如
く
絶
望
的
な
高
い
倫
理
観
を
抱
い
て
ゐ
る
の
で
も

な
い
。︵
略
︶
人
生
は
自
分
が
役
者
で
あ
る
と
共
に
観
客
で
あ

つ
て
、
演
ず
る
に
も
見
物
す
る
に
も
、
成
る
た
け
面
白
く
賑
か

で
華は

で美
な
芝
居
で
あ
つ
て
欲
い
の
だ
。︵
十
︶

﹁
自
分
が
役
者
で
あ
る
と
共
に
観
客
﹂
で
あ
る
﹁
華は

で美
な
﹂
日
々
を

生
き
よ
う
と
す
る
紅
雨
の
言
葉
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
﹁
真
面
目
﹂

な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
は
じ
め
か
ら
他
の
人
物
の
﹁
議
論
﹂
の
よ

う
な
一
貫
性
を
志
向
し
て
い
な
い
。
紅
雨
の
言
葉
を
彼
の
﹁
傾
き
﹂

に
即
し
て
読
も
う
と
す
る
な
ら
ば
、﹁
議
論
﹂
の
整
合
性
と
は
異
な
る

側
面
に
、
光
を
当
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に
捉
え
直
し
て
み
る
際
に
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
紅

雨
と
他
の
人
物
の
、
も
う
一
つ
の
相
違
点
で
あ
ろ
う
。
紅
雨
は
、
右

に
引
い
た
場
面
で
、
勝
之
助
の
﹁
鉄
色
し
た
額
と
頬
の
血
色
﹂
か
ら

﹁
か
の
明あ
か
る

い
熱
帯
の
景
色
﹂
を
想
像
し
つ
つ
、勝
之
助
の
言
葉
を
﹁
何

処
か
遠
い
国
か
ら
来
た
別
人
種
の
夢
の
譫
言
の
や
う
に
懐
し
く
﹂
聞

い
て
い
る
。
作
中
の
そ
こ
か
し
こ
で
不
意
に
﹁
聯
想
﹂︵
十
三
︶
を

紡
ぎ
は
じ
め
、﹁
欄て
す
り干
の
鉄
の
冷
さ
が
感
じ
ら
れ
﹂︵
七
︶
た
り
音
曲

が
一
区
切
り
つ
い
た
り
す
る
︵
十
二
︶
ま
で
﹁
考
へ
つ
ゞ
け
﹂︵
十
三
︶

る
紅
雨
の
﹁
美
的
恍
惚
﹂︵
七
︶
状
態
こ
そ
、
忍
耐
や
自
嘲
や
放
浪
、

隠
棲
と
い
っ
た
他
の
人
物
の
﹁
処
世
術
﹂
と
の
差
異
に
お
い
て
彼
を

特
徴
づ
け
る
営
為
で
あ
っ
た
。

彼
は
次
第
に
自
分
の
国
に
居
る
と
も
他
国
に
居
る
と
も
つ
か
ぬ

旅
愁
の
や
う
な
一
種
の
感
動
の
蠢
い
て
来
る
の
を
覚
え
た
。
つ

ま
り
、
夜
の
寂
寥
に
対
す
る
美
的
恍
惚
が
、
自
分
の
生
き
て
ゐ

る
時
代
を
意
識
さ
せ
る
周
囲
の
生
活
か
ら
一
歩
離
れ
た
別
の
世

界
に
連
れ
て
行
く
。
そ
し
て
其
処
か
ら
彼
は
眼
に
映
ず
る
夜
の

現
象
ば
か
り
で
な
く
、
己
れ
自
身
を
も
他
人
で
あ
る
や
う
に
振

返
つ
て
見
る
か
ら
で
あ
つ
た
。︵
七
︶

右
の
﹁
自
分
の
国
に
居
る
と
も
他
国
に
居
る
と
も
つ
か
ぬ
旅
愁
の
や

う
な
一
種
の
感
動
﹂
は
、
た
と
え
ば
小
山
清
が
逗
子
の
海
岸
で
覚
え
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た
﹁
身
は
何
処
か
異
つ
た
遠
い
国
の
離
れ
島
に
で
も
あ
る
や
う
な
心

持
﹂︵
二
︶
と
類
似
す
る
。
し
か
し
、
季
節
外
れ
の
陽
光
に
包
ま
れ

た
海
岸
で
虫
の
音
を
聞
き
つ
け
、﹁
捕
ま
へ
ら
れ
る
も
の
な
ら
捕
ま
へ

て
籠
に
入
れ
て
、
こ
の
冬
中
を
暖
か
い
火
の
傍
に
涼
し
い
露
を
吸
は

し
て
生
か
し
て
や
り
た
い
﹂︵
同
︶
と
身
を
起
こ
す
清
は
、
や
は
り

﹁
幼ち
ひ
さ少

い
時
か
ら
数
学
に
興
味
を
持
つ
た
位
だ
か
ら
、
決
し
て
空
想

の
人
で
は
な
い
﹂︵
六
︶。
二
章
で
同
じ
虫
の
声
を
聞
き
な
が
ら﹁﹃
死
﹄

を
前
に
し
て
、
せ
め
て
も
此
の
瞬
間
の
快
楽
を
歌
ふ
﹂
こ
と
に
関
わ

る
連
想
を
、
聞
き
手
が
﹁
辟
易
﹂
す
る
ほ
ど
言
葉
に
し
つ
づ
け
た
紅

雨
は
、
こ
こ
で
も
﹁
過
渡
期
の
詩
人
﹂
の
﹁
役
割
﹂
に
つ
い
て
の
モ

ノ
ロ
ー
グ
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

吉
野
紅
雨
の
人
物
造
型
に
求
め
ら
れ
る
一
貫
性
は
、こ
の
、﹁
恍
惚
﹂

状
態
を
契
機
と
し
て
飽
く
こ
と
な
く﹁
空
想（
（₀
（

﹂を
続
け
る
と
い
う﹁
傾

き
﹂
を
措
い
て
ほ
か
に
な
い
。

紅
雨
の
今
日
は
新
し
き
と
古
き
と
を
問
は
ず
そ
の
求
む
る
処

は
、
唯
だ
調
和
と
静
寧
の
美
で
あ
る
。
そ
し
て
其
の
底
に
潜
ん

だ
甘
い
一
縷
の
幽
愁
に
恍
惚
た
ら
ん
と
願
つ
て
止
ま
な
い
の
で

あ
る
。︵
一
三
︶

﹁
甘
い
一
縷
の
幽
愁
に
恍
惚
た
ら
ん
﹂
と
願
う
紅
雨
は
、
眼
前
の
雪

景
色
に
、
ア
メ
リ
カ
時
代
の
記
憶
と
、
幼
少
時
の
我
が
家
の
記
憶
を
、

順
に
﹁
髣
髴
た
ら
し
め
る
﹂。
紅
雨
が
﹁
調
和
と
静
寧
の
美
﹂
を
語

り
は
じ
め
、
次
第
に
江
戸
芸
術
の
世
界
に
身
を
浸
し
て
ゆ
く
本
作
後

半
部
に
お
い
て
も
、﹁
恍
惚
﹂
と
し
て
記
憶
を
手
繰
り
寄
せ
つ
づ
け
る

営
為
は
依
然
と
し
て
続
く
の
で
あ
る
。

本
作
の
空
間
表
現
が
、
こ
う
し
た
吉
野
紅
雨
の
﹁
空
想
﹂
を
準
備

す
べ
く
仮
構
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
本
作
の
叙
景

表
現
に
最
も
多
く
用
い
ら
れ
た
語
は
﹁
水
蒸
気
﹂
で
あ
っ
た
。﹁
水

蒸
気
﹂
の
利
用
自
体
は
、
志
賀
重
昂
﹃
日
本
風
景
論（
（（
（

﹄
以
降
明
治
三

〇
年
代
の
小
説
に
お
い
て
流
行
し
た
手
法
で
あ
り
、
同
時
期
の
小
説

に
は
本
作
と
重
な
り
合
う
表
現
も
見
受
け
ら
れ
る（
（₂
（

。
し
か
し
本
作
の

特
徴
は
、
こ
の
言
葉
が
実
景
の
一
部
を
覆
う
目
隠
し
と
し
て
用
い
ら

れ
る
点
に
あ
っ
た
。
紅
雨
が
目
に
す
る
景
は
、
隅
田
川
で
は
﹁
水
蒸

気
﹂
に
よ
っ
て
﹁
鴎
の
群
﹂︵
七
︶
や
﹁
今
戸
一
帯
の
眺
望
﹂︵
十
四
︶

を
隠
さ
れ
、
小
山
清
の
庭
で
は
﹁
桜
の
花
﹂
や
﹁
常
磐
木
﹂
を
隠
さ

れ
て
い
る
︵
十
五
︶。
紅
雨
が
両
国
橋
の
欄
干
に
も
た
れ
つ
つ
﹁
此

が
﹃
東
京
﹄
と
云
ふ
も
の
だ
。
此
が
﹃
今
日
﹄
と
云
ふ
時
代
と
生
活

と
の
代
表
者
で
あ
る
﹂︵
七
︶
と
述
懐
す
る
場
面
に
お
い
て
、
眼
前

に
広
が
っ
て
い
る
の
が
﹁
二
階
つ
ゞ
き
の
燈
影
も
大
方
は
消
え
て
し

ま
つ
﹂
た
﹁
闇
﹂
で
あ
る
こ
と
は
、﹁
空
想
﹂
と
実
景
と
の
関
係
を
、

端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。語
り
は
、﹁
水
蒸
気
﹂や﹁
闇
﹂

を
用
い
て
﹁
表
象
﹂
の
輪
廓
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
で
、
多
義
的
な
解

