
お
お
よ
そ
人
が
過
去
を
ふ
り
返
る
よ
う
な
気
持
に
な
る
時
、
そ
の
人
の
前

に
は
大
き
な
壁
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
場
合
回
想
は
、
休
息
で
あ
る
と

同
時
に
過
去
の
整
理
と
壁
の
克
服
が
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え

ば
轍
石
の
『
彼
岸
過
迄
』
『
道
草
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。

芥
川
の
頭
に
い
わ
ゆ
る
『
保
吉
も
の
』
の
構
想
が
浮
か
ん
だ
時
、
彼
の
前

に
は
壁
が
ふ
さ
が
っ
て
い
た
。
「
心
に
望
失
は
ぱ
得
意
な
り
し
時
を
思
ひ
出

す
↑
へ
し
」
（
『
僻
見
』
「
大
久
保
湖
州
」
）
と
い
う
ふ
う
に
。
そ
う
し
て
「
兎
に
角

考
へ
て
見
る
と
、
教
師
時
代
の
記
憶
は
不
愉
快
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
」
（
大
理
。

４
．
”
付
黒
須
康
之
介
宛
書
簡
）
と
大
正
五
年
前
後
を
中
心
に
視
点
が
す
え
ら

れ
た
．
そ
れ
は
『
芋
粥
』
（
大
５
．
９
「
新
小
説
」
）
の
好
評
に
つ
づ
い
て
「
手

巾
」
（
大
５
．
ｍ
「
中
央
公
論
」
）
に
よ
っ
て
「
文
壇
へ
入
籍
届
」
（
大
５
．
ｍ
・
型

付
原
善
一
郎
宛
書
簡
）
を
出
し
、
漱
石
の
死
に
会
い
な
が
ら
も
文
学
へ
の
決
意

が
固
ま
り
つ
つ
あ
る
時
期
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
壁
の
克
服
が
目
的
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
単
に
回
想
に
埋
没
す
る

だ
け
で
な
く
現
在
に
至
る
ま
で
の
整
理
が
必
要
で
あ
っ
た
。

芥
川
龍
之
介

Ｉ
下
意
識
に
関
す
る
試
論
Ｉ

f

b
や

君
の
自
画
像
の
向
う
を
張
り
、
僕
も
自
画
像
を
描
い
た
け
れ
ど
自
信
は

あ
ま
り
な
し
（
大
皿
・
４
・
昭
付
小
穴
隆
一
宛
書
簡
）

こ
の
よ
う
に
一
・
保
吉
も
の
』
は
、
芥
川
の
華
や
か
な
文
学
的
出
発
の
時
期
、

海
軍
機
関
学
校
時
代
を
中
心
に
素
材
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
飛
躍

を
意
図
し
つ
つ
鏡
に
写
っ
た
自
己
を
み
よ
う
と
い
う
自
己
確
認
、
あ
る
い
は

注
１

「
自
己
整
理
」
の
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
芥
川
は
『
保
吉
も
の
」
を
書
か
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
の
か
。
彼
の
前
に
た
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
壁
と
は
一
体
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
芥
川
は
そ
の
壁
を
ど
の
よ
う
に
し

て
克
服
し
て
い
っ
た
の
か
。
こ
う
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
以
下
に
論
じ
よ
う

と
思
う
。

＊

芥
川
が
そ
の
芸
術
活
動
の
初
期
に
意
識
的
芸
術
活
動
を
主
張
し
、
徐
々
に

そ
れ
を
否
定
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

芸
術
活
動
は
ど
ん
な
天
才
で
も
、
意
識
的
な
も
の
な
の
だ
。
ｌ
中
略
１

剛

末

ざ
ｑ
必

泰
平

八



無
意
識
的
芸
術
活
動
と
は
、
燕
の
子
安
貝
の
異
名
に
過
ぎ
ぬ
。

（
『
芸
術
そ
の
他
』
大
８
・
皿
）

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

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

を
超
越
し
た
神
秘
の
世
界
に
存
し
て
ゐ
る
。
一
半
？
或
は
大
半
と
云
っ

て
も
好
い
。
（
『
怯
儒
の
言
葉
』
大
胆
・
７
）

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

あ
る
。
（
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
昭
２
．
４
）

そ
し
て
『
保
吉
も
の
』
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
屈
折
点
に
あ
る
。
芥
川
が
中

