
－95－

一
、
芥
川
作
品
の
一
面
性
を
め
ぐ
っ
て

芥
川
龍
之
介
の
作
品
に
対
し
て
し
ば
し
ば
加
え
ら
れ
る
批
判
は
、

シ
ニ
カ
ル
さ
ゆ
え
の
浅
薄
さ
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。﹁
要
す
る

に
﹁
寓
話
﹂
に
過
ぎ
な
い︶

1
︵

﹂、﹁
話
上
手
に
語
つ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い︶

2
︵

﹂、

﹁
落
語
以
上
の
も
の
で
は
な
い︶

3
︵

﹂
と
い
っ
た
評
語
は
芥
川
が
デ
ビ
ュ

ー
し
た
当
時
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
は
死
ぬ
ま
で
芥
川
に

向
け
ら
れ
た
視
線
で
あ
っ
た
。
ま
た
死
後
も
、
昭
和
三
十
年
の
座
談

会︶
4
︵

な
ど
を
見
れ
ば
安
部
公
房
の
﹁
経
験
の
外
に
あ
る
も
の
は
、
本
物

も
お
も
ち
ゃ
も
区
別
で
き
な
い
と
い
う
よ
り
す
る
必
要
が
な
い
。
結

局
本
も
の
を
作
ろ
う
と
思
っ
て
お
も
ち
ゃ
を
つ
く
っ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
る
。
本
も
の
は
出
来
な
い
か
ら
﹂、
梅
崎
春
生
の
﹁
彼
の
作
品

は
中
学
校
の
と
き
に
は
み
な
に
読
ま
れ
て
も
、
そ
の
後
は
読
ま
れ
な

く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
質
は
低
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が

す
る
﹂
と
い
う
発
言
な
ど
、不
満
の
合
唱
会
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

柄
谷
行
人
は
芥
川
作
品
の
登
場
人
物
を
﹁
思
考
す
る
人
間
と
し
て
は

ま
っ
た
く
の
デ
ク
の
棒
に
す
ぎ
な
い︶

5
︵

﹂
と
批
判
し
、
そ
れ
を
﹁
芥
川

の
本
質
﹂
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
登
場
人
物
の
思
考
や
生
き
方
を
相

対
化
、
あ
る
い
は
否
定
す
る
作
者
の
シ
ニ
カ
ル
な
姿
勢
が
、
芥
川
文

学
の
特
徴
と
し
て
見
ら
れ
、
そ
れ
が
批
判
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

宮
坂
覚︶

6
︵

の
指
摘
し
た
︿
聖
な
る
愚
人
﹀
の
系
譜
は
、
い
わ
ば
こ
の

芥
川
観
を
蝶
番
と
す
る
二
枚
の
板
の
よ
う
に
、
対
照
的
な
解
釈
が
提

出
さ
れ
て
き
た
作
品
群
で
あ
る
。宮
坂
の
挙
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

﹁
偸
盗
﹂『
中
央
公
論
』（
大
正
六
年
四
月
～
七
月
）、﹁
奉
教
人
の
死
﹂（『
三

田
文
学
』
大
正
七
年
九
月
）、﹁
尼
と
地
蔵
﹂（
未
定
稿
、
大
正
七
年
頃
）、﹁
き

り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂（『
新
小
説
』
大
正
八
年
三
月
、
五
月
）、﹁
じ
ゆ
り

芥
川
龍
之
介
︿
神
聖
な
愚
人
﹀
考

小
谷　

瑛
輔
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あ
の
・
吉
助
﹂（『
新
小
説
』
大
正
八
年
九
月
）、﹁
南
京
の
基
督
﹂（『
中
央

公
論
』大
正
九
年
七
月
）、﹁
往
生
絵
巻
﹂（『
国
粋
』大
正
十
年
四
月
）、﹁
仙
人
﹂

（『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
大
正
十
一
年
四
月
）
が
そ
れ
に
当
た
り
、﹁
老
狂
人
﹂

（
未
定
稿
、
明
治
四
三
年
頃
）
が
そ
の
原
点
に
あ
た
る
作
品
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
の
一
方
の
解
釈
は
、
こ
れ
ら
も
や
は
り

芥
川
ら
し
い
、
知
的
で
シ
ニ
カ
ル
だ
が
浅
薄
な
作
品
だ
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
笹
淵
友
一︶

7
︵

は
﹁
南
京
の
基
督
﹂
や
﹁
じ
ゆ
り

あ
の
・
吉
助
﹂
な
ど
が
﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
冒
瀆
を
意
図
し
﹂、﹁
信
仰

者
の
心
理
を
憫
笑
し
﹂
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
、
一
方
で
キ
リ
ス

ト
教
の
﹁
本
質
に
触
れ
な
い
﹂
も
の
で
あ
り
、
芥
川
が
晩
年
に
よ
う

や
く
気
付
く
よ
う
に
﹁
才
気
が
軽
薄
と
隣
し
て
い
る
﹂
の
だ
と
批
判

し
た
。
こ
こ
で
は
芥
川
の
遺
稿︶

8
︵

の
言
葉
﹁
基
督
教
的
信
仰
或
は
基
督

教
徒
を
嘲
る
為
に
瘻マ
マ

短
篇
や
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
艸
し
た
﹂﹁
基
督
教

を
軽
ん
ず
る
為
に
反
つ
て
基
督
教
を
愛
し
た
﹂
が
、
こ
の
解
釈
の
強

い
根
拠
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

他
方
で
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
正
反
対
の
方
向
か
ら
の
解
釈
も
な
さ

れ
て
い
る
。
宮
坂
は
、﹁
芥
川
の
作
品
の
中
に
は
、
強
者
、
英
雄
な
ど

の
矛
盾
や
裏
面
を
小
気
味
よ
く
暴
い
て
見
せ
る
も
の
、
つ
ま
り
︿
英

雄
否
定
・
美
談
否
定
﹀（
三
島
由
紀
夫
）
と
い
わ
れ
る
作
品
群
が
あ
る
。

こ
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は
、評
価
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、

弱
者
・
愚
人
の
モ
チ
ー
フ
の
解
明
は
、遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
。

︿
聖
な
る
愚
人
﹀
達
に
つ
い
て
も
言
を
俟
た
な
い
﹂
と
し
て
、︿
聖
な

る
愚
人
﹀
を
﹁︿
信
じ
る
﹀
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
小
賢
し
い
知

性
や
打
算
を
捨
て
、愚
な
る
こ
と

0

0

0

0

0

も
平
気
で
容
認
す
る
人
間
達
﹂﹁︿
聡

明
な
知
識
人
﹀
の
芥
川
と
は
逆
の
位
相
に
あ
る
人
々
﹂﹁
芥
川
文
学

に
お
い
て
特
異
な
存
在
﹂
と
位
置
付
け
た
。

こ
の
よ
う
に
芥
川
の
代
表
的
な
作
品
像
あ
る
い
は
作
家
像
と
対
極

的
な
も
の
と
し
て
こ
れ
ら
の
作
品
や
そ
の
登
場
人
物
を
捉
え
る
と
い

う
見
方
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
広
く
共
有
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て

よ
い
。
た
と
え
ば
吉
村
稠
は
﹁
独
善
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
論
理
に
よ
る

逆
転
と
解
釈
を
振
り
か
ざ
し
て
き
た
芥
川
文
芸
の
主
人
公
達
と
は
異

っ
て
、
愚
直
と
も
い
え
る
一
途
さ
に
人
生
を
賭
け
る
人
間︶

9
︵

﹂
が
描
か

れ
て
い
る
と
読
み
、
鷺
只
雄
は
﹁
精
神
と
肉
体
、
理
想
と
現
実
、
観

念
と
行
為
の
分
裂
・
不
一
致
に
苦
悩
す
る
衰
弱
し
た
近
代
人
と
は
対

極
に
あ
る
人
間
（
中
略
）
全
一
的
な
人
間
像
へ
の
憧
憬
・
希
求︶

₁₀
︵

﹂
と

論
じ
て
い
る
。対
照
の
基
準
に
つ
い
て
は
微
妙
に
幅
が
あ
る
も
の
の
、

シ
ニ
カ
ル
な
作
品
群
と
率
直
な
憧
憬
を
書
い
た
作
品
群
と
い
う
比
較

が
こ
こ
で
の
最
大
公
約
数
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
研
究
は
、
芥
川
に
つ
い
て
の
従
来
の
一
面
的
な
理
解
を

押
し
広
げ
、
多
面
的
に
理
解
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
上
で
重
要
な

も
の
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
一
方
で
、
そ
れ
が
多
面
的
な
も
の
で
あ
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る
こ
と
を
前
提
と
す
る
点
に
お
い
て
は
、
芥
川
の
問
題
の
全
体
、
つ

ま
り
は
各
系
譜
間
の
関
連
を
問
う
こ
と
を
困
難
に
も
し
て
き
た
。
知

的
だ
が
シ
ニ
カ
ル
で
真
情
が
託
さ
れ
て
い
な
い
芥
川
の
典
型
的
な
作

品
群
と
、
率
直
な
憧
憬
を
書
い
た
特
別
な
作
品
群
、
と
い
う
二
項
対

立
を
採
用
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
を
逆
ベ
ク
ト
ル
を
持
つ
一
面
的
な
も

の
と
し
て
理
解
す
る
上
で
は
分
か
り
や
す
い
が
、
個
々
の
作
品
の
解

釈
を
シ
ン
プ
ル
な
も
の
と
し
て
固
定
化
し
て
し
ま
う
し
、
そ
れ
ら
の

作
品
に
一
人
の
作
家
の
一
貫
す
る
問
題
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
く
な

る
。
広
く
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
芥
川
像
は
、
再
び
統
一
的
に

理
解
さ
れ
る
こ
と
を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、︿
聖
な
る
愚
人
﹀
の
系
譜
、
芥
川
の
作
品
中
で
用

い
ら
れ
て
い
る
言
葉
を
借
り
れ
ば
︿
神
聖
な
愚
人
﹀
の
系
譜
を
中
心

に
し
て
、
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
芥
川
作
品
に
底
流
す
る
モ
チ