釈
が
可
能
に
な
る
空
間
を
作
り
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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同
時
に
、﹁
空
想
﹂
を
紡
ぎ
続
け
る
紅
雨
の
態
度
は
、
彼
自
身
に
よ

っ
て
選
び
取
ら
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
紅
雨
は
﹁
物
を
隔
て
ゝ
か
す

か
に
不
図
聞
く
人
の
話
声
は
、
気
候
の
寒
暖
と
夜
昼
の
明
暗
か
ら
生

ず
る
其
の
刹
那
々
々
の
感
想
に
、
断
定
し
が
た
い
懐
し
い
優
し
い
情

緒
を
添
へ
し
む
る
事
を
知
つ
て
居
﹂︵
十
三
︶
る
し
、
芝
居
外
の
音

響
に
﹁
簾
を
越
し
て
美
人
の
衣き
も
の服

の
色
を
見
る
や
う
、
実
物
に
接
す

る
よ
り
も
一
層
の
興
味
を
誘
う
や
う
に
思
﹂︵
三
︶
い
も
す
る
。

紅
雨
の
﹁
真
面
目
﹂
な
振
る
舞
い
や
﹁
空
想
﹂
は
、
何
を
目
睹
し

て
い
た
の
か
。
あ
る
い
は
、﹃
冷
笑
﹄
は
こ
う
し
た
造
型
に
よ
っ
て
、

何
を
小
説
内
に
現
出
し
よ
う
と
目
論
ん
で
い
た
の
か
。
こ
の
こ
と
の

意
味
を
探
る
た
め
に
は
、
紅
雨
の
﹁
真
面
目
﹂
な
﹁
空
想
﹂
が
描
く

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
内
実
を
、
読
み
解
い
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

二
﹁
自
己
の
感
想
を
交
へ
る
事
の
余
り
に
激
し
い
﹂︵
四
︶
紅
雨
の
造

型
に
は
、﹁
皮
相
に
止
ま
﹂
る
近
代
化
を
余
所
目
に
見
な
が
ら
﹁
冷
笑
﹂

﹁
隠
棲
﹂
す
る
他
の
人
物
達
と
は
異
な
り
、﹁
近
代
的
と
云
ふ
あ
の
熱

病
﹂︵
四
︶
を
、
あ
る
特
定
の
か
た
ち
で
体
現
す
る
人
物
像
が
め
ざ

さ
れ
て
い
た（
（₃
（

。
紅
雨
は
自
ら
の
文
学
観
を
、
小
山
清
と
中
谷
丁
蔵
に

向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

官
能
の
刺
戟
に
対
す
る
欲
求
は
単
に
物
質
的
た
る
に
止
ま
ら

ず
、
い
つ
も
空
想
と
知
識
の
欲
求
を
伴
は
す
も
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
必
ず
し
も
現
実
に
於
て
色
を
視
た
り
音
を
聴
い
た
り
し
な

く
て
も
、
そ
れ
等
の
実
感
を
挑
発
す
べ
き
何
物
か
を
見
出
す
事

に
於
て
却
て
よ
く
満
足
さ
せ
ら
れ
る
。﹁
何
物
か
﹂
と
は
乃
ち
、

詩
人
の
詩
を
読
ん
で
そ
れ
に
よ
つ
て
現
出
さ
れ
る
無
限
の
幻
影

に
接
す
る
事
だ
。
文
学
は
此
処
に
於
て
全
然
実
感
か
ら
生
れ
て

其
れ
を
満
足
せ
し
む
る
刺
激
性
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

︵
六
︶

語
り
は
、
文
学
に
﹁
実
感
と
空
想
の
交
叉
﹂︵
六
︶
を
要
求
す
る
紅

雨
の
台
詞
を
﹁
紅
雨
の
鴉
片
論
﹂
と
概
括
す
る
。
紅
雨
の
台
詞
に
見

当
た
ら
な
い
﹁
鴉
片
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
必
然
性
は
、
ボ

ー
ド
レ
ー
ル
﹃
人
工
楽
園
﹄︵C

harles B
audlaire, Les Paradis 

artificiels,Paris,18

（
（₄
（60.

︶
が
描
く
鴉
片
体
験
を
参
照
す
る
こ
と
で
明
確

に
な
る
だ
ろ
う（
（₅
（

。
ア
ヘ
ン
の
効
能
は
、
吸
飲
者
の
﹁
人
間
的
な
感
性

部
分
が
明
ら
か
に
そ
の
頂
点
に
達
﹂
す
る
高
揚
作
用
の
な
か
で
、
吸

飲
者
に
幻
影
を
も
た
ら
す
点
に
あ
る
。﹁
鴉
片
を
飲
む
と
、
音
楽
が
、

快
い
楽
音
の
単
な
る
論
理
的
連
続
と
し
て
で
は
な
く
、
一
聯
の
覚
書

の
や
う
に
、
そ
の
内
心
の
眼
前
に
過
ぎ
し
日
の
全
生
涯
を
喚
び
起
す

魔
術
の
音
調
と
し
て
聞
え
て
く
る
﹂。
紅
雨
の
言
う
﹁
技ア
ル
チ
フ
イ
シ
エ
ル

巧
的
な

生
活
﹂
を
﹁
鴉
片
論
﹂
と
名
づ
け
る
操
作
か
ら
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
薬
物
体
験
―
﹁
詩
的
な
記
憶
﹂
を
﹁
果
て
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し
な
い
享
楽
の
源
泉
﹂
と
す
る
﹁
人
工
楽
園
﹂︵Les Paradis 

artificiels
︶
―
を
、
紅
雨
の
﹁
空
想
﹂
に
託
す
意
図
が
窺
え
る
の
で

あ
る
。

  

こ
の
か
ぎ
り
で
、
紅
雨
が
﹁
小
説
家
﹂
で
あ
る
こ
と
を
随
所
で

強
調
す
る
語
り
の
方
法（
（₆
（

は
、
紅
雨
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
を
鴉
片
が
も
た
ら

す
幻
覚
体
験
の
表
現
に
限
り
な
く
近
接
さ
せ
、﹁
刺
激
性
の
文
学
﹂
を

体
現
す
る
人
物
造
型
を
準
備
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
右
の
引
用
に

お
い
て
、﹁
小
説
家
﹂
や
﹁
詩
人
﹂
は
﹁
無
限
の
幻
影
﹂
を
提
示
す
る

能
力
を
﹁
要
求
﹂
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
紅
雨
は
鴉
片
抜
き
で

﹁
幻
影
﹂
を
作
り
上
げ
る
特
別
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、自
ら
に
﹁
要

求
﹂
し
て
も
い
る（
（₇
（

。
す
こ
ぶ
る
﹁
真
面
目
﹂
に
紡
が
れ
つ
づ
け
る
﹁
空

想
﹂
は
、﹁
小
説
家
の
空
想
﹂
で
あ
る
と
い
う
言
辞
に
よ
っ
て
、
陶
酔

状
態
の
者
の
み
が
見
出
す
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
同
質
で
あ
る
こ
と
を
保
証

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
本
作
に
は
﹁
空
想
﹂
家
紅
雨
の
言
葉
に
﹁
刺
激
性
の
文
学
﹂

と
同
等
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
付
与
す
る
志
向
が
内
在
し
て
い
た
わ
け