期
か
ら
晩
年
に
か
け
意
識
の
否
定
と
同
時
に
強
調
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
下

意
識
的
な
も
の
、
無
意
識
的
な
も
の
を
彼
の
文
学
の
中
に
正
当
に
位
置
づ
け

る
こ
と
は
、
「
保
吉
も
の
」
に
関
す
る
疑
念
を
解
く
の
み
で
な
く
彼
の
文
学

の
本
質
に
ふ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。

芥
川
は
な
ぜ
下
意
識
の
世
界
に
目
を
向
け
た
の
て
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
外

の
世
界
と
内
の
世
界
の
相
関
関
係
に
お
い
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼

の
育
っ
た
環
境
は
と
い
え
ば
、
『
少
年
」
（
大
過
・
４
１
５
「
中
央
公
論
」
）
『
追
憶
』

（
大
略
・
４
１
昭
２
．
２
「
文
芸
春
秋
」
）
『
本
所
両
国
」
（
昭
２
．
５
「
東
京
日
日
新

聞
」
）
に
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
本
所
七
不
思
議
」
等
の
神
秘
が
生
き
て

い
る
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
持
っ
て
生
ま
れ
た
芥
川
の
繊
細
な
資
質

を
醸
成
し
、
後
の
芥
川
の
課
題
に
微
妙
な
影
響
を
与
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

長
じ
て
学
生
時
代
、
彼
は
「
自
然
と
学
問
」
と
に
通
じ
る
、
へ
く
「
精
神
的
に

え
ら
い
も
の
」
に
な
ろ
う
と
決
心
す
る
。
し
か
し
そ
れ
が
か
な
わ
ず
彼
自
身

痛
切
に
「
空
虚
」
を
感
ず
る
（
『
大
導
寺
信
輔
の
半
生
』
別
稿
）
。
目
は
お
の
ず
か

芥
川
龍
之
介 ざ

色

ら
自
己
の
内
に
向
か
う
は
ず
で
あ
る
。

自
己
を
主
張
す
と
云
ふ
し
か
も
軽
食
し
く
主
張
す
と
云
ふ
自
分
は

ｌ
中
略
ｌ
ま
ず
主
張
せ
ん
と
す
る
自
己
を
観
し
た
と
思
ふ

（
大
３
．
１
．
型
付
恒
藤
恭
宛
害
簡
）

一
体
自
己
の
表
現
と
云
ふ
事
に
は
自
己
の
価
値
は
問
題
に
な
ら
な
い
も

の
か
し
ら
（
大
３
．
ｕ
・
訓
付
恒
藤
恭
宛
書
簡
）

こ
う
し
た
内
部
の
直
視
の
結
果
、
自
己
の
内
な
る
神
秘
に
ゆ
き
あ
た
り
、

そ
し
て
内
な
る
神
秘
の
世
界
に
感
応
す
る
が
ご
と
く
に
外
の
神
秘
、
超
自
然

の
世
界
へ
も
志
向
す
る
。
か
く
し
て
芥
川
の
作
品
に
「
Ｍ
Ｙ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｏ

Ｕ
Ｓ
」
な
世
界
が
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
下
意
識
の
世
界
と

神
秘
、
超
自
然
の
世
界
と
は
同
じ
次
元
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。さ

ら
に
角
度
を
か
え
て
こ
れ
を
み
れ
ば
、
芥
川
が
小
説
に
「
昔
」
の
こ
と

を
書
く
理
由
と
し
て
、
テ
ー
ー
、
を
芸
術
的
に
力
強
く
表
現
す
る
為
に
は
「
異

常
な
事
件
」
が
必
要
だ
と
し
、
そ
れ
は
昔
の
こ
と
と
し
て
扱
う
方
が
自
然
だ

と
い
っ
た
後
、
「
異
常
な
る
物
に
対
し
て
僕
（
我
我
人
間
と
云
ひ
た
い
が
）

の
持
っ
て
ゐ
る
興
味
も
働
い
て
ゐ
る
」
（
『
澄
江
堂
雑
記
』
「
昔
」
）
と
説
明
し
て

い
る
。
こ
の
「
異
常
な
事
件
」
と
は
神
秘
の
世
界
、
超
自
然
の
世
界
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。
な
ぜ
「
我
我
人
間
」
が
興
味
を
も
つ
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
が