ー
フ
を
明
ら
か
に
し
、
芥
川
と
い
う
作
家
の
統
一
的
な
像
の
再
構
築

に
寄
与
す
る
観
点
を
提
出
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
お
そ
ら
く
は
こ
の

よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
こ
そ
、
個
々
の
作
品
の
深
さ
も
ま
た
捉
え
得

る
よ
う
に
な
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

二
、︿
神
聖
な
愚
人
﹀
の
系
譜

芥
川
は
、
こ
の
系
譜
の
中
で
特
に
一
つ
の
作
品
に
つ
い
て
繰
り
返

し
自
負
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
が
﹁
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂
で
あ

る
。
芥
川
は
、﹁
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂
を
発
表
し
た
大
正
八
年
を

振
り
返
る
文
章
で
、﹁
予
自
身
は
、
幾
分
に
も
せ
よ
自
信
の
あ
る
作
品

は
、﹁
私
の
出
遇
つ
た
事
﹂﹁
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂
以
外
に
、
一

つ
も
発
表
出
来
な
か
つ
た︶

₁₁
︵

﹂
と
、韜
晦
し
た
言
い
方
で
自
信
を
語
り
、

私
信
で
も
﹁﹁
き
り
し
と
ほ
ろ
﹂マ
マ

上
人
伝
だ
け
自
信
が
あ
る︶

₁₂
︵

﹂
と
述

べ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
連
の
︿
神
聖
な
愚
人
﹀
も
の
を
書
い
た
後
に

な
っ
て
も
、
芥
川
は
﹁
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂
を
自
信
作
と
し
て

意
識
し
続
け
て
い
た
。﹁
風
変
わ
り
な
作
品
二
点
に
就
い
て︶

₁₃
︵

﹂
と
い

う
文
章
で
、
芥
川
は
自
作
の
大
部
分
の
﹁
現
代
普
通
に
用
ひ
ら
れ
て

ゐ
る
言
葉
で
書
い
た
も
の
﹂
の
例
外
と
し
て
﹁
奉
教
人
の
死
﹂
と
﹁
き

り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂を
挙
げ
、﹁﹁
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂の
方
が
、

い
ゝ
﹂
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

事
実
、
作
品
を
完
結
さ
せ
る
手
法
―
―
こ
れ
こ
そ
短
編
作
家
芥
川

に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
―
―
に
つ

い
て
見
て
み
れ
ば
、﹁
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂
で
確
立
さ
れ
た
も
の

が
、
以
降
﹁
じ
ゆ
り
あ
の
・
吉
助
﹂﹁
往
生
絵
巻
﹂
で
そ
っ
く
り
繰

り
返
さ
れ
て
い
る︶

₁₄
︵

。﹁
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂
の
結
末
に
は
﹁
不

思
議
や
麗
し
い
紅
の
薔
薇
の
花
が
、
薫
し
く
咲
き
誇
つ
て
居
つ
た
と

申
す
﹂
と
、
死
に
至
っ
た
主
人
公
れ
ぷ
ろ
ぼ
す
を
祝
福
す
る
花
が
描

か
れ
て
い
る
。
同
様
に
﹁
じ
ゆ
り
あ
の
・
吉
助
﹂
で
は
磔
刑
に
処
せ

ら
れ
た
じ
ゆ
り
あ
の
・
吉
助
の
死
体
の
口
に
﹁
一
本
の
白
い
百
合
の
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花
が
、
不
思
議
に
も
水
々
し
く
咲
き
出
て
ゐ
た
﹂
と
描
か
れ
、﹁
往
生

絵
巻
﹂
の
五
位
の
入
道
の
死
骸
の
口
に
も
や
は
り
﹁
ま
つ
白
な
蓮
華

が
開
い
て
ゐ
る
﹂
と
語
ら
れ
る
。
超
自
然
的
な
奇
跡
が
死
に
至
っ
た

︿
神
聖
な
愚
人
﹀
を
祝
福
す
る
結
末
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、﹁
南

京
の
基
督
﹂
で
﹁
彼
女
の
体
に
起
つ
た
奇
蹟
が
、
一
夜
の
中
に
跡
方

も
な
く
、
悪
性
を
極
め
た
楊
梅
瘡
を
癒
し
た
﹂
こ
と
や
、﹁
仙
人
﹂
で

権
助
が
﹁
一
人
前
の
仙
人
に
な
れ
﹂
た
こ
と
も
、こ
の
延
長
に
あ
る
。

さ
ら
に
敷
衍
し
て
、
主
人
公
が
何
か
を
か
た
く
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ

て
死
に
、
語
り
手
が
そ
の
主
人
公
に
共
感
し
て
み
せ
る
と
い
う
点
か

ら
、﹁
尾
生
の
信
﹂（『
中
央
文
学
』
大
正
九
年
一
月
）
も
こ
の
列
に
加
え

た
い
。
そ
し
て
こ
の
﹁
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂
以
降
に
共
通
す
る

形
式
は
、
宮
坂
が
︿
聖
な
る
愚
人
﹀
の
系
譜
と
し
て
挙
げ
た
作
品
の

中
で
も
﹁
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂
以
前
の
﹁
老
狂
人
﹂﹁
偸
盗
﹂﹁
奉

教
人
の
死
﹂
に
は
見
ら
れ
ず
、
未
定
稿
﹁
尼
と
地
蔵
﹂
に
そ
の
モ
チ

ー
フ
誕
生
の
兆
し
と
し
て
﹁
円
光
を
頂
い
た　

美
し
い
地
蔵
菩
薩
の

姿
﹂
が
一
瞬
見
え
る
と
い
う
こ
と
に
見
出
せ
る
の
み
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
作
品
の
時
期
と
と
も
に
ま
と
め
れ
ば
、
大
正
七
年

九
月
の
﹁
奉
教
人
の
死
﹂
以
前
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
手
法
が
、

大
正
七
年
頃
と
見
ら
れ
る
未
定
稿
﹁
尼
と
地
蔵
﹂
の
模
索
を
経
て
大

正
八
年
五
月
の
﹁
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂
に
結
実
し
、
以
降
︿
神

聖
な
愚
人
﹀
物
で
必
ず
採
用
さ
れ
る
手
法
と
な
る
の
で
あ
る
。

芥
川
は
、
こ
の
時
期
﹁
芸
術
家
が
退
歩
す
る
時
、
常
に
一
種
の
自

動
作
用
が
始
ま
る
。
と
云
ふ
意
味
は
、
同
じ
や
う
な
作
品
ば
か
り
書

く
事
だ
。
自
動
作
用
が
始
ま
つ
た
ら
、
そ
れ
は
芸
術
家
と
し
て
の
死

に
瀕
し
た
も
の
と
思
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ︶

₁₅
︵

﹂と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、

マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
嫌
っ
て
い
る
。
そ
の
芥
川
が
、﹁
奉
教
人
の
死
﹂
と

酷
似
し
た
特
殊
な
文
体
の
、
ま
さ
に
マ
ン
ネ
リ
と
見
ら
れ
て
不
思
議

で
な
い︶

₁₆
︵

﹁
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂
に
自
信
を
示
し
て
い
た
こ
と
、

そ
し
て
そ
こ
で
獲
得
さ
れ
た
手
法
を
そ
の
後
も
繰
り
返
し
用
い
る
こ

と
は
、
意
外
な
事
実
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
芥
川
に

と
っ
て
重
要
な
問
題
が
こ
こ
に
託
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
従
っ
て
本
稿
で
は
、﹁
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂
以
降
の
作
品

群
、
す
な
わ
ち
﹁
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂﹁
じ
ゆ
り
あ
の
・
吉
助
﹂

﹁
南
京
の
基
督
﹂﹁
尾
生
の
信
﹂﹁
往
生
絵
巻
﹂﹁
仙
人
﹂
を
︿
神
聖
な

愚
人
﹀
の
系
譜
と
し
て
改
め
て
定
義
し
て
お
く
。

﹁
神
聖
な
愚
人
﹂
と
い
う
言
葉
が
芥
川
の
作
中
で
直
接
用
い
ら
れ

る
作
品
は
、﹁
じ
ゆ
り
あ
の
・
吉
助
﹂
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
作
品
に
つ

い
て
見
て
み
よ
う
。

吉
助
は
性
来
愚
鈍
で
、兼
と
い
う
娘
に
懸
想
す
る
も
顧
み
ら
れ
ず
、

人
の
悪
い
朋
輩
に
も
嘲
弄
さ
れ
、﹁
悶
々
の
情
に
堪
へ
﹂ず
出
奔
す
る
。

三
年
の
間
に
切
支
丹
に
な
っ
て
帰
っ
て
き
た
吉
助
は
、
朋
輩
に
そ
れ

を
知
ら
れ
る
と
代
官
所
に
引
き
渡
さ
れ
、
取
り
調
べ
を
受
け
る
。
宗
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門
神
を
問
わ
れ
﹁
べ
れ
ん
の
国
の
御
若
君
、
え
す
・
き
り
す
と
様
、

並
に
隣
国
の
御
息
女
、さ
ん
た
・
ま
り
や
様
﹂
と
奇
妙
な
返
答
を
し
、

﹁
え
す
・
き
り
す
と
様
、
さ
ん
た
・
ま
り
や
姫
に
恋
を
な
さ
れ
、
焦

れ
死
に
果
て
さ
せ
給
う
た
に
よ
つ
て
、
わ
れ
と
同
じ
苦
し
み
に
悩
む

も
の
を
、
救
う
て
と
ら
せ
う
と
思
召
し
、
宗
門
神
と
な
ら
れ
た
げ
で

ご
ざ
る
﹂
と
述
べ
る
。
祈
祷
を
唱
え
な
が
ら
磔
刑
に
処
さ
れ
た
吉
助

の
死
骸
は
美
妙
な
香
を
放
ち
、
口
の
中
か
ら
は
一
本
の
白
い
百
合
の

花
が
、
水
々
し
く
咲
き
出
て
い
た
。
結
末
で
は
語
り
手
が
吉
助
に
つ

い
て
﹁
日
本
の
殉
教
者
中
、
最
も
私
の
愛
し
て
ゐ
る
、
神
聖
な
愚
人

の
一
生
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
作
品
は
終
わ
る
。

吉
助
は
、
江
戸
時
代
の
禁
教
制
度
の
中
で
は
罪
人
で
あ
り
、
日
本

の
切
支
丹
の
中
で
も
ま
た
教
義
を
理
解
し
な
い
異
端
で
あ
る
。
生
得

的
な
能
力
に
お
い
て
は
愚
物
で
あ
り
、
村
の
社
会
で
も
賤
役
に
服
す

下
等
な
存
在
で
、
恋
慕
の
関
係
に
お
い
て
は
敗
者
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
吉
助
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
位
置
付
け
の
中
で
劣
等
な
、
あ
る