で
、
紅
雨
が
奇
妙
に
﹁
真
面
目
﹂
に
振
る
舞
っ
て
い
た
こ
と
も
、
別

の
意
味
を
帯
び
て
く
る
は
ず
だ
。﹁
恍
惚
﹂
状
態
に
陥
っ
た
紅
雨
の

言
葉
が
、
読
者
に
﹁
無
限
の
幻
影
﹂
を
も
た
ら
す
表
現
、
世
界
像
の

表
現
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
﹁
近モ
デ
ル代

主ニ

テ義
と
云
ふ
熱マ
ニ
ヤ病

﹂

に
取
り
憑
か
れ
た
者
の
譫
言
と
し
て
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

必
要
と
な
る
の
は
、﹁
真
面
目
﹂
に
紡
が
れ
続
け
た
﹁
空
想
﹂
の
言
葉

か
ら
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
世
界
像
を
復
元
し
て
み
る
作
業
で
あ
ろ

う
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、
紅
雨
の
﹁
単
な
る
論
理
的
連
続
﹂
か
ら

見
た
矛
盾
―
﹁
過
去
﹂
と
﹁
現
代
﹂
の
﹁
過
渡
期
﹂
に
生
き
る
者
と

し
て
の
意
識
が
失
わ
れ
、
江
戸
へ
の
憧
憬
の
み
が
語
ら
れ
る
―
の
意

味
も
ま
た
、
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

紅
雨
は
、
江
戸
時
代
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
そ
も
そ
も
の
初
め
の
時

点
で
、﹁
豊
富
な
る
色
彩
﹂
に
満
ち
た
江
戸
時
代
の
諸
表
象
に
、﹁
路ル

易イ

十
四
世
の
御
代
の
偉グ
ラ
ン
ド
ウ
ル大
に
比
す
る
も
遜
色
な
き
感
﹂︵
五
︶を
抱
く
。

日
本
を
﹁
西
洋
﹂
に
対
す
る
﹁
東
洋
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
、
異
郷
の

よ
う
に
描
き
出
さ
れ
た
﹁
郷
土
﹂
江
戸
へ
の
憧
憬
を
深
め
る
紅
雨
の

思
索
は
、た
と
え
ば
第
十
二
章
、紅
雨
が
﹁
基
督
教
の
寺
院
﹂
と
﹁
仏

教
の
寺
院
﹂
を
比
べ
る
箇
所
に
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
﹃
大
伽
藍
﹄
の
モ
ノ

ロ
ー
グ
が
用
い
ら
れ（
（₈
（

、
ま
た
﹁
郷
土
主
義
﹂
の
作
家
群
へ
の
言
及
が

あ
る
通
り
、
最
後
ま
で
失
わ
れ
て
は
い
な
い
。

し
か
し
江
戸
芸
術
を
語
る
紅
雨
の
言
葉
が
、
こ
う
し
た
枠
組
み
を

採
用
し
な
が
ら
も
、
同
時
代
日
本
に
お
け
る
解
釈
と
も
、
日
本
を
異

郷
と
し
て
描
き
だ
し
た
テ
ク
ス
ト
と
も
異
な
る
物
語
を
読
み
取
り
は

じ
め
て
い
た
こ
と
は
、
確
認
し
て
お
い
て
良
い
だ
ろ
う
。
新
橋
か
ら

﹁
濠
端
の
停
車
場
﹂
へ
と
歩
く
紅
雨
が
、
清
元
を
耳
に
す
る
場
面
を

見
よ
う
。
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吾
々
の
祖
先
は
︵
略
︶
恋
愛
と
称
し
て
其
の
素
質
に
於
て
は
同

一
と
見
る
べ
き
感
情
の
流
露
に
対
し
て
は
無
理
無
体
の
沈
圧
を

試
み
る
の
み
で
あ
つ
た
。︵
略
︶
恋
愛
の
夢
を
見
る
こ
と
は
あ

つ
て
も
其
は
決
し
て
、
今
日
の
吾
等
が
遠
い
西
洋
思
想
か
ら
学

ん
で
見
た
や
う
な
、
希
望
の
光
明
で
は
な
く
て
、
寧
ろ
現
世
の

執
着
か
ら
脱
離
す
べ
き
死
の
一
階
段
で
あ
る
。
彼
の
女
と
彼
の

男
等
は
遺
伝
的
精
神
修
養
の
、
驚
く
程
堅
固
な
忍
耐
と
覚
悟
を

以
て
、
い
さ
ゝ
か
も
無
惨
な
る
運
命
に
対
し
て
見
苦
し
い
反
抗

や
淺
果
敢
な
懐
疑
の
狂
声
を
発
せ
ず
、
深
く
人
間
自
然
の
本
能

を
罪
悪
だ
と
観
念
し
、
過
去
一
切
の
記
憶
を
夢
と
諦
め
、
現
実

の
自
己
を
恐
怖
嫌
悪
の
中
心
と
見
定
め
て
未
来
永
劫
の
暗
黒
に

手
を
引
合
つ
て
落
て
行
く
。︵
十
二
︶

は
じ
め
清
元
に
﹁
羅
典
人
種
に
特
有
な
る
祭
礼
の
狂
楽
﹂﹁
愉
快
な

る
音
楽
﹂︵
五
︶を
聴
い
て
い
た
紅
雨
は
、江
戸
の
殷
賑
の
裏
側
に
、﹁
未

来
永
劫
の
暗
黒
に
手
を
引
合
つ
て
落
ち
て
行
く
﹂
男
女
の
物
語
を
読

み
は
じ
め
る
。
こ
の
感
想
を
導
く
清
元
の
詞
章
は﹃
重
褄
閨
小
夜
衣
﹄

で
あ
る
が
、
紅
雨
が
耳
に
し
て
い
る
切
れ
切
れ
の
部
分
に
も
、
詞
章

全
体
に
も
、
情
死
を
語
る
箇
所
は
な
い
。
紅
雨
は
﹃
小
夜
衣
﹄
が
鈴

木
主
水
と
遊
女
白
糸
、
さ
ら
に
主
水
の
女
房
お
安
の
三
人
心
中
を
扱

っ
た
曲
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
こ
こ
で
情
死
の
物
語
を
想

起
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

情
死
に
関
す
る
紅
雨
の
解
釈
が
、
同
時
代
の
情
死
論
に
は
看
取
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
明
治
後
期
に
散
見

す
る
情
死
論
は
、
徳
川
時
代
の
社
会
が
恋
愛
感
情
を
抑
圧
す
る
こ
と

へ
の
疑
義
を
呈
し
は
し
て
も
、
情
死
そ
の
も
の
に
は
、
来
世
へ
の
希

望
を
読
み
と
っ
て
い
た（
（₈
（

。
対
し
て
死
に
行
く
男
女
に
﹁
未
来
永
劫
の

暗
黒
﹂
を
用
意
す
る
紅
雨
の
思
索
は
、
ど
こ
に
も
希
望
の
な
い
世
界

観
を
構
築
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

紅
雨
は
、
音
曲
の
心
中
物
語
が
含
む
よ
う
な
仏
教
的
来
世
観
、
転

生
観
を
、
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
転
生
譚
に
言
及

す
る
際
に
も
、
紅
雨
は
い
か
な
る
幸
福
を
も
そ
こ
に
見
出
し
て
い
な

か
っ
た
。

日
本
の
暗
夜
に
は
反
抗
の
で
き
な
い
制
度
の
下
に
、
幾
人
と
な

く
無
実
の
罪
に
死
ん
だ
も
の
ゝ
死
代
り
生
代
り
恨
み
を
晴
ら
さ

で
は
置
か
ぬ
怨
霊
の
気
が
満
ち
〳
〵
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る

で
は
な
い
か
。︵
略
︶
吾
々
は
一
度
此
処
に
思
ひ
を
廻
ら
す
な

ら
ば
、
吾
々
は
ど
う
し
て
斯
く
も
無
数
に
戦
慄
す
べ
き
物
語
を

持
つ
て
ゐ
る
か
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。︵
十
三
︶

紅
雨
は
右
に
引
い
た
一
節
の
す
ぐ
後
で
、﹁
犬
の
遠
吠
す
る
声
﹂
を
聴

き
、﹁
小
泉
八
雲
先
生
が
、
日
本
の
暗
夜
に
響
く
梵
鐘
と
こ
の
痛
ま
し

い
犬
の
声
を
ば
い
か
な
る
感
想
を
以
て
聞
い
た
か
と
思
ひ
出
﹂
し
て

い
る
。
こ
こ
で
話
題
に
挙
が
る
の
が﹁
怪
談
や
迷
信
の
逸
話
の
連
想
﹂
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の
物
語
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、紅
雨
の
転
生
観
を
、小
泉
八
雲
﹃
蚊
﹄﹃
遠