い
は
周
縁
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
吉
助
の
信
じ
る
奇
妙
な
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
が
唯

一
、
吉
助
を
然
る
べ
き
存
在
と
し
て
位
置
付
け
る
。
吉
助
が
独
特
の

信
仰
を
得
る
前
後
の
様
子
は
、
対
照
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
以
前
の

吉
助
は
、
兼
に
顧
み
ら
れ
な
い
こ
と
や
朋
輩
の
嘲
笑
に
堪
え
ず
に
出

奔
し
て
い
る
の
に
対
し
、
帰
参
以
降
の
吉
助
は
﹁
婿
を
迎
え
て
、
誰

も
羨
む
よ
う
な
夫
婦
仲
﹂
の
兼
に
﹁
ま
め
ま
め
し
く
仕
へ
﹂、﹁
朋
輩

の
軽
蔑
も
意
と
し
な
い
﹂
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
賤
役
に
服
し
﹁
牛

馬
同
様
﹂
で
あ
っ
た
は
ず
の
吉
助
だ
が
、
捉
え
ら
れ
て
も
悪
び
れ
ぬ

様
子
は
そ
れ
と
は
対
照
的
に
﹁
不
思
議
な
威
厳
に
満
ち
て
ゐ
た
﹂
と

語
ら
れ
る
。

朋
輩
の
嘲
弄
も
、
罪
人
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
る
こ
と
の
苦
痛
も
、

帰
参
以
降
の
吉
助
に
は
関
係
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。﹁
べ
れ
ん
の

国
の
若
君
様
、
今
は
何
処
に
ま
し
ま
す
か
、
御
褒
め
讃
へ
給
へ
﹂
と

い
う
祈
祷
に
見
え
る
よ
う
に
、
彼
の
生
を
規
定
し
て
い
た
の
は
、
彼

の
信
じ
る
独
特
な
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
で
あ
っ
た
。
叶
わ
ぬ
片
恋
の

苦
し
み
は
、﹁
べ
れ
ん
の
国
の
若
君
様
﹂
に
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
救
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
教
え
を
信
じ
る
限
り
に
お
い
て

は
、
朋
輩
に
嘲
笑
さ
れ
る
こ
と
も
、
役
人
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
こ
と

も
、吉
助
に
と
っ
て
問
題
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。
換
言
す
れ
ば
、

叶
わ
ぬ
片
思
い
の
苦
し
み
だ
け
が
吉
助
に
と
っ
て
は
生
の
全
て
で
あ

り
、
そ
れ
を
意
味
付
け
る
吉
助
の
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
が
、
彼
の
生
の

世
界
を
統
御
し
得
る
体
系
で
あ
る
。

そ
う
し
た
吉
助
の
様
子
を
、
語
り
手
は
﹁
伝
説
﹂
に
擬
し
て
﹁
天

上
の
光
﹂﹁
美
妙
な
香
﹂﹁
一
本
の
白
い
百
合
の
花
﹂
に
よ
っ
て
美
化

し
て
み
せ
、﹁
日
本
の
殉
教
者
中
、
最
も
私
の
愛
し
て
ゐ
る
、
神
聖
な

愚
人
﹂
と
宣
言
す
る
。﹁
じ
ゆ
り
あ
の
・
吉
助
﹂
の
語
り
手
が
愛
す
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る
の
は
、
こ
う
し
た
、
様
々
な
苦
し
み
を
無
化
し
得
る
よ
う
な
、
一

つ
の
価
値
観
に
統
一
さ
れ
た
生
の
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
う
し
た
あ
り

方
へ
の
肯
定
を
示
す
た
め
に
、
語
り
手
は
こ
の
話
を
語
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
う
し
た
吉
助
の
一
貫
し

た
あ
り
方
が
、
い
か
に
吉
助
が
片
恋
と
信
仰
以
外
の
こ
と
に
煩
わ
さ

れ
な
い

0

0

か
と
い
う
こ
と
の
強
調
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。﹁
性
来
愚
鈍
﹂
な
﹁
愚
物
﹂
で
あ
り
、﹁
軽
蔑
も
意
と

し
な
い

0

0

0

﹂
で
、
牢
屋
に
送
ら
れ
て
も
﹁
悪
び
れ
る
気
色
を
示
さ
な
か

0

0

つ
た

0

0

﹂、
そ
の
信
仰
は
﹁
今
ま
で
調
べ
ら
れ
た
、
ど
の
切
支
丹
門
徒

の
申
し
条
と
も
、
全
く
変
つ
た
﹂
も
の
で
あ
り
、
最
期
も
﹁
恐
れ
げ

も
な
く

0

0

﹂
槍
を
受
け
る
、
と
い
う
吉
助
の
様
子
は
、
い
ず
れ
も
否
定

形
や
思
考
の
欠
如
を
示
す
消ネ
ガ
テ
ィ
ヴ

極
的
な
表
現
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
光
が
当
て
ら
れ
る
の
は
、﹁
さ
ん
た
・
ま
り
や
﹂
が

﹁
隣
国
の
御
息
女
﹂
な
ど
で
は
な
く
﹁
え
す
・
き
り
す
と
﹂
の
生
母

で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
能
力
が
あ
れ
ば
、﹁
え
す
・
き
り
す
と
﹂
が

﹁
わ
れ
と
同
じ
苦
し
み
に
悩
む
も
の
を
、
救
う
て
と
ら
せ
う
﹂
と
す

る
存
在
な
ど
で
は
な
い
こ
と
は
す
ぐ
に
分
か
っ
て
し
ま
う
は
ず
だ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
吉
助
の
あ
り
方
は
、
一
つ
の
価
値
観
に
よ
っ

て
他
の
こ
と
が
ら
が
無
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
正
確
に
は

他
の
こ
と
が
ら
を
把
握
す
る
能
力
の
欠
如
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
成
立

す
る
も
の
だ
と
語
り
手
は
鋭
く
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に

言
え
ば
、
そ
れ
が
通
常
成
り
立
つ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

も
語
り
手
は
強
調
し
て
い
る
わ
け
だ
。

語
り
手
は
、
吉
助
の
あ
り
方
を
肯
定
し
つ
つ
、
同
時
に
否
定
的
に

見
て
も
い
る
。
語
り
手
の
吉
助
へ
の
評
価
は
﹁
私
の
愛
し
て
ゐ
る
、

神
聖
な
﹂
／
﹁
愚
人
﹂
と
い
う
表
現
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
通
り
、
あ

く
ま
で
両
価
的
な
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
単
純
な
憧
憬
・
希
求
と
し

て
の
み
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
こ
と
を

ど
う
捉
え
る
か
が
、︿
神
聖
な
愚
人
﹀
の
系
譜
を
理
解
す
る
上
で
最
も

重
要
な
点
な
の
で
あ
る
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
芥
川
は
こ
の
両
価

性
に
一
貫
し
て
こ
だ
わ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

三
、﹁
尾
生
の
信
﹂

﹁
尾
生
の
信
﹂
は
、
従
来
︿
神
聖
な
愚
人
﹀
の
系
譜
に
は
数
え
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
作
品
だ
が
、
本
質
的
な
意
味
で
こ
の
系
譜
に
入
れ

ら
れ
る
べ
き
作
品
だ
と
考
え
る
。
本
作
は
、単
行
本
『
影
燈
籠︶

₁₇
︵

』『
或

日
の
大
石
内
蔵
之
助︶

₁₈
︵

』
に
﹁
小
品
四
種
﹂
の
﹁
四
﹂
と
し
て
収
録
さ

れ
、『
沙
羅
の
花︶

₁₉
︵

』
に
は
﹁
小
品
四
種
﹂
の
中
で
こ
れ
の
み
が
収
録
さ

れ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、﹁
芥
川
偏
愛
の
作︶

₂₀
︵

﹂
で
あ
る
。
短

す
ぎ
る
こ
と
も
あ
っ
て
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
作
品
で

あ
る
が
、
登
場
人
物
の
造
形
に
お
い
て
、
芥
川
が
追
求
し
た
類
型
の
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う
ち
の
重
要
な
一
つ
と
し
て
今
一
度
考
察
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ

る
。﹁

尾
生
の
信
﹂と
い
う
言
葉
は
、橋
の
下
で
女
を
待
ち
続
け
る
男
が
、

川
の
水
が
増
し
て
も
約
束
を
守
っ
て
去
ら
ず
、
溺
れ
死
ん
だ
と
い
う

中
国
の
故
事
成
語
で
あ
り
、
愚
直
で
融
通
が
利
か
な
い
と
い
う
否
定

的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
尾
生
の
話
は『
荘
子
』﹁
盗
跖
篇
﹂に﹁
尾

生
与
女
子
期
於
梁
下
。
女
子
不
来
。
水
至
不
去
。
抱
梁
柱
而
死
﹂
と

あ
る
の
を
は
じ
め
、『
史
記
』﹁
蘇
信
列
伝
﹂
や
『
戦
国
策
』﹁
燕
上　

易
王
﹂、『
淮
南
子
』﹁
氾
論
訓
﹂、『
史
記
』﹁
蘇
秦
伝
﹂
な
ど
に
見
え
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
短
文
で
あ
り
、
こ
の
い
ず
れ
か
だ
け
か
ら
芥
川

が
﹁
尾
生
の
信
﹂
を
創
作
し
た
の
で
は
な
く
、﹁『
支
那
奇
談
集
』
を

通
し
て
、
尾
生
の
話
を
知
っ
た
可
能
性
が
高
い︶

₂₁
︵

﹂
と
す
る
張
蕾
の
指

摘
が
あ
る
。
近
事
画
報
社
か
ら
明
治
三
十
九
年
に
出
た
大
賀
順
治
編

『
支
那
奇
談
集︶

₂₂
︵

』
は
、
芥
川
の
友
人
で
あ
る
日
夏
耿
之
介
が
、
自
分

と
芥
川
が
『
聊
斎
志
異
』
を
知
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
回
顧
し
て

い
る︶

₂₃
︵

も
の
で
あ
り
、
芥
川
が
読
ん
で
い
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
か
で
あ
る

こ
と
が
そ
の
根
拠
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
そ
の『
支
那
奇
談
集
』

の
﹁
尾
生
の
信
﹂
を
全
文
引
用
し
て
お
く
。

　

尾
生
と
ば
か
り
で
其
名
は
伝
は
ら
ぬ
が
、
生
と
し
て
あ
る
処
を

見
る
と
、
書
生
に
違
ひ
な
い
。
今
時
書
生
と
い
へ
ば
、
直
ぐ
に
ロ

マ
ン
チ
ツ
ク
と
い
ふ
言
葉
を
思
ひ
出
さ
せ
る
が
、
尾
生
の
信
も
中

庸
を
得
て
ゐ
な
い
だ
け
に
余
程
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
で
あ
る
。
一
体
ロ

マ
ン
チ
ツ
ク
と
い
ふ
言
葉
に
は
必
ず
女
が
つ
い
て
回
る
と
の
こ
と

で
あ
る
が
、
其
尾
生
と
い
ふ
男
も
猶
且
或
女
と
関
係
し
て
ゐ
た
。

け
れ
ど
も
余
程
世
間
を
憚
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
関
係
で
あ
る
と
見
え

て
、
逢
瀬
を
得
る
の
は
中
々
容
易
で
な
か
つ
た
ら
し
く
、
或
日
、

女
と
橋
の
下
で
逢
は
う
と
約
束
を
し
た
の
で
あ
る
。
逢
ふ
処
は
未

外
に
沢
山
あ
つ
た
ら
う
が
、
橋
の
下
と
は
奇
想
天
外
で
あ
る
。
尾

生
は
後
に
名
を
残
す
だ
け
あ
つ
て
、信
義
の
堅
い
男
で
あ
る
か
ら
、

約
束
の
時
刻
を
た
が
へ
ず
、
其
橋
の
下
へ
行
つ
て
見
た
が
、
幸
に

引
汐
で
あ
つ
た
か
ら
、
砂
が
露
は
れ
て
、
散
歩
な
ど
が
出
来
る
位
、

其
は
至
極
結
構
だ
が
、待
て
ど
暮
ら
せ
ど
女
は
皆マ

マ暮
姿
を
見
せ
ぬ
。

尾
生
は
気
が
気
で
な
い
。
其
内
追
々
と
上
げ
汐
と
な
つ
て
、
水
の

音
は
も
の
凄
く
な
つ
て
来
る
。
散
歩
の
砂
地
は
段
々
と
迫
ま
つ
て

来
る
。
大
体
な
者
な
ら
其
処
で
腹
を
立
て
ゝ
、
帰
つ
て
了
ふ
の
だ

が
、
遉
は
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
の
尾
生
で
あ
る
。
橋
柱
に
抱
着
い
て
、

一
生
懸
命
に
女
の
来
る
の
を
待
つ
て
ゐ
た
。
如
何
な
酔
興
な
女
で

も
橋
梁
の
上
で
遘
曳
し
よ
う
と
は
思
ふ
ま
い
。
果
し
て
女
は
来
な

か
つ
た
。

　

す
る
と
其
内
に
水
嵩
は
増
し
て
来
て
、
尾
生
は
女
の
代
り
に
橋

梁
を
抱
い
た
ま
ゝ
、
生
命
を
す
て
ゝ
其
信
義
を
全
う
し
た
、
と
伝
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へ
ら
れ
る
。
子
猶
と
い
ふ
男
が
之
を
評
し
て
、
万
世
情
痴
の
祖
な

り
、
と
云
つ
た
が
、
全
く
其
評
は
当
つ
て
ゐ
る
。

重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
が
典
拠
で
あ
る
と
し
て
も
、
芥
川
﹁
尾
生

の
信
﹂
の
語
り
手
の
態
度
は
、
こ
の
『
支
那
奇
談
集
』
の
語
り
手
と

比
べ
て
み
れ
ば
、
驚
く
ほ
ど
異
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
支
那
奇
談
集
』
に
お
け
る
語
り
手
は
、﹁
書
生
と
い
へ
ば
﹂﹁
ロ
マ

ン
チ
ツ
ク
﹂
で
、﹁
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
と
い
ふ
言
葉
に
は
必
ず
女
が
つ
い

て
回
る
﹂
と
、
軽
く
、
面
白
お
か
し
く
、
小
馬
鹿
に
し
た
態
度
で
尾

生
の
信
の
話
を
語
る
。﹁
信
義
の
堅
い
男
﹂と
し
な
が
ら
も
、反
面﹁
万

世
情
痴
の
祖
﹂
と
い
う
評
を
肯
定
す
る
な
ど
、﹁
信
義
﹂
自
体
も
皮
肉

を
込
め
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
死
ぬ
経
緯
も
﹁
女
の
代
り
に
橋
梁

を
抱
い
た
ま
ゝ
﹂
と
、
悪
意
の
あ
る
ユ
ー
モ
ア
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て

い
る
。
一
方
、
芥
川
﹁
尾
生
の
信
﹂
の
語
り
手
は
﹁
私
に
宿
つ
て
ゐ

る
魂
﹂
と
し
て
尾
生
の
気
持
ち
を
引
き
受
け
る
。

ま
た
、『
支
那
奇
談
集
』
で
は
﹁
女
と
橋
の
下
で
逢
は
う
と
約
束
を

し
た
﹂
と
い
う
事
情
の
説
明
や
、﹁
書
生
に
違
ひ
な
い
﹂
と
い
っ
た
推

測
、﹁
書
生
と
い
へ
ば
、
直
ぐ
に
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
と
い
ふ
言
葉
を
思
ひ

出
さ
せ
る
﹂
と
い
う
相
対
化
の
語
り
が
置
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

芥
川
﹁
尾
生
の
信
﹂
で
は
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
一
切
な
い
。
何
故

尾
生
が
女
を
待
っ
て
い
る
の
か
も
分
か
ら
ず
、
状
況
説
明
が
不
足
し

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
の
代
わ
り
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
が
、
尾
生
か
ら
見
た
川
と
橋

の
周
囲
の
変
化
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。
そ
し
て
、
刻
々
と
変
化

す
る
様
子
の
描
写
の
間
に
挟
ま
れ
る
の
が
、﹁
が
、
女
は
未
だ
に
来
な

い
﹂
と
い
う
七
回
に
わ
た
る
反
復
句
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

張
蕾
と
仁
平
道
明︶

₂₄
︵

の
二
氏
が
考
察
を
加
え
て
い
る
。
張
蕾
は
こ
の
反

復
に
つ
い
て
前
掲
論
文
で
﹁
芥
川
は
物
語
の
進
行
に
沿
っ
て
、
各
章

の
終
り
の
と
こ
ろ
で
語
り
手
に
一
つ
の
文
を
反
復
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
作
品
全
体
（
思
想
や
リ
ズ
ム
）
に
統
一
感
（
一
貫
性
）
を
あ
た
え

よ
う
と
し
た
﹂
と
す
る
。
ま
た
、
仁
平
は
リ
フ
レ
イ
ン
と
い
う
詩
的

﹁
形
式
﹂
が
、﹁
自
ら
を
語
る
気
は
ず
か
し
さ
を
除
く
と
い
う
方
法
上

の
解
決
﹂
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
る
。
し
か
し
、
こ
の
反

復
は
芥
川
の
、
も
し
く
は
語
り
手
の
技
巧
と
し
て
の
み
見
做
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
﹁
が
、
女
は
未
だ
に
来
な
い
﹂
と

い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
気
に
し
て
い
る
の
は
、
語
り
手
で
は
な
く
尾

生
だ
か
ら
で
あ
る
。

﹁
が
、
女
は
未
だ
に
来
な
い
﹂
ま
で
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
ま
と
ま

り
と
し
て
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
描
写
は
ほ
と
ん
ど
、
尾
生

が
そ
ち
ら
へ
感
覚
を
向
け
た
こ
と
の
説
明
の
後
に
置
か
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
試
み
に
最
初
の
三
つ
を
見
て
み
よ
う
。
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見
上
げ
る
と
、
高
い
石
の
橋
欄
に
は
、
蔦
蘿
が
半
ば
這
ひ
か
ゝ

つ
て
、
時
々
そ
の
間
を
通
り
す
ぎ
る
往
来
の
人
の
白
衣
の
裾
が
、

鮮
か
な
入
日
に
照
ら
さ
れ
な
が
ら
、悠
々
と
風
に
吹
か
れ
て
行
く
。

が
、
女
は
未
だ
に
来
な
い
。

　

尾
生
は
そ
つ
と
口
笛
を
鳴
し
な
が
ら
、
気
軽
く
橋
の
下
の
洲
を

見
渡
し
た
。

　

橋
の
下
の
黄
泥
の
洲
は
、
二
坪
ば
か
り
の
広
さ
を
剰
し
て
、
す

ぐ
に
水
と
続
い
て
ゐ
る
。
水
際
の
蘆
の
間
に
は
、
大
方
蟹
の
棲
家

で
あ
ら
う
、
い
く
つ
も
円
い
穴
が
あ
つ
て
、
其
処
へ
波
が
当
る
度

に
、
た
ぶ
り
と
云
ふ
か
す
か
な
音
が
聞
え
た
。
が
、
女
は
未
だ
に

来
な
い
。

　

尾
生
は
稍
待
遠
し
さ
う
に
水
際
ま
で
歩
を
移
し
て
、
舟
一
艘
通

ら
な
い
静
な
川
筋
を
眺
め
ま
は
し
た
。

　

川
筋
に
は
青
い
蘆
が
、隙
間
も
な
く
ひ
し
ひ
し
と
生
へ
て
ゐ
る
。

の
み
な
ら
ず
そ
の
蘆
の
間
に
は
、
所
々
に
川
楊
が
、
こ
ん
も
り
と

円
く
茂
つ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
そ
の
間
を
縫
ふ
水
の
面
も
、
川
幅
の