吠
え
﹄
の
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

・
あ
の
梵
鐘
の
、
あ
の
大
波
の
よ
う
な
音
を
耳
に
す
る
と
、
わ

た
く
し
は
、
わ
た
く
し
の
魂
の
奈
落
の
底
に
じ
っ
と
潜
ん
で
い

る
も
の
が
、
む
く
む
く
と
頭
を
も
た
げ
よ
う
と
し
て
、
し
き
り

と
立
ち
騒
ぐ
の
を
は
っ
き
り
と
感
じ
る
。
そ
れ
は
、
さ
な
が
ら

幾
百
千
万
の
生
死
の
闇
を
越
え
て
、
遠
い
彼
岸
の
光
明
に
達
せ

ん
と
し
て
、
し
き
り
に
も
が
き
悶
え
て
い
る
記
憶
に
も
似
た
衝

動
で
あ
る
。︵﹃
蚊
﹄
平
井
呈
一
訳（
₂₀
（

︶

・
こ
の
白
い
動
物
の
深
夜
の
遠
ぼ
え
は
、
ど
う
も
彼
女
が
ほ
ん

と
う
に
こ
わ
い
物
を
―
―
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
意
識

か
ら
絞
め
出
し
て
お
こ
う
と
思
っ
て
も
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
が

で
き
ず
に
い
る
よ
う
な
も
の
を
、
―
―
た
と
え
ば
、
食
人
鬼
の

よ
う
に
死
骸
を
食
つ
て
生
き
て
行
く
と
い
う﹁
大
自
然
の
法
則
﹂

を
、あ
る
い
は
心
の
な
か
に
見
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、

そ
ん
な
疑
念
を
わ
た
く
し
に
起
さ
せ
る
。︵﹃
遠
吠
え
﹄
同（
₂（
（

︶

紅
雨
の
転
生
観
は
、
八
雲
﹃
霊
の
日
本
﹄
よ
り
も
、
さ
ら
に
救
い
の

な
い
世
界
を
描
き
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
梵
鐘
の
音
に
﹁
彼
岸

の
光
明
﹂
へ
の
希
求
を
聴
き
取
る
八
雲
は
、
転
生
の
論
理
を
﹁
生
死

の
闇
﹂﹁
業カ
ル
マ

﹂
と
捉
え
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
﹁
彼
岸
の
光

明
﹂
が
あ
る
と
い
う
﹁
極
東
の
信
仰
﹂
観
を
読
み
取
っ
て
い
る
。﹃
遠

吠
え
﹄
の
末
尾
に
は
、
白
犬
が
﹁
来
世
で
よ
り
良
い
境
遇
に
生
ま
れ

変
わ
れ
る
﹂
と
い
う
﹁
僧
侶
た
ち
﹂
の
意
見
が
添
え
ら
れ
て
も
い
た
。

対
し
て
紅
雨
が
読
み
取
る
輪
廻
は
、﹁
現
実
の
自
己
を
嫌
悪
の
中
心
と

見
定
め
て
﹂
死
ん
だ
も
の
に
も
、﹁
反
抗
の
で
き
な
い
制
度
の
下
に
﹂

死
ん
だ
も
の
に
も
、
死
後
の
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
。
紅
雨

は
三
味
線
音
楽
を
聴
き
な
が
ら
、
生
が
抑
圧
の
連
続
で
し
か
な
く
、

死
者
が
﹁
怨
霊
﹂
と
な
っ
て
﹁
死
代
り
生
代
り
恨
み
を
晴
ら
﹂
し
て

ゆ
く
存
在
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
、﹁
彼
岸
の
光
明
﹂
な
き
世
界

を
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
吉
野
紅
雨
に
よ
る
江
戸
解
釈
の
最
大
の
特
徴
は
、
こ
の
よ

う
に
設
定
し
た
︽
暗
黒
の
江
戸
︾
と
も
言
う
べ
き
世
界
を
、﹁
現
代
﹂

と
﹁
未
来
﹂
に
浸
透
し
て
ゆ
く
時
間
域
と
し
て
描
く
点
に
あ
る
。

最
早
高
慢
ら
し
い
議
論
を
戦
は
し
て
、
現
在
を
罵
し
つ
た
り
憤

つ
た
り
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
罵
し
る
暇
が
あ
つ
た
ら
自
分

は
静
に
、や
が
て
吾
々
の
赴
く
べ
き
未
来
を
夢
み
ね
ば
な
ら
ぬ
。

憤
る
力
が
あ
つ
た
ら
間
も
な
く
消
え
滅
び
て
了
ふ
過
去
の
名
残

を
一
瞬
間
で
も
命
長
く
生
す
や
う
に
努
め
ね
ば
な
ら
ぬ
…
こ
れ

が
過
渡
期
の
詩
人
の
悲
し
い
任
務
で
は
な
か
ら
う
か
。︵
十
二
︶

こ
こ
で
紅
雨
が
、﹁
過
去
の
名
残
を
一
瞬
間
で
も
命
長
く
生
す
や
う
に

努
め
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂・﹁
赴
く
べ
き
未
来
を
夢
み
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
い

う
二
つ
の
決
意
を
、
併
せ
て

0

0

0

語
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
紅
雨
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は
、﹁
江
戸
美
術
の
残
骸
﹂
か
ら
﹁
日サ
ン
シ
ビ
リ
テ
エ

本
的
感ジ
ヤ
ポ
ネ
エ
ズ覚

﹂︵
十
三
︶
を
導

き
だ
し
、﹁
東
洋
と
云
ふ
処
は
妙
に
早
く
人
を
悟
ら
せ
る
神
秘
な
世
界

で
す
ね
﹂︵
十
四
︶
と
い
う
東
洋
観

0

0

0

に
到
達
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は

﹁
吾
々
は
東
洋
の
土
上
に
発
育
し
た
以
上
東
洋
の
土
壌
の
底
か
ら
発

散
す
る
空
気
を
呼
吸
し
な
い
訳
に
は
行
か
な
い
﹂︵
十
二
︶
と
い
う

前
提
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
前
提
を
通
じ
て
、﹁
空
想
﹂
が
描
き
だ

し
た
江
戸
の
世
界
は
、
江
戸
以
降
の
﹁
東
洋
﹂
の
時
間
を
覆
っ
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。

﹁
過
渡
期
の
詩
人
﹂
を
羨
ん
で
い
た
紅
雨
が
﹁
過
渡
期
の
詩
人
の

悲
し
い
任
務
﹂
を
引
き
受
け
は
じ
め
る
移
行
は
、﹁
空
想
﹂
に
お
け
る

現
代
と
江
戸
の
関
係
が
一
方
通
行
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、紅
雨
が﹁
過

去
の
名
残
﹂
へ
の
注
視
と
﹁
未
来
を
夢
み
﹂
る
営
為
の
等
価
性
を
﹁
自

覚
﹂
し
た
こ
と
の
、
端
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
は
ず
だ
。
右
に
示
さ

れ
た
二
つ
の
決
意
は
、﹁﹃
時
代
﹄
の
船
の
方
向
を
定
め
る
丈
夫
な
舵

は
何
だ
ら
う
﹂
と
尋
ね
ら
れ
た
紅
雨
が
﹁
郷
土
の
美
に
対
す
る
芸
術

的
熱
情
だ
と
断
言
﹂
し
、﹁
か
ゝ
る
熱
烈
の
感
情
は
必
ず
深
い
自
覚
を

呼
び
起
す
で
あ
ら
う
。
自
覚
は
国
民
の
前
途
に
向
つ
て
教
へ
ざ
る
に

其
の
赴
く
道
を
示
す
だ
ら
う
…
﹂︵
十
二
︶
と
呟
く
場
面
の
直
後
に

置
か
れ
て
お
り
、﹁
熱
烈
の
感
情
﹂
に
よ
る
﹁
自
覚
﹂
が
、
ま
さ
し
く

﹁
赴
く
べ
き
未
来
を
夢
み

0

0

﹂︵
傍
点
引
用
者
︶る
決
意
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

示
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
紅
雨
が
﹁
芸
術
的
熱
情
﹂
を
も
っ
て
﹁
穏
お
だ
や
か

な
優
し
い

古
老
の
声
﹂
に
聴
き
入
る
場
面
に
し
て
も
、﹁
此
声
﹂
は
﹁
い
つ
の
世

に
誰
が
作
つ
た
と
も
知
れ
ぬ
民
族
特
有
の
物
語
﹂
を
﹁
子
孫
か
ら
子

孫
に
伝
へ
て
行
く
﹂︵
同
︶
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
﹁
吾
々
は
ど
う