割
に
は
広
く
見
え
な
い
。
唯
、
帯
程
の
澄
ん
だ
水
が
、
雲
母
の
や

う
な
雲
の
影
を
た
つ
た
一
つ
鍍
金
し
な
が
ら
、
ひ
つ
そ
り
と
蘆
の

中
に
う
ね
つ
て
ゐ
る
。
が
、
女
は
未
だ
に
来
な
い
。

﹁
見
上
げ
る
と
﹂﹁
見
渡
し
た
﹂﹁
眺
め
ま
は
し
た
﹂
と
尾
生
の
視

線
に
つ
い
て
の
言
葉
が
周
到
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
語
り

は
内
的
焦
点
化
の
度
合
い
が
強
い
。
従
っ
て
、﹁
が
、
女
は
未
だ
に
来

な
い
﹂
の
中
の
逆
接
接
続
詞
﹁
が
﹂
は
、
そ
の
よ
う
に
周
囲
の
光
景

が
変
化
す
る
ほ
ど
待
っ
て
い
る
の
に
、
と
い
う
尾
生
の
待
ち
遠
し
く

思
う
心
情
を
表
し
て
い
る
。

従
っ
て
、﹁
が
、
女
は
未
だ
に
来
な
い
﹂
と
い
う
繰
り
返
し
は
、
作

品
に
一
定
の
リ
ズ
ム
や
統
一
感
を
与
え
て
い
る
の
は
確
か
と
し
て

も
、
状
況
が
変
化
し
て
も
尾
生
が
ひ
た
す
ら
女
が
来
る
か
来
な
い
か

と
い
う
こ
と
だ
け
を
気
に
か
け
て
い
る
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
反
復
に
よ
っ
て
展
開
す
る
﹁
尾
生
の
信
﹂

で
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
、
一
つ
の
こ
と
だ
け
を
気
に
か
け
、

他
の
全
て
の
こ
と
は
、
自
分
の
生
命
へ
の
配
慮
す
ら
も
忘
れ
る
よ
う

な
人
物
の
あ
り
方
で
あ
る
。﹁
尾
生
の
信
﹂
で
表
現
さ
れ
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
、
張
蕾
は
﹁
自
我
を
超
越
﹂
す
る
﹁
逞
し
さ
﹂
へ
の
憧

憬
で
あ
る
と
し
、
仁
平
は
﹁
焦
燥
と
疲
労
か
ら
の
救
い
﹂
で
あ
る
と

読
む
。
恐
ら
く
こ
れ
ら
の
読
み
は
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
も
っ
と
明
確
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
生
を
価
値
付
け
る
統
一

的
な
意
味
へ
の
希
求
で
あ
る
。﹁
尾
生
の
信
﹂
末
尾
の
﹁
だ
か
ら
私

は
現
代
に
生
れ
は
し
た
が
、何
一
つ
意
味
の
あ
る
仕
事
が
出
来
な
い
。

昼
も
夜
も
漫
然
と
夢
み
が
ち
な
生
活
を
送
り
な
が
ら
、
た
だ
、
何
か
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来
る
べ
き
不
可
思
議
な
も
の
ば
か
り
を
待
っ
て
い
る
。﹂
と
い
う
文

は
、
生
を
意
味
付
け
る
た
だ
一
つ
の
﹁
何
か
来
る
べ
き
不
可
思
議
な

も
の
﹂
へ
の
希
求
と
、そ
れ
が
無
い
場
合
の
生
活
は
﹁
何
一
つ
意
味
﹂

が
な
い
と
い
う
感
覚
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
以
上
の
解
釈
も
や
は
り
こ
の
作
品
に
と
っ
て
は
一
面
的

な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
仁
平
は
、
大
正
元
年
か
ら
三
年
頃
の
も
の
と

推
測
さ
れ
る
同
題
の
詩
﹁
尾
生
の
信
﹂
が
も
と
に
な
っ
て
本
作
が
書

か
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
示

唆
を
含
ん
で
い
る
。
詩
﹁
尾
生
の
信
﹂
で
は
﹁
自
ら
の
才
を
恃
ん
で

﹁
迷
い
を
も
た
ぬ
た
し
か
な
愚
直
さ
﹂
を
描
い
て
﹁
来
む
日
﹂
を
待

つ
芥
川
の
野
心
と
希
望
﹂
が
託
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
大
正
八
年

に
書
か
れ
た
小
品
﹁
尾
生
の
信
﹂
の
方
は
﹁
い
か
に
弱
々
し
い
こ
と

で
あ
ろ
う
か
﹂
と
仁
平
が
論
じ
て
い
る
通
り
、﹁
信
﹂
と
い
う
題
に
反

し
て
、
尾
生
の
待
つ
態
度
は
い
か
に
も
弱
々
し
い
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
尾
生
の
﹁
信
﹂
の
弱
々
し
さ
よ
り
も
む
し

ろ
、
尾
生
の
魂
が
宿
っ
た
と
称
す
る
﹁
私
﹂
の
﹁
信
﹂
に
つ
い
て
で

あ
る
。﹁
私
﹂
は
、
自
分
の
待
っ
て
い
る
﹁
来
る
べ
き
﹂
も
の
を
、

尾
生
の
待
っ
て
い
た
、
結
局
死
ぬ
ま
で
来
な
か
っ
た
女
に
喩
え
て
い

る
の
で
あ
る
。
作
品
は
﹁
丁
度
あ
の
尾
生
が
薄
暮
の
橋
の
下
で
、
永

久
に
来
な
い
恋
人
を
何
時
ま
で
も
待
ち
暮
し
た
や
う
に
﹂
と
結
ば
れ

る
。
語
り
手
が
最
後
に
強
調
し
て
い
る
の
は
、﹁
私
﹂
が
待
っ
て
い
る

も
の
が
、﹁
永
久
に
来
な
い
﹂
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

﹁
私
﹂
の
待
つ
と
い
う
行
為
は
、
不
可
能
な
も
の
に
対
し
て
向
け
ら

れ
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
で
語
ら
れ
る
﹁
信
﹂
と
は
、
そ
う
し
た
、
希
求
と
不
可
能
の

認
識
を
同
時
に
含
み
持
つ
よ
う
な
両
価
的
な
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、

作
品
は
、
こ
れ
を
単
に
﹁
憧
憬
﹂﹁
救
い
﹂
と
し
て
意
味
付
け
る
地

点
と
、
不
可
能
な
も
の
へ
の
希
求
と
い
う
こ
と
の
愚
か
さ
と
し
て
否

定
的
に
意
味
付
け
る
地
点
と
の
間
を
振
幅
す
る
の
で
あ
る
。

四
、﹁
南
京
の
基
督
﹂、﹁
往
生
絵
巻
﹂、﹁
仙
人
﹂

こ
の
こ
と
は
、﹁
南
京
の
基
督
﹂、﹁
往
生
絵
巻
﹂、﹁
仙
人
﹂
で
も
同
様

で
あ
る
。

﹁
南
京
の
基
督
﹂
の
、
私
窩
子
で
あ
る
宋
金
花
は
敬
虔
な
耶
蘇
教

徒
で
あ
る
が
、
あ
る
日
客
に
悪
性
の
楊
梅
瘡
を
移
さ
れ
、
客
を
取
る

の
を
や
め
る
。
し
か
し
あ
る
日
訪
れ
た
外
国
人
が
十
字
架
の
基
督
の

顔
と
生
き
写
し
で
あ
る
こ
と
に
動
揺
し
て
そ
の
客
を
迎
え
入
れ
て
し

ま
う
。
そ
の
夜
そ
の
客
が
基
督
を
名
乗
り
﹁
お
前
の
病
気
が
、
今
夜

の
内
に
よ
く
な
る
﹂
と
言
う
夢
を
見
た
金
花
は
、
明
け
方
﹁
彼
女
の

体
に
起
つ
た
奇
蹟
が
、
一
夜
の
中
に
跡
方
も
な
く
、
悪
性
を
極
め
た

楊
梅
瘡
を
癒
し
た
事
に
気
づ
﹂
く
。
し
か
し
こ
の
物
語
に
は
さ
ら
に

短
い
第
三
節
が
つ
い
て
い
る
。そ
の
話
を
聞
い
た
日
本
の
旅
行
家
は
、
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そ
れ
が
自
分
の
知
っ
て
い
る
、
南
京
の
私
窩
子
を
買
っ
て
金
を
払
わ

ず
逃
げ
た
こ
と
を
自
慢
し
て
い
た
﹁
無
頼
な
混
血
児
﹂
の
こ
と
で
あ

る
こ
と
に
気
付
き
、
そ
の
男
の
梅
毒
で
発
狂
し
た
こ
と
を
金
花
に
告

げ
る
か
ど
う
か
迷
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

金
花
が
病
気
か
ら
救
わ
れ
た
の
か
勘
違
い
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
と

い
う
点
に
つ
い
て
芥
川
の
存
命
時
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
の
作

品
は
、
研
究
史
に
お
い
て
も
双
方
の
立
場
に
よ
る
論
争
の
的
と
な
っ

て
き
た
が
、確
か
に
そ
の
二
つ
の
解
釈
を
許
す
構
造
を
持
っ
て
い
る
。

金
花
は
少
な
く
と
も
主
観
的
に
は
救
済
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ

の
奇
蹟
は
金
花
の
知
ら
な
い
事
情
を
知
る
者
か
ら
見
れ
ば
﹁
昔
の
西

洋
の
伝
説
の
や
う
な
夢
﹂
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
か
と
言
っ
て
外
側
の
視
点
か
ら
の
相
対
化
が
作
品
の
意

味
を
最
終
的
に
決
定
付
け
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で

あ
る
。
金
花
が
﹁
彼
女
の
体
に
起
つ
た
奇
蹟
が
、
一
夜
の
中
に
跡
方

も
な
く
、
悪
性
を
極
め
た
楊
梅
瘡
を
癒
し
た
事
に
気
づ
﹂
い
た
と
地

の
文
で
語
る
第
二
節
の
語
り
は
、
明
ら
か
に
金
花
の
身
に
起
こ
っ
た

奇
蹟
の
存
在
を
支
持
し
て
い
る
。
ま
た
、﹁
さ
う
か
い
。
そ
れ
は
不
思

議
だ
な
。
だ
が
、
―
―
だ
が
お
前
は
、
そ
の
後
一
度
も
煩
は
な
い
か

い
﹂
と
最
後
に
尋
ね
る
旅
行
家
に
﹁
え
え
、
一
度
も
﹂
と
﹁
少
し
も

た
め
ら
は
ず
に
返
事
を
し
た
﹂
金
花
の
様
子
で
終
わ
る
結
末
も
、
旅

行
家
に
よ
る
相
対
化
に
十
分
拮
抗
し
得
る
ほ
ど
、
金
花
の
奇
蹟
の
可

能
性
を
印
象
付
け
る
も
の
で
あ
る︶

₂₅
︵

。
こ
の
作
品
に
お
い
て
注
意
深
く

示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
拮
抗
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
単

に
金
花
が
治
癒
し
た
小
説
と
読
む
こ
と
も
、
そ
う
思
い
込
む
金
花
の

勘
違
い
と
読
む
こ
と
も
、
作
品
の
最
も
重
要
な
点
を
見
落
と
し
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
。

﹁
往
生
絵
巻
﹂
の
五
位
の
入
道
は
、﹁
殺
生
好
き
な
悪
人
﹂
で
あ
っ

た
が
、﹁
阿
弥
陀
仏
に
知
遇
し
奉
れ
ば
、
浄
土
に
往
か
れ
る
と
﹂
と
い

う
説
法
を
聞
き
、﹁
阿
弥
陀
仏
よ
や
。
お
お
い
。
お
お
い
﹂
と
繰
り
返

し
叫
び
な
が
ら
ひ
た
す
ら
西
へ
歩
く
。
海
辺
ま
で
来
て
、
松
の
枯
木

へ
登
っ
て
叫
び
続
け
た
結
果
、
い
つ
か
餓
死
し
て
発
見
さ
れ
る
。
そ

の
死
体
に
は
異
香
が
漂
い
、
口
に
は
﹁
ま
つ
白
な
蓮
華
﹂
が
開
い
て

い
る
。

こ
の
筋
自
体
に
は
、
典
拠
『
今
昔
物
語
集
』
第
十
九
﹁
讃
岐
国
多

度
郡
五
位
聞
法
即
出
語
第
十
四
﹂
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
は
な
い
が
、

い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
典
拠
と
芥
川
の
﹁
往
生
絵
巻
﹂
は
異
な
っ

て
い
る
。
典
拠
と
の
違
い
に
つ
い
て
、長
野
甞
一
は
、『
今
昔
物
語
集
』

で
は
﹁
五
位
の
入
道
が
発
心
す
る
件
り
が
じ
つ
に
生
き
生
き
と
鮮
明

に
描
か
れ
て
い
た
﹂
の
に
対
し
芥
川
﹁
往
生
絵
巻
﹂
で
は
﹁
ご
く
簡

単
に
片
づ
け
ら
れ
て
﹂
し
ま
い
、﹁
今
昔
に
比
べ
て
は
る
か
に
見
劣
り

が
す
る︶

₂₆
︵

﹂
と
不
満
を
述
べ
て
い
る
。

﹁
往
生
絵
巻
﹂
は
戯
曲
の
よ
う
な
形
式
を
採
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
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え
五
位
の
入
道
を
遠
巻
き
に
眺
め
る
大
勢
の
人
々
の
発
話
が
描
か
れ

る
こ
と
に
な
る
。
彼
等
は
五
位
の
入
道
を
﹁
気
違
ひ
﹂
と
言
っ
た
り

﹁
天
狗
か
何
か
が
、
憑
い
て
ゐ
る
﹂
と
推
測
し
た
り
と
、
そ
れ
ぞ
れ

に
勝
手
な
こ
と
を
言
い
合
っ
て
い
る
。
後
半
に
五
位
の
入
道
と
会
話

す
る
老
い
た
る
法
師
も
、﹁
物
狂
ひ
﹂
と
し
て
五
位
の
入
道
を
見
る
。

こ
う
し
た
差
に
よ
っ
て
典
拠
よ
り
も
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
五
位
の
入
道
が
、
常
人
と
比
較
す
れ
ば
﹁
気
違
ひ
﹂﹁
物

狂
ひ
﹂
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
典
拠
で
は
海
の
中
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
声
が
聞
こ
え
て
木
に

登
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
芥
川
﹁
往
生
絵
巻
﹂
で
は
そ
の
事

情
は
無
く
な
り
、
五
位
の
入
道
は
勝
手
に
﹁
身
共
が
大
声
に
、
御
仏

の
名
前
を
呼
び
続
け
た
ら
、
答
位
は
な
さ
れ
ぬ
事
も
あ
る
ま
い
﹂
と

期
待
し
て
松
の
枯
木
に
登
る
と
い
う
筋
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
変
更

に
つ
い
て
、
芥
川
は
正
宗
白
鳥
宛
の
書
簡
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。あ

の
話
は
今
昔
物
語
に
出
て
ゐ
る
処
に
よ
る
と
五
位
の
入
道
が
枯

木
の
梢
か
ら
阿
弥
陀
仏
よ
や
お
う
い
お
う
い
と
呼
ぶ
と
海
の
中
か

ら
是
も
在
り
と
云
ふ
声
の
聞
え
る
の
で
す
わ
た
し
は
ヒ
ス
テ
リ
ツ

ク
の
尼
か
何
か
な
ら
ば
兎
に
角
逞
ま
し
い
五
位
の
入
道
は
到
底
現

身
に
仏
を
拝
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
ら
う
と
思
ひ
ま
す
か
ら
（
ヒ

ス
テ
リ
イ
に
さ
へ
か
か
ら
な
け
れ
ば
何
び
と
も
仏
を
見
な
い
う
ち
に
枯
木

梢
上
の
往
生
を
す
る
と
思
ひ
ま
す
か
ら
）
こ
の
一
段
だ
け
は
省
き
ま

し
た
し
か
し
口
裏
の
白
蓮
華
は
今
で
も
後
代
の
人
の
目
に
は
見
え

は
し
な
い
か
と
思
つ
て
ゐ
ま
す︶

₂₇
︵

こ
こ
で
芥
川
が
﹁
ヒ
ス
テ
リ
ツ
ク
の
尼
か
何
か
な
ら
ば
兎
に
角
﹂

と
言
っ
て
い
る
の
は
、
同
じ
く
戯
曲
形
式
で
、﹁
往
生
絵
巻
﹂
と
は
違

っ
て
﹁
現
身
に
仏
を
拝
す
る
こ
と
﹂
が
で
き
た
尼
の
話
、未
定
稿
﹁
尼

と
地
蔵
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
が
芥
川
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、﹁
尼
と
地
蔵
﹂
は
結
局
発
表
さ
れ
る
こ
と
な
く
未
定
稿
に
終
わ

り
、﹁
往
生
絵
巻
﹂
は
完
成
し
た
作
品
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
違

い
は
示
唆
的
で
あ
る
。﹁
尼
と
地
蔵
﹂
で
は
、
尼
が
本
当
に
地
蔵
と

会
え
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、﹁
往
生

絵
巻
﹂
は
﹁
気
違
ひ
﹂﹁
物
狂
ひ
﹂
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
な
お
﹁
現

身
に
仏
を
拝
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
﹂
話
で
あ
る
。﹁
後
代
の
人
の

目
に
は
見
え
は
し
な
い
か
﹂と
い
う
奇
跡
へ
の
視
線
と
同
じ
程
度
に
、

そ
の
こ
と
の
不
可
能
性
が
提
示
で
き
て
い
る
作
品
で
あ
る
こ
と
が
、

芥
川
に
と
っ
て
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
な
の
だ
。

﹁
到
底
現
身
に
仏
を
拝
す
る
こ
と
は
な
﹂
い
が
、﹁
口
裏
の
白
蓮
華

は
今
で
も
後
代
の
人
の
目
に
は
見
え
は
し
な
い
か
﹂
と
い
う
芥
川
の

判
断
に
つ
い
て
、
長
野
は
前
掲
書
で
﹁
誰
が
み
て
も
論
理
の
矛
盾
﹂
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と
難
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
ま
さ
に
、
こ
の
矛
盾
と
見

え
る
点
に
つ
い
て
な
の
で
あ
る
。

芥
川
は
﹁
南
京
の
基
督
﹂
に
つ
い
て
も
、﹁
作
者
の
遊
び
も
薬
が
利

き
過
ぎ
る︶

₂₈
︵

﹂
と
批
判
し
た
南
部
修
太
郎
に
対
し
て
書
簡︶

₂₉
︵

で
反
論
し
て

お
り
、
そ
こ
で
や
は
り
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
や
り
取

り
の
中
で
、
金
花
の
病
気
が
治
癒
す
る
と
い
う
こ
と
を
﹁
莫
迦
げ
た

事
﹂と
書
い
て
返
し
た
ら
し
い
南
部
に
芥
川
が
再
反
論
し
た
内
容
は
、

梅
毒
の
病
人
が
﹁
間
歇
的
に
平
人
同
様
と
な
る
﹂
こ
と
は
あ
る
の
で

あ
っ
て
、
金
花
の
治
癒
は
、
科
学
的
に
は
﹁
一
時
的
平
癒
﹂
に
過
ぎ

な
い
、
と
い
う
﹁O

dious truth

﹂
す
な
わ
ち
残
酷
な
真
実
に
つ
い

て
で
あ
っ
た
。
奇
蹟
の
実
在
に
つ
い
て
の
こ
の
否
定
的
な
見
解
は
、

﹁
往
生
絵
巻
﹂
に
つ
い
て
五
位
の
入
道
が
﹁
到
底
現
身
に
仏
を
拝
す

る
こ
と
は
な
か
つ
た
﹂
と
書
い
た
こ
と
と
正
確
に
対
応
し
て
い
る
。

し
か
し
、
芥
川
の
こ
の
二
つ
の
や
り
取
り
で
も
う
一
つ
共
通
す
る

主
張
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
主
題
が
、
起
こ
っ
て
い
な
い
奇
蹟
が
起

こ
っ
た
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
人
々
を
描
く
こ
と
だ
け
に
あ
っ
た