し
て
斯
く
も
無
数
に
戦
慄
す
べ
き
物
語
を
持
つ
て
ゐ
る
か
に
驚
か
ざ

る
を
得
な
い
﹂
よ
う
な
﹁
怪
談
や
迷
信
の
逸
話
﹂
が
含
ま
れ
て
い
る

は
ず
だ
。﹁
此
声
﹂
が
語
る
物
語
は
、
や
は
り
﹁
死
代
り
生
代
り
恨

み
を
晴
ら
さ
で
は
置
か
ぬ
怨
霊
の
気
﹂
を
喚
起
し
つ
つ
、
聞
く
者
に

﹁
何
と
も
云
へ
ぬ
暗
欝
陰
惨
な
重
く
湿
つ
た
気
味
悪
さ
﹂
を
与
え
続

け
る
だ
ろ
う
。﹁
人
間
﹂
が
﹁
全
然
伝
説
か
ら
隔
離
し
て
生
る
事
の

不
可
能
﹂︵
十
三
︶
で
あ
る
以
上
、﹁
滅
び
て
了
ふ
過
去
の
名
残
﹂
を

熟
視
す
る
紅
雨
の
営
為
が
﹁
国
民
の
前
途
に
向
つ
て
教
へ
ざ
る
に
﹂

示
す
﹁
其
の
赴
く
道
﹂
は
、︽
暗
黒
の
江
戸
︾
の
﹁
日サ
ン
シ
ビ
リ
テ
エ

本
的
感ジ
ヤ
ポ
ネ
エ
ズ覚

﹂

が
繰
り
返
し
立
ち
現
れ
る
、
循
環
構
造
を
描
き
出
す
の
で
あ
る
。

目
覚
め
な
が
ら
夢
を
見
る
よ
う
に
展
開
す
る
紅
雨
の
言
葉
は
、﹁
一

番
己
に
近
い
徳
川
時
代
﹂︵
五
︶
を
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
無

限
の
幻
影
﹂
を
作
り
上
げ
、近
代
の
時
間
を
塗
り
替
え
て
ゆ
く
。﹃
冷

笑
﹄
に
お
い
て
紅
雨
に
用
意
さ
れ
た
役
柄
と
は
、
不
器
用
な
分
析
的

批
評
を
繰
り
広
げ
る
矛
盾
し
た
人
物
像
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、﹁
恍

惚
﹂
状
態
の
断
片
的
な
言
葉
が
総
体
と
し
て
一
定
の
時
間
域
を
描
き

出
す
、
幻ヴ
ィ
ジ
オ
ネ
ー
ル

視
者
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。﹁
近
代
﹂
の
到
来
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に
よ
っ
て
現
在
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
﹁
過

去
﹂
を
熟
視
す
る
紅
雨
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
実
は
﹁
近
代
﹂
が
相
変

わ
ら
ず
﹁
過
去
﹂
と
同
じ
時
間
を
刻
ん
で
い
る
こ
と
を
告
げ
る
。
紅

雨
の
﹁
空
想
﹂
に
は
、﹁
近
代
﹂
が
滅
び
の
時
間
の
続
き
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
物
語
が
、
映
し
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、﹃
冷
笑
﹄
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
役
柄
の
人
物
を
、
小
山

清
の
会
合
に
必
ず
参
加
さ
せ
て
い
た
の
か
。
紅
雨
を
﹁
冷
笑
﹂
す
る

人
物
た
ち
の
間
に
配
し
た
本
作
の
構
造
の
意
義
を
、
最
後
に
問
う
て

み
た
い
と
思
う
。

三
﹃
冷
笑
﹄
の
末
尾
近
く
、
語
り
は
、
登
場
人
物
た
ち
が
﹁
互
に
其

の
根
本
に
於
て
或
る
連
絡
を
持
つ
て
ゐ
る
思
想
﹂
の
持
ち
主
で
あ
る

と
説
明
し
て
い
た
。

﹁
吾
々
の
如
く
に
世
間
一
般
が
目
的
の
な
い
空
論
に
興
味
を
感

じ
て
月
日
を
送
る
や
う
に
な
つ
た
ら
、
其
れ
こ
そ
デ
カ
ダ
ン
ス

だ
。
晋
の
天
下
を
滅
し
た
の
は
清
談
だ
と
支
那
の
経
世
家
が
恐

れ
た
の
も
無
理
は
な
い
ね
。﹂︵
十
五
︶

﹁
支
那
の
経
世
家
﹂
の
言
を
引
く
こ
の
台
詞
は
、
晋
の
世
に
﹁
清
談
﹂

を
流
行
さ
せ
た
と
い
う
、
竹
林
の
七
賢
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
透
か
し
見

せ
て
い
る
。
七
賢
人
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は

梅
亭
金
鵞
﹃
七
偏
人
﹄
だ
が
、
小
山
清
は
風
変
わ
り
な
会
合
の
直
接

の
動
機
を
瀧
亭
鯉
丈
﹃
花
暦
八
笑
人
﹄
に
求
め
て
い
て
、作
中
に
﹃
七

偏
人
﹄
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
﹁﹃
七
偏
人
﹄
や
﹃
和

合
人
﹄
や
﹃
八
笑
人
﹄
に
現
は
れ
た
人
物
を
見
る
と
、
何
れ
も
似
寄

つ
た
類
の
人
物
と
思
は
れ
る
﹂︵
高
須
芳
次
郎
﹃
滑
稽
趣
味
の
研
究（
₂₂
（

﹄︶

の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
滑
稽
茶
番
物
語
の
一
典
型
と
し
て
﹁
八

笑
人
﹂
が
選
ば
れ
た
と
考
え
て
良
い
は
ず
だ（
₂₃
（

。

阮
籍
や
王
戎
な
ど
の
﹁
竹
林
の
七
賢
人
﹂
が
愉
し
ん
だ
清
談
と
は
、

も
っ
ぱ
ら
老
荘
思
想
の
鼓
吹
で
あ
り
、﹁
後
進
莫
レ
不
三
競
為
二
浮
誕
一
、

遂
成
二
風
俗
一
﹂︵﹃
二
十
二
史
札
記
﹄﹁
六
朝
清
談
之
習
﹂︶
と
い
う
事
態

を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
の
と
き
西
晋
は
滅
亡
の
階
梯
を
歩
み
は
じ
め

た
と
い
う
。

・
濤
昔
シ
在
テ

二
魏
晋
之
間
二

一
與
二
嵆
康
。
阮
籍
。
籍
カ
兄
ノ
子
咸
。

向
秀
。
王
戎
。
劉
伶
一
。
相
友
タ
リ
。
号
ス

二
竹
林
ノ
七
賢
人
ト

一
。

皆
ナ
崇
二
尚
シ
老
荘
虚
無
之
学
ヲ

一
。
軽
二
蔑
ス
礼
法
ヲ

一
。
縦
酒
昏

酣
シ
テ
。
遺
二
落
ス
世
事
ヲ

一
。
士
大
夫
皆
慕
二
效
ス
。
之
ヲ

一
。
謂
フ

二

之
ヲ
放
達
ト

一
。︵
大
郷
穆
纂﹃
標
注
刪
訂
十
八
史
略
副
詮
﹄﹁
西
晋
﹂﹇
一

八
八
四
年
、
金
港
堂
﹈︶

・
鄒
九
峯
曰
、
王
戎
任
テ

レ
情
ニ
曠
達
。
與
カ
ル

二
七
賢
之
列
ニ

一
。

西
晋
ノ
弊
風
実
ニ
首
ム

二
獘
階
ヲ

一
。︵
曠
敏
本
編
、
阿
部
修
助
注
﹃
増

注
標
記
二
十
二
史
略
﹄﹁
晋
紀
﹂﹇
一
八
八
一
年
、
青
山
清
吉
﹈︶
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﹁
何
れ
も
親
が
ゝ
り
の
部
屋
住
連
で
、
生
活
の
圧
迫
を
知
ら
ず
、

毎マ

マ々

々
々
如
何
し
て
面
白
く
可
笑
し
く
時
間
を
費
さ
う
か
と
の
み
焦

慮
し
、
屈
託
し
て
居
る
手
合
﹂︵
前
掲
、
高
須
︶
を
模
倣
す
る
小
山
清

の
会
合
に
含
ま
れ
て
い
た
も
う
一
つ
の
意
味
が
、
こ
う
し
た
コ
ン
テ

ク
ス
ト
を
置
く
こ
と
で
、
よ
り
は
っ
き
り
し
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
本
作
の
言
葉
に
拠
る
か
ぎ
り
で
も
、﹁
不
得
要
領
﹂
の
表
情
を
保