の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。﹁
南
京
の
基
督
﹂
に
つ
い
て

の
や
り
取
り
で
芥
川
が
も
う
一
つ
強
調
し
て
い
た
こ
と
が
、

﹁O
dious truth

を
摑
ん
だ
場
合
そ
の
曝
露
に
躊
躇
す
る
気
も
ち
﹂
が

﹁
あ
の
作
品
の
テ
エ
マ
﹂
で
あ
る
こ
と
だ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
主
人
公
の
奇
蹟
が
思
い
込
み
に
過
ぎ

な
い
と
思
っ
て
傍
観
す
る
第
三
者
に
と
っ
て
さ
え
、
そ
の
奇
蹟
の
幻

想
は
簡
単
に
否
定
さ
れ
る
べ
か
ら
ざ
る
尊
い
も
の
だ
、と
い
う
こ
と
。

﹁
往
生
絵
巻
﹂
に
つ
い
て
、﹁
口
裏
の
白
蓮
華
﹂
が
作
中
の
﹁
老
い
た

る
法
師
﹂
に
ば
か
り
か
﹁
後
代
の
人
の
目
﹂
に
さ
え
見
え
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
一
見
矛
盾
に
見
え
る
主
張
を
、
芥
川
が
付
け
加
え

忘
れ
な
か
っ
た
の
も
、
や
は
り
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
当
人
の
信
じ
る

奇
蹟
は
、
メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら
否
定
さ
れ
、
そ
し
て
同
時
に
肯
定
さ
れ

る
。
芥
川
が
︿
神
聖
な
愚
人
﹀
の
系
譜
に
お
い
て
描
き
続
け
た
の
は
、

こ
う
し
た
不
可
能
性
と
奇
蹟
へ
の
、
同
時
的
な
眼
差
し
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

大
正
十
一
年
四
月
に
発
表
さ
れ
た
﹁
仙
人
﹂
で
も
、
や
は
り
こ
の

点
が
重
要
で
あ
る
。

仙
人
に
な
る
方
法
を
求
め
る
権
助
と
い
う
田
舎
者
が
、
医
者
と
そ

の
女
房
に
、
二
十
年
た
だ
働
き
を
す
れ
ば
教
え
て
や
る
と
騙
さ
れ
て

奉
公
し
続
け
る
。
二
十
年
後
に
仙
人
に
な
る
方
法
を
問
わ
れ
た
女
房

は
、
木
に
登
る
よ
う
に
権
助
に
指
示
し
、
両
手
を
離
さ
せ
る
。
そ
の

ま
ま
落
下
し
て
死
ぬ
か
と
思
わ
れ
た
権
助
は
、
落
ち
る
こ
と
な
く
空

中
に
浮
い
て
立
ち
止
ま
る
。﹁
お
か
げ
様
で
私
も
一
人
前
の
仙
人
に

な
れ
ま
し
た
﹂
と
礼
を
述
べ
て
権
助
は
天
へ
昇
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
が

﹁
仙
人
﹂
の
大
筋
で
あ
る
。

権
助
が
二
十
年
間
信
じ
続
け
た
相
手
は
、
実
際
に
は
仙
人
に
な
る
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方
法
を
知
る
人
物
な
ど
で
は
な
く
た
だ
の
利
己
的
で
残
酷
な
女
で
あ

っ
た
。
従
っ
て
権
助
は
自
分
を
仙
人
に
し
て
く
れ
る
超
越
的
な
存
在

と
は
一
度
も
出
会
え
て
い
な
い
。
権
助
を
仙
人
に
し
た
の
は
、
そ
の

よ
う
な
超
自
然
的
な
も
の
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
超
自
然
的
な
も
の

を
信
じ
続
け
た
、
権
助
自
身
の
あ
り
方
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
も
ま
た
、
奇
蹟
に
は
不
可
能
性
が
刻
印
さ
れ
て
い

る
。
権
助
が
高
い
木
の
上
で
手
を
離
し
て
天
に
昇
っ
た
と
い
う
結
末

は
、
仙
人
に
な
る
と
い
う
悲
願
の
達
成
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
昇

天
＝
死
を
も
暗
示
す
る
。
権
助
も
ま
た
﹁
現
身
に
仏
を
拝
す
る
こ
と

は
な
か
つ
た
﹂
の
で
あ
り
、
権
助
の
昇
天
は
、
存
在
し
な
い
超
自
然

的
な
も
の
を
信
じ
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
自
然
的
な
も
の
を
得
る

と
い
う
こ
と
の
、
不
可
能
性
と
、
そ
の
不
可
能
性
の
中
に
幻
視
さ
れ

る
奇
蹟
と
の
、
拮
抗
を
指
し
示
し
て
い
る
。

五
、
む
す
び
に

︿
神
聖
な
愚
人
﹀
達
は
、
本
来
的
な
不
可
能
性
の
中
で
、
可
能
性

や
奇
蹟
を
信
じ
る
登
場
人
物
達
で
あ
る
。
彼
ら
を
紹
介
す
る
語
り
手

は
、
彼
ら
に
憧
憬
の
花
を
手
向
け
つ
つ
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
彼
等

の
見
出
す
可
能
性
が
本
当
は
不
可
能
性
の
中
に
あ
る
錯
覚
で
し
か
な

い
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
起
こ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
、
そ
れ
で
も

起
こ
っ
た
か
ら
こ
そ
奇
蹟
で
あ
る
と
い
う
認
識
。
こ
の
二
つ
は
、
相

克
し
互
い
を
否
定
し
あ
う
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
結
局
ど
ち
ら
が
最

終
的
な
主
題
で
あ
る
の
か
が
解
釈
に
お
け
る
争
点
と
な
っ
て
き
た
。

奇
蹟
は
起
こ
っ
た
の
か
起
こ
っ
て
い
な
い
の
か
。
そ
し
て
作
品
は
憧

憬
を
語
っ
て
い
る
の
か
、
実
の
と
こ
ろ
冒
涜
・
憫
笑
を
示
し
て
い
る

の
か
。

本
稿
で
確
認
し
て
き
た
こ
と
は
、
芥
川
の
作
品
に
お
い
て
、
そ
の

い
ず
れ
の
一
方
も
、
他
方
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
強
度

を
持
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
作

品
か
ら
は
そ
の
ど
ち
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
ど
ち

ら
に
も
最
終
的
な
主
題
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ず
れ
を

作
品
の
最
終
的
な
主
題
と
し
て
読
も
う
と
し
て
も
、
そ
の
解
釈
は
解

消
で
き
な
い
傷
を
抱
え
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
構
造
を
、
こ
れ
ら

の
作
品
は
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
提
示
さ
れ
て
い
る

の
は
作
品
の
意
味
を
収
束
さ
せ
る
一
方
の
主
題
な
の
で
は
な
く
、
決

し
て
収
束
す
る
こ
と
の
な
い
二
つ
の
論
理
の
並
立
で
あ
る
。

作
品
に
お
い
て
示
さ
れ
る
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
の
鋭
い
排
反
性
は
、

そ
の
一
方
へ
の
主
題
の
収
束
を
志
向
す
る
か
に
見
え
て
、
実
は
そ
の

不
可
能
を
際
立
た
せ
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
。
よ
り
一
般
的
に
言

え
ば
、
端
的
な
一
つ
の
主
題
を
読
ま
せ
よ
う
と
す
る
か
に
見
え
る
芥

川
作
品
の
表
面
的
な
ス
タ
イ
ル
は
、
完
成
を
示
す
為
の
も
の
で
は
な
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く
、
そ
の
綻
び
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
を
あ
る
力
動
的
な
場
の

中
へ
導
き
入
れ
る
為
の
も
の
で
あ
る︶

₃₀
︵

。
だ
と
す
れ
ば
、
芥
川
の
作
品

は
そ
れ
が
要
求
す
る
か
に
見
え
る
通
り
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
主
題
を
中

心
に
読
み
取
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
つ
の
主
題
へ

と
落
ち
着
く
こ
と
の
で
き
な
い
切
実
な
運
動
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

︿
神
聖
な
愚
人
﹀
の
系
譜
の
作
品
に
限
ら
ず
、
芥
川
作
品
に
つ
い

て
は
、
浅
は
か
な
一
面
性
が
難
じ
ら
れ
、
ま
た
、
矛
盾
が
指
摘
さ
れ

る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
こ
と
は
芥
川
作
品
の
瑕
疵
と
の
み
捉
え
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
外
貌
は
、
瑕
疵
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ

芥
川
文
学
に
お
け
る
積
極
的
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、︿
神
聖
な
愚
人
﹀

の
系
譜
も
ま
た
、そ
の
芥
川
文
学
の
中
心
的
な
問
題
に
通
じ
て
い
る
。

芥
川
の
文
学
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
の
は
、
主
題
へ
の
直
線
的
な

認
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
の
い
ず
れ
を
も
不
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
あ
る
矛

盾
へ
の
視
線
こ
そ
が
芥
川
の
作
品
を
常
に
内
的
に
動
か
し
続
け
て
い

た
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
限
り
、
た
と
え
ば
﹁
奉
教
人
の
死
﹂
か

ら
﹁
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
︿
神
聖
な
愚
人
﹀

の
作
品
群
へ
と
い
う
展
開
が
い
か
に
表
面
的
に
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
見

え
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
停
滞
や
死
な
ど
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
芥
川
に
と
っ
て
の
停
滞
や
死
と
は
、
作
品
が
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク

な
主
題
の
も
と
に
硬
直
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
芥
川
は
こ
の
最
も

重
要
な
一
つ
の
力
学
の
も
と
に
作
品
が
産
ま
れ
る
こ
と
を
停
滞
や
死

と
呼
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
は
も
ち
ろ
ん
、︿
神
聖
な
愚

人
﹀
の
系
譜
に
留
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
広
い
視
点
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
作

品
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
は
芥
川
の
文
学
を
駆
動
さ
せ
続
け
た
生
命
そ
の
も
の
で
あ
っ

て
、︿
神
聖
な
愚
人
﹀
の
系
譜
を
越
え
て
広
く
芥
川
文
学
全
体
を
貫
く

中
心
軸
で
あ
っ
た
。

自
己
の
生
の
意
味
を
共
同
体
や
他
者
が
与
え
て
く
れ
な
い
と
き
、

自
己
の
生
に
自
己
が
超
越
的
な
意
味
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し

か
し
そ
れ
も
相
対
化
に
晒
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
と
い
う
時
代
の

ア
ポ
リ
ア
こ
そ
、
芥
川
が
正
面
か
ら
受
け
止
め
た
問
題
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
登
場
人
物
に
と
っ
て
の
そ
の
問
題
は
、
同
時
に
小
説
の
作
者

に
と
っ
て
は
、
小
説
と
い
う
、
あ
る
超
越
的
な
意
味
付
け
＝
主
題
の

も
と
に
世
界
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
営
み
を
挫
折
さ
せ
る
問
題
と
し

て
現
れ
る
。
あ
る
意
味
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
生
を
描
く
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
、小
説
は
い
か
な
る
形
に
お
い
て
な
お
可
能
で
あ
る
か
。

そ
し
て
、
人
間
の
生
は
い
か
な
る
形
に
お
い
て
安
定
的
な
価
値
観
の

も
と
に
意
味
を
持
ち
得
る
か
。

愚
か
さ
こ
そ
が
安
定
的
な
価
値
観
を
可
能
に
す
る
と
い
う
ア
イ
ロ

ニ
カ
ル
な
事
態
を
描
く
芥
川
作
品
は
、
こ
の
文
学
と
生
の
意
味
の
不
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可
能
性
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
を
示
す
こ
と
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
逆
説

的
に
文
学
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
す
る
ぎ
り
ぎ
り
の
試
み
で
あ
っ

た
。
自
己
へ
の
一
つ
の
意
味
付
け
に
安
住
す
る
人
間
を
単
に
肯
定
す

る
の
で
は
な
く
懐
疑
し
、
そ
し
て
単
に
懐
疑
す
る
の
で
は
な
く
、
そ

う
し
た
生
き
方
の
強
度
を
積
極
的
に
追
求
す
る
、
と
い
う
相
反
す
る

ベ
ク
ト
ル
の
併
存
は
、ま
さ
に
そ
の
為
の
方
法
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
芥
川
の
作
品
は
、
特
定
の
価
値
観
か
ら
生

の
意
味
を
肯
定
的
に
提
示
す
る
よ
う
な
も
の
と
は
、
本
質
的
に
異
質

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
小
説
の
あ
り

方
を
懐
疑
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
懐
疑
自
体
を
新
し
い
小
説
の

あ
り
方
と
し
て
追
求
す
る
よ
う
な
、
逆
説
的
な
方
法
こ
そ
、
芥
川
の

作
品
が
と
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

︿
神
聖
な
愚
人
﹀
の
系
譜
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、

シ
ニ
カ
ル
さ
と
は
無
縁
の
率
直
な
憧
憬
を
描
い
た
も
の
と
読
ま
れ
る

べ
き
で
も
な
け
れ
ば
、
逆
に
芥
川
ら
し
い
シ
ニ
カ
ル
さ
を
持
つ
が
ゆ

え
に
浅
薄
で
あ
る
と
切
り
捨
て
ら
れ
る
べ
き
で
も
な
い
。
作
品
を
構

造
化
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
相
反
す
る
両
方
の
視
線
を
同
時
に

示
す
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
文
学
と
生
の
意
味
の
不
可
能

性
の
も
と
に
、
い
か
に
生
の
意
味
を
安
定
的
に
も
ち
得
る
地
点
を
、

そ
し
て
文
学
を
の
可
能
性
を
、
探
っ
て
ゆ
く
か
と
い
う
、
芥
川
の
作

家
的
出
発
以
来
の
切
実
な
問
い
か
ら
産
ま
れ
た
危
う
い
方
法
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

︻
注
︼

（
1
）
青
頭
巾
﹁
文
壇
時
事　

読
ん
だ
も
の
﹂『
新
潮
』
大
正
五
年
四
月

（
2
）
廣
津
和
郎
﹁
十
一
月
文
壇
﹂『
時
事
新
報
』
大
正
五
年
十
一
月
八
日

（
3
）
加
藤
武
雄
﹁
芥
川
龍
之
介
氏
を
論
ず
﹂『
新
潮
』
大
正
六
年
一
月

（
4
）
中
村
真
一
郎
編
『
芥
川
龍
之
介
案
内
』
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
年
八

月

（
5
）
柄
谷
行
人
﹁
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
現
代　
『
藪
の
中
』
を
め
ぐ
っ
て
﹂

『
国
文
学
』
昭
和
四
七
年
十
二
月

（
6
）
宮
坂
覚
﹁
芥
川
文
学
に
お
け
る
︿
聖
な
る
愚
人
﹀
の
系
譜
﹂『
文
芸
と

思
想
』
昭
和
五
十
二
年
三
月

（
7
）
笹
淵
友
一
﹁
芥
川
龍
之
介
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
﹂『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭

和
三
十
三
年
八
月

（
8
）
未
定
稿
﹁
あ
る
鞭
、
そ
の
他
（
仮
）﹂
大
正
十
五
年
頃
と
推
定
さ
れ
て

い
る

（
9
）
吉
村
稠
﹁
芥
川
龍
之
介
の
︿
愚
直
者
﹀
へ
の
憧
憬
―
未
定
稿
﹁
尼
と

地
蔵
﹂
を
中
心
に
し
て
―
﹂『
園
田
国
文
』
昭
和
六
十
二
年
三
月

（
10
）
鷺
只
雄
﹁
愚
人
と
殉
教
―
―
﹁
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
﹂
攷
﹂『
大
正

文
学
論
集
』
有
精
堂
、
１
９
８
１
年
2
月
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（
11
）﹁
大
正
八
年
度
の
文
芸
界
﹂『
毎
日
年
鑑
（
大
正
九
年
、一
九
二
〇
年
版
）』

大
阪
毎
日
新
聞
社
・
東
京
日
日
新
聞
社
編
纂
、
大
正
八
年
十
二
月

（
12
）
松
岡
譲
宛
書
簡
、
大
正
九
年
三
月
三
十
一
日

（
13
）﹁
風
変
わ
り
な
作
品
二
点
に
就
い
て
﹂『
文
章
往
来
』
大
正
十
五
年
一

月

（
14
）
宮
坂
覚
は
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
こ
れ
ら
に
『
奉
教
人
の
死
』
を
加

え
た
四
編
を
﹁
殉
教
的
死
に
よ
っ
て
救
済
が
顕
証
さ
れ
る
も
の
﹂
と

ま
と
め
て
い
る
。
後
に
論
じ
る
よ
う
に
、
本
稿
で
は
『
奉
教
人
の
死
』

を
切
り
離
し
て
考
え
て
い
る
。

（
15
）﹁
芸
術
そ
の
他
﹂『
新
潮
』
大
正
八
年
十
一
月

（
16
）
実
際
、
た
と
え
ば
三
好
行
雄
﹁
作
品
の
完
成
度
は
高
い
が
、『
奉
教
人

の
死
』
の
二
番
煎
じ
に
す
ぎ
な
い
﹂（『
舞
踏
会
・
蜜
柑
』
解
説
、
角

川
書
店
、
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
）
な
ど
本
作
は
し
ば
し
ば
マ
ン
ネ

リ
と
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
作
者
自
身
の
評
価
に
反
し
、﹁
奉
教
人
の
死
﹂

よ
り
も
注
目
度
は
低
く
、
研
究
も
少
な
い
。

（
17
）『
影
燈
籠
』
春
陽
堂
、
大
正
九
年
一
月

（
18
）『
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
』
春
陽
堂
、
大
正
十
年
十
一
月

（
19
）『
沙
羅
の
花
』
改
造
社
、
大
正
十
一
年
八
月

（
20
）
山
田
篤
郎
﹁
尾
生
の
信
﹂『
芥
川
龍
之
介
大
事
典
』
勉
誠
出
版
、
平
成

十
四
年
七
月

（
21
）
張
蕾
﹁﹁
尾
生
の
信
﹂
覚
え
書
﹂『
国
文
鶴
見
』
平
成
十
二
年
十
二
月

（
22
）
大
賀
順
治
編
『
支
那
奇
談
集
』
近
事
画
報
社
、
明
治
三
十
九
年

（
23
）
柴
田
天
馬
『
聊
斎
志
異
研
究
』
創
元
社
、
昭
和
二
十
八
年

（
24
）
仁
平
道
明
﹁
芥
川
の
二
つ
の
﹁
尾
生
の
信
﹂﹂『
静
岡
大
学
教
養
部
研

究
報
告
』
昭
和
五
十
三
年
三
月

（
25
）
最
近
の
研
究
で
も
、﹁
第
三
の
章
は
オ
チ
の
場
面
で
あ
り
な
が
ら
、
そ

れ
を
超
え
る
。﹂（
関
口
安
義
﹁﹁
南
京
の
基
督
﹂
論
﹂『
芥
川
龍
之
介

研
究
年
誌
』
平
成
二
十
一
年
三
月
）
な
ど
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
注

目
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）
長
野
甞
一
『
古
典
と
近
代
作
家
―
―
芥
川
龍
之
介
―
―
』
有
朋
堂
、

昭
和
四
十
二
年
四
月

（
27
）
正
宗
白
鳥
宛
書
簡
、
大
正
十
四
年
二
月
十
二
日

（
28
）
南
部
修
太
郎
﹁
最
近
の
創
作
を
読
む 

六
﹂『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
九

年
七
月
十
一
日

（
29
）
南
部
修
太
郎
宛
書
簡
、
大
正
九
年
七
月
十
五
日
、
十
七
日

（
30
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
芥
川
龍
之
介
の
初
期
作
品
に
お
け

る
反
語
的
完
結
性
―
―
﹁
羅
生
門
﹂﹁
鼻
﹂﹁
酒
虫
﹂
を
中
心
に
﹂（『
国

語
と
国
文
学
』
平
成
二
十
二
年
十
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

＊ 

芥
川
龍
之
介
の
作
品
・
書
簡
の
引
用
は『
芥
川
龍
之
介
全
集
』（
岩
波
書
店
、

平
成
七
年
十
一
月
～
平
成
十
年
三
月
）
を
用
い
、
適
宜
常
用
漢
字
に
改
め

た
。