ち
な
が
ら
沈
黙
の
日
々
を
生
き
る
清
の
心
底
に
は
、
次
の
よ
う
な
思

い
が
隠
さ
れ
て
い
た
。

沈
黙
ほ
ど
圧
制
者
に
対
し
て
恐
ろ
し
い
武
器
は
な
い
。
私
が
も

し
露
西
亜
の
虚
無
党
員
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
露
西
亜
の
政
府
を

顛
覆
し
や
う
と
は
し
な
い
で
、
露
西
亜
の
政
府
と
社
会
の
腐
敗

を
飽
ま
で
教
唆
さ
し
て
、
根
本
か
ら
露
西
亜
帝
国
全
体
の
滅
亡

す
べ
き
起
源
を
一
日
た
り
と
も
早
め
る
や
う
に
す
る
。
屈
従
と

沈
黙
が
復
讐
的
悪
意
の
精
神
の
最
後
の
勝
利
で
あ
る
。︵
六
︶

﹁
空
論
﹂
に
時
を
費
や
す
﹁
八
笑
人
の
加
盟
﹂
の
傾
向
を
名
づ
け
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
﹁
享
楽
主
義
︵
ぢ
れ
つ
た
ん
ち
ず
む（
₂₄
（

︶﹂

と
は
ほ
ど
遠
い
、
行
動
な
き
﹁
虚
無
党
﹂
と
で
も
呼
ぶ
ほ
か
な
い
心

性
で
あ
る
。
こ
の
会
合
に
列
席
し
た
登
場
人
物
全
て
に
こ
う
し
た
心

性
が
共
有
さ
れ
て
い
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
最

終
章
に
お
け
る
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
台
詞
の
発
話
者
を
曖
昧
に
し
て
お

り
、
七
賢
人
の
故
事
を
引
い
た
の
が
誰
な
の
か
確
定
不
可
能
な
ほ
ど

で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
少
な
く
と
も
最
終
章
の
会
合
に

参
集
し
た
三
人
︵
小
山
清
、
徳
井
勝
之
助
、
吉
野
紅
雨
︶
は
、﹁
目
的
の

な
い
空
論
に
興
味
を
感
じ
﹂
る
志
向
を
、
共
有
し
て
い
た
は
ず
だ
。

吉
野
紅
雨
の
﹁
空
想
﹂
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
物
語
は
、
小
山

清
の
会
合
が
持
つ
こ
う
し
た
心
性
―
︽﹁
空
論
﹂
の
共
同
体
︾
―
を

外
枠
に
設
け
る
こ
と
で
、
い
っ
そ
う
﹁
思
想
﹂
と
し
て
の
外
形
を
明

確
に
す
る
。︽
暗
黒
の
江
戸
︾
が
繰
り
返
し
立
ち
現
れ
る
時
間
と
し

て
近
代
を
位
置
づ
け
る
紅
雨
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
江
戸
を
滅
び
た
時

代
と
し
て
切
り
離
す
思
考
と
は
う
ら
は
ら
に
、
滅
び
に
向
か
う
時
代

の
続
き
と
し
て
近
代
を
描
き
出
し
て
い
た
。
紅
雨
が
見
出
す
現
在
と

未
来
の
物
語
は
、幻
想
を
通
じ
て
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
を
表
現
し
て
ゆ
く
、

端
的
な
方
法
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
紅
雨
の
言
葉
は
、﹁
八
笑
人
の
会
合
﹂
の
心
性
を

小
説

0

0

と
し
て
駆
動
す
る
に
あ
た
っ
て
、
是
が
非
で
も
必
要
な
仕
掛
け

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
小
山
清
や
中
谷
丁

蔵
に
つ
い
て
確
認
し
た
通
り
、﹁
冷
笑
﹂
の
心
性
は
、
ど
こ
ま
で
も
自

閉
的
で
あ
る
こ
と
を
本
義
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
物
語
や
事
件
へ
の
参

与
を
拒
み
続
け
る
志
向
を
同
時
に
持
た
ざ
る
を
え
な
い
。お
そ
ら
く
、

彼
ら
が
小
説
と
い
う
空
間
で
ひ
と
た
び
﹁
冷
笑
﹂
の
殻
か
ら
﹁
外
出
﹂

し
て
し
ま
え
ば
、﹁
空
論
﹂
は
﹁
実
行
﹂
と
の
拮
抗
関
係
の
な
か
に
崩

壊
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
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成
程
自
分
の
年
来
執
つ
て
来
た
享
楽
主
義
の
態
度
は
、
こ
の
平

凡
無
味
の
世
界
に
於
て
、
少
し
で
も
感
情
の
鋭
敏
な
者
が
自
然

足
を
向
け
て
行
く
避か
く
れ
が

難
処
か
も
知
れ
な
い
。︵
略
︶
然
し
少
し

ば
か
り
の
飛は

ね泥
を
恐
れ
て
、
雨
の
日
は
外
出
が
出
来
な
く
な
る

と
、
終
に
は
い
つ
も
籠こ
も
り
が
ち勝
の
不
精
者
に
な
つ
て
了
ふ
に
違
ひ

な
い
。
人
生
の
光
栄
は
瞑
想
に
あ
る
と
同
時
に
、
力
行
に
も
あ

る
。
あ
ま
り
に
分
析
し
思
考
し
て
行
く
と
、
或
は
実
行
の
能
力

を
萎
縮
さ
せ
な
い
と
も
限
る
ま
い
。︵
上
田
敏
﹃
う
づ
ま
き
﹄︶

﹁
瞑
想
﹂
と
﹁
力
行
﹂
の
間
で
揺
れ
動
く
牧
春
雄
が
﹁
力
行
﹂
た
る
﹁
積

極
の
享
楽
主
義
﹂
に
転
じ
た
時
点
で
幕
を
閉
じ
る
﹃
う
づ
ま
き
﹄
の

帰
結
は
、﹁
瞑
想
﹂
を
﹁
瞑
想
﹂
の
ま
ま
小
説
内
に
定
着
す
る
こ
と
の

困
難
を
教
え
る
。﹃
冷
笑
﹄
の
場
合
、﹁
屈
従
と
沈
黙
﹂
の
日
々
を
送

る
小
山
清
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
商
船
事
務
長
・
徳
井
勝
之
助
の
事

例
が
示
す
と
お
り
、
彼
ら
の
共
同
体
は
﹁
革
命
﹂
の
不
可
能
を
前
提

と
し
て
成
立
し
て
も
い
た
。
い
わ
ば
﹁
空
論
﹂
に
孕
ま
れ
た
ア
ナ
ー

キ
ー
な
言
説
の
力
は
ど
こ
ま
で
も
﹁
空
論
﹂
と
し
て
の
み
発
揮
さ
れ

ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
硬
直
の
中
に
あ
る
の
で
、
結
果
的
に
、
彼
ら

が
口
に
す
る
批
評
は
ど
こ
ま
で
も
事
件
の
抵
抗
を
欠
き
、
批
評
以
外

の
機
能
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。

﹁
空
論
﹂
の
共
同
体
に
小
説
家
・
紅
雨
を
配
し
、
彼
の
﹁
真
面
目
﹂

な
言
葉
を
﹁
恍
惚
﹂
状
態
に
お
け
る
﹁
刺
激
性
の
文
学
﹂
へ
と
変
え

て
み
せ
る
語
り
の
方
法
は
、﹁
空
論
﹂
の
自
閉
性
を
崩
さ
ず
に
﹁
文
明

批
評
﹂
を
小
説
へ
と
転
化
し
う
る
、
効
果
的
な
方
法
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。
紅
雨
の
分
析
的
表
現
は
、﹁
空
想
﹂
を
語
る
言
葉
へ
と
役
柄

を
変
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
た
ん
骨
抜
き
に
さ
れ
る
。
こ

う
し
た
言
説
の
形
態
を
と
る
こ
と
で
、﹁
空
論
﹂
は
﹁
空
論
﹂
で
あ
り

つ
つ
、
個
々
の
言
辞
が
到
達
し
え
ぬ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
描
き
出
す
こ
と

が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
幻
視
者
の
陶
酔
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
物
語
が
そ
の
ま

ま
思
想
の
表
現
で
あ
り
、
小
説
で
な
け
れ
ば
描
け
な
い
思
想
の
姿
を

描
き
出
す
小
説
が
誕
生
す
る
。
多
く
青
年
を
主
人
公
と
し
、
虚
無
的

な
﹁
文
明
批
評
﹂
の
表
現
を
恋
愛
や
友
情
と
の
綱
引
き
に
よ
っ
て
実

現
し
よ
う
と
し
て
い
た
明
治
四
十
年
代
の
小
説
群
の
な
か
で
、﹃
冷

笑
﹄
の
群
像
劇
は
、
物
語
の
う
ち
に
ア
ナ
ー
キ
ー
な
心
情
を
そ
の
ま

ま
転
位
し
え
た
、
特
異
な
達
成
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、﹃
冷
笑
﹄
に
お
け
る
思
想
と
物
語
の
関
係
と
そ
の
意
義
を
検

討
し
て
き
た
。
本
作
の
中
心
に
置
か
れ
る
吉
野
紅
雨
の
言
葉
は
、
日

本
の
皮
相
な
近
代
化
を
嘲
罵
し
つ
つ
真
正
な
近
代
を
希
求
す
る
テ
ク

ス
ト
で
も
、
近
代
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
の
逃
避
や
滅
び
ゆ
く
過
去
へ
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の
回
帰
を
語
る
テ
ク
ス
ト
で
も
な
い
。
紅
雨
の
言
葉
は
、
夢
見
る
よ

う
な
言
葉
の
様
態
を
あ
え
て
選
び
取
り
な
が
ら
、
江
戸
へ
の
憧
憬
を

通
じ
て
、
近
代
を
滅
び
の
時
間
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。﹃
冷
笑
﹄

に
お
け
る
思
想
は
、
個
々
の
分
析
的
な
言
葉
で
あ
る
よ
り
も
、
そ
れ

ら
の
断
片
的
な
批
評
に
よ
っ
て
は
描
き
え
な
い
、
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

の
側
に
存
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

﹁
東
洋
的
特
種
の
悲
哀
﹂と
名
づ
け
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、﹁
現

実
の
自
己
を
恐
怖
嫌
悪
の
中
心
と
見
定
め
て
未
来
永
劫
の
暗
黒
に
手

を
引
合
つ
て
落
て
行
く
﹂
人
々
の
物
語
は
、
永
井
荷
風
が
初
期
小
説

か
ら
一
貫
し
て
描
き
続
け
て
き
た
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し

た
言
葉
を
生
み
出
す
素
材
が
、
ア
ヘ
ン
中
毒
だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

﹃
お
前
の
心
は
能
く
解
つ
て
居
る
、
実
に
礼
の
云
ひ
様
も
無
い
。

然
し
、
俺
は
最
実
の
処
何
を
為
る
の
も
厭
に
成な
ツ
ち
ま了

ツ
た
ん
だ
。

其
に
俺
の
身か
ら
だ体

も
、
最
う
恁
う
癮い
ん

が
付
い
ち
や
長
い
事
も
あ
る

ま
い
か
ら
、
お
前
も
好
加
減
に
俺
の
事
は
諦
め
て
呉
れ
。
お
前

が
何
と
云
つ
て
呉
れ
て
も
。
最
一
度
持
崩
し
た
身
体
じ
や
、

到と
て
も底
商
売
な
ん
か
出
来
は
為
な
い
か
ら
な
。﹄︵
荷
風
﹃
烟
鬼
﹄︶

﹁
癮い
ん

が
付
い
﹂て﹁
持
崩
し
た
身
体
﹂で
あ
る
と
い
う
弁
明
の
陰
に﹁
最

実
の
処
何
を
為
る
の
も
厭
に
成な
ツ
ち
ま了
ツ
た
ん
だ
﹂
と
い
う
言
葉
が
隠
さ

れ
て
い
る
通
り
、
悲
惨
小
説
の
枠
組
み
に
は
必
ず
し
も
収
ま
ら
な
い

死
へ
の
志
向
が
溶
か
し
込
ま
れ
て
い
る
点
に
初
期
荷
風
小
説
の
特
質

が
あ
り
、
こ
う
し
た
物
語
を
ど
の
よ
う
に
小
説
に
定
位
し
て
ゆ
く
か

と
い
う
問
い
が
、
荷
風
の
作
品
史
前
期
を
貫
い
て
い
た（
₂₅
（

。

暗
黒
小
説
の
変
種
と
し
て
出
発
し
た
言
葉
が
、
小
山
清
や
中
谷
丁

蔵
の
﹁
冷
笑
﹂
を
背
景
に
置
く
こ
と
で
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
い
う
方
向

づ
け
を
獲
得
し
、
幻
想
の
う
ち
に
近
代
史
を
描
き
出
す
表
現
へ
と
変

貌
す
る
―
そ
う
し
た
意
味
で
、﹃
冷
笑
﹄
の
表
現
は
、
前
半
期
荷
風
小

説
に
お
け
る
里
程
標
を
な
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
小
説
の
方
法
が
、
江
戸
芸
術
の
解
釈
に
基
づ
い
て
い
た

こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
現
代
に
背
を
向
け
、
江
戸
芸
術
へ
と

逃
避
す
る
か
に
み
え
る
言
葉
は
、
ま
さ
に
そ
の
身
振
り
を
通
じ
て
、

現
代
史
を
塗
り
替
え
て
ゆ
く
効
果
を
持
っ
て
い
た
。
以
後
、
荷
風
小

説
は
、花
柳
界
へ
と
そ
の
舞
台
を
移
す
。
荷
風
の
作
品
群
が
﹃
冷
笑
﹄

の
よ
う
な
形
態
を
取
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
﹃
冷

笑
﹄
以
降
の
荷
風
小
説
は
、
幻
想
の
創
造
が
現
代
史
と
切
り
結
ぶ
よ

う
な
小
説
の
形
式
を
、
水
面
下
で
模
索
し
つ
づ
け
て
い
く
。
江
戸
の

解
釈
に
よ
る
幻
想
を
軸
と
し
て
見
る
と
き
、後
年
の
﹃
雨
瀟
瀟
﹄﹃
濹

東
綺
譚
﹄
と
い
っ
た
作
品
は
も
ち
ろ
ん
、
一
見
淡
彩
に
都
市
・
東
京

を
描
き
出
す
か
に
見
え
る
﹃
新
橋
夜
話
﹄
と
﹃
冷
笑
﹄
の
距
離
は
、

見
た
目
よ
り
も
ず
っ
と
近
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

※ 

﹃
冷
笑
﹄
の
テ
ク
ス
ト
は
、﹃
荷
風
全
集
﹄
第
七
巻
︵
一
九
九
七
﹇
平

成
九
﹈
年
一
〇
月
、
岩
波
書
店
︶
に
拠
っ
た
。
な
お
本
稿
は
、
日
本
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学
術
振
興
会
特
別
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

︻
注
︼

︵
1
︶
一
九
六
六
﹇
昭
和
四
一
﹈
年
九
月
、
岩
波
書
店
﹃
考
証　

永
井
荷
風
﹄。

︵
2
︶
一
九
一
〇
﹇
明
治
四
三
﹈
年
二
月
四
日
付
、
荷
風
宛
鴎
外
書
簡
。

︵
3
︶﹁
八
月
の
評
論
﹂︵
一
九
一
〇
﹇
明
治
四
三
﹈
年
九
月
﹁
ホ
ト
ト
ギ
ス
﹂︶。

︵
4
︶
一
九
一
〇
﹇
明
治
四
三
﹈
年
八
月
﹁
早
稲
田
文
学
﹂。

︵
5
︶
蒼
瓶
﹁
正
月
の
新
聞
雑
誌
︵
四
︶﹂︵
一
九
一
〇
﹇
明
治
四
三
﹈
年
一

月
一
四
日
﹁
東
京
朝
日
新
聞
﹂︶。

︵
6
︶﹁
永
井
荷
風
﹂︵
一
九
四
一
﹇
昭
和
一
六
﹈
年
一
月
、
中
央
公
論
社
﹃
作

家
論
﹄
所
収
︶。

︵
7
︶
一
九
一
〇
﹇
明
治
四
三
﹈
年
八
月
﹁
三
田
文
学
﹂。

︵
8
︶﹁
冷
笑
な
さ
つ
て
は
い
け
ま
せ
ん
、
極
真
面
目
な
話
し
な
ん
で
す
か
ら

…
﹂︵
夏
目
漱
石
﹃
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹄
二
︶。

︵
9
︶
同
時
代
の
荷
風
小
説
の
主
人
公
と
比
較
し
て
み
て
も
、﹁
知
ら
な
い
土

地
を
一
番
容
易
く
一
番
愉
快
に
味
は
つ
て
、
永
く
記
憶
に
残
す
も
の

は
其
の
土
地
そ
れ
〴
〵
の
飲
食
物
で
す
か
ら
な
﹂︵
六
︶
と
述
べ
る
紅

雨
と
、﹁
名
物
に
甘︵
う
ま
︶い
も
の
な
し
さ
﹂
と
呟
く
﹃
牡
丹
の
客
﹄

の
語
り
手
と
の
落
差
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
。

︵
10
︶﹁
我
が
国
に
於
け
る
類
語
辞
典
の
嚆
矢
﹂
を
自
序
に
謳
う
志
田
義
秀
﹃
日

本
類
語
大
辞
典
﹄︵
一
九
〇
九
﹇
明
治
四
二
﹈
年
七
月
、
晴
光
館
︶
は
、

﹁
空
想
﹂
の
語
義
に
﹁
現
実
よ
り
か
け
は
な
れ
た
る
お
も
ひ
﹂﹁
実
地

の
用
を
な
さ
ぬ
か
ん
が
へ
﹂﹁
あ
て
の
な
き
か
ん
が
へ
﹂
を
当
て
て
お

り
、﹁
あ
て
の
な
き
か
ん
が
へ
﹂
の
類
語
に
は
﹁
無
謀
ム
バ
ウ
﹂
が
挙

が
る
。﹁
恍
惚
﹂
状
態
に
お
け
る
紅
雨
の
言
葉
を
総
称
す
る
の
に
適
当

と
判
断
し
て
、
こ
の
語
を
用
い
た
。

︵
11
︶
一
八
九
四
﹇
明
治
二
七
﹈
年
一
〇
月
、
政
教
社
。

︵
12
︶﹁
見
れ
ば
町
の
空
は
灰
色
の
水
蒸
気
に
包
ま
れ
て
了
つ
て
、
僅
に
西
の

一
方
に
黄
な
光
が
深
く
輝
い
て
居
る
﹂︵
島
崎
藤
村
﹃
破
戒
﹄
第
二
章

︵
六
︶、
一
九
〇
六
﹇
明
治
三
九
﹈
年
三
月
、
上
田
屋
︶﹁
小
温
い
水
蒸

気
は
、
香
の
高
い
土
か
ら
低
く
這
ひ
上
る
﹂︵
秋
田
雨
雀
﹃
尼
の
風
呂
﹄

一
九
〇
七
﹇
明
治
四
〇
﹈
年
八
月
﹁
早
稲
田
文
学
﹂︶。

︵
13
︶﹁
近
代
的
と
云
ふ
あ
の
熱
病
﹂
が
ゾ
ラ
﹃
傑
作
﹄
に
由
来
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
南
明
日
香
﹁﹁
明
治
の
東
京
﹂
の
相
対
化
…
﹃
冷
笑
﹄﹂
に

指
摘
が
あ
る
︵﹃
永
井
荷
風
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
パ
リ
・
東
京
﹄
二
〇

〇
七
﹇
平
成
一
九
﹈
年
六
月
、
翰
林
書
房
︶。

︵
14
︶
以
下
、翻
訳
は
渡
辺
一
夫
訳
﹃
人
工
楽
園
﹄︵﹃
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
３
﹄

一
九
四
八
﹇
昭
和
二
三
﹈
年
、
河
出
書
房
︶
に
拠
る
。

︵
15
︶
荷
風
﹁
近
代
仏
蘭
西
作
家
一
覧
﹂︵
一
九
一
〇
﹇
明
治
四
三
﹈
年
七
月
﹁
三

田
文
学
﹂︶﹁B

audelaire(C
harles)

﹂
の
項
に
、﹁
ア
シ
ツ
シ
ュ
及
鴉
片

の
文
学
及
び
美
術
的
効
果
を
論
じ
た
る
﹂
作
品
と
し
て
﹁Les Paradis 
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artificiels

︵
人
工
の
天
国
︶﹂
が
挙
が
り
、
こ
の
文
章
に
は
﹁
紅
雨
生
﹂

の
署
名
が
あ
る
。

︵
16
︶﹁
小
説
家
は
持
前
な
る
散
歩
の
興
味
を
感
じ
出
し
た
﹂︵
十
二
︶。
ま
た
、

語
り
は
中
谷
を
﹁
狂
言
作
者
中
谷
﹂﹁
作
者
の
中
谷
﹂
と
表
現
す
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
、﹁
狂
言
作
者
﹂﹁
作
者
﹂
と
い
う
代
名
詞
の
み
に
よ
っ

て
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。

︵
17
︶
同
時
代
の
荷
風
作
品
﹁
海
洋
の
旅
︵
紀
行
︶﹂︵
一
九
一
一
﹇
明
治
四
四
﹈

年
一
〇
月
﹁
三
田
文
学
﹂︶
に
も
、﹁
小
説
的
と
云
ふ
病
気
に
か
か
つ
た
﹂

語
り
手
が
、﹁
鴉
片
の
夢
か
と
ば
か
り
、
云
ひ
知
れ
ぬ
麻
痺
の
快
感
﹂

に
酔
い
し
れ
る
場
面
が
あ
る
。

︵
18
︶"La cathédrale"P.V. Stock, 1898. 

主
人
公
デ
ュ
ル
タ
ル
は
、﹁
ロ
マ
ネ

ス
ク
芸
術
と
東
洋
と
の
血
縁
﹂
に
言
及
し
つ
つ
、
建
築
の
形
状
に
よ

っ
て
﹁
跪
い
て
、
頭
を
深
く
垂
れ
﹂
さ
せ
る
﹁
暗
鬱
﹂
な
ロ
マ
ネ
ス

ク
寺
院
と
、
尖
塔
ア
ー
チ
に
よ
っ
て
﹁
天
空
に
昇
ろ
う
と
す
る
﹂
ゴ

チ
ッ
ク
を
比
較
す
る
。
こ
の
比
較
は
、
そ
の
ま
ま
仏
教
寺
院
と
教
会

建
築
を
比
較
す
る
紅
雨
の
言
葉
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

︵
19
︶﹁﹁
儘
な
ら
ぬ
浮
き
世
﹂
を
捨
て
ゝ
、
夢
の
如
く
覚
束
な
き
来
世
に
於

て
円
満
の
愛
を
楽
し
ま
ん
と
す
る
は
必
然
の
勢
た
り
︵
略
︶
彼
等
は

愛
以
外
他
に
世
界
あ
る
を
忘
れ
、
義
務
あ
る
を
忘
れ
恍
惚
と
し
て
現

実
の
世
界
を
離
れ
、
理
想
の
世
界
に
身
を
投
じ
終
る
な
り
﹂
晴
川
春

草﹁
情
死
論
﹂︵
一
九
〇
〇﹇
明
治
三
三
﹈年
二
月
、育
英
舎﹃
歴
々
萋
々
﹄

所
収
︶。

︵
20
︶
恒
文
社
﹃
全
訳
小
泉
八
雲
全
集
﹄
第
九
巻
︵
一
九
六
四
﹇
昭
和
三
九
﹈

年
一
二
月
︶。
な
お
こ
の
訳
文
に
つ
い
て
は
、﹁
永
井
荷
風
先
生
が
フ
ラ

ン
ス
訳
を
参
照
し
て
朱
正
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
も
の
﹂
で
あ
る
旨
、
岩

波
文
庫
﹃
怪
談
﹄
平
井
呈
一
解
説
に
言
及
が
あ
る
。

︵
21
︶
同
第
八
巻
︵
一
九
六
四
﹇
昭
和
三
九
﹈
年
六
月
︶。

︵
22
︶
一
九
一
一
﹇
明
治
四
四
﹈
年
三
月
、
実
業
之
日
本
社

︵
23
︶
海
賀
変
哲
﹃
滑
稽
七
人
男
﹄︵
一
九
〇
八
﹇
明
治
四
一
﹈
年
一
月
、
関

谷
宇
三
郎
︶
が
﹃
七
偏
人
﹄
を
模
倣
し
て
お
り
、﹃
七
偏
人
﹄
の
イ
メ

ー
ジ
の
流
通
ぶ
り
を
窺
う
に
足
る
。

︵
24
︶
後
出
、
上
田
敏
﹃
う
づ
ま
き
﹄
の
ル
ビ
に
よ
る
。

︵
25
︶
こ
う
し
た
荷
風
初
期
小
説
の
特
質
と
課
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
予

定
し
て
い
る
。