下
意
識
の
世
界
に
通
じ
、
意
識
の
底
に
普
遍
的
に
息
づ
い
て
い
る
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
後
に
芥
川
は
こ
れ
を
「
魂
の
ア
フ
リ
カ
」
（
『
闇
中
問
答
』
）
と
呼

ぶ
こ
と
に
な
る
。

こ
の
下
意
識
の
世
界
は
、
皮
肉
に
も
意
識
的
芸
術
活
動
を
主
張
し
た
初
期

一
九

争

▼



か
ら
晩
年
ま
で
一
貫
し
て
追
求
す
る
課
題
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
は
正

宗
白
鳥
が
芥
川
を
論
じ
た
中
で
ウ
ェ
ル
ス
を
引
用
し
な
が
ら
、
処
女
作
が
後

注
２

年
の
芸
術
を
予
定
さ
せ
る
と
い
っ
て
い
る
の
が
あ
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

概
略
的
に
み
る
な
ら
ば
、
初
め
外
的
な
も
の
、
単
な
る
興
味
あ
る
い
は
恐
怖

の
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
（
た
と
え
そ
れ
が
内
部
の
こ
と
と
し
て
描

か
れ
て
い
て
も
芥
川
は
傍
観
で
き
る
立
場
か
ら
み
て
い
た
）
も
の
が
だ
ん
だ

ん
内
的
な
も
の
、
主
体
的
な
課
題
と
し
て
受
け
と
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て

ノ
焔
、
ザ
○
。

さ
て
、
下
意
識
、
神
秘
の
世
界
が
作
品
に
現
わ
れ
る
の
は
大
正
六
年
『
二
つ

の
手
紙
」
（
大
６
．
９
「
黒
潮
」
）
か
ら
で
あ
る
。
同
年
推
定
の
未
定
稿
『
天
狗
』

に
も
「
識
域
の
外
」
と
い
っ
た
こ
と
が
扱
わ
れ
て
い
る
が
『
二
つ
の
手
紙
』

に
は
超
自
然
的
現
象
、
ド
ヅ
・
ヘ
ル
・
ゲ
ン
ゲ
ル
つ
ま
り
二
重
人
格
と
し
て
描

か
れ
る
。
芥
川
自
身
ド
ッ
。
ヘ
ル
・
ゲ
ン
ゲ
ル
の
出
現
に
つ
い
て
は
否
定
も
し

（
『
歯
車
』
）
、
肯
定
も
し
て
い
る
（
「
未
定
稿
集
」
新
潟
で
の
談
話
昭
２
．
５
）
が
作

品
で
は
「
存
在
以
外
の
存
在
」
あ
る
い
は
「
人
間
が
如
何
に
知
る
所
の
少
な

い
か
」
と
い
う
存
在
不
信
へ
も
つ
な
が
る
下
意
識
へ
の
驚
異
な
い
し
畏
怖
と

し
て
描
か
れ
る
。
こ
の
存
在
不
信
と
い
っ
た
主
題
は
、
「
西
郷
隆
盛
」
（
大
７

・
１
「
新
小
説
」
）
「
首
が
落
ち
た
話
』
（
同
１
「
新
潮
」
）
に
受
け
つ
が
れ
る
．
こ

の
よ
う
な
傾
向
つ
ま
り
「
存
在
以
外
の
存
在
」
と
い
っ
た
下
意
識
的
な
も
の

へ
の
関
心
は
、
以
後
ず
っ
と
芥
川
の
中
で
く
す
ぶ
り
な
が
ら
も
そ
う
表
面
に

は
出
ず
、
一
時
は
む
し
ろ
切
り
捨
て
よ
う
と
す
る
意
図
さ
え
う
か
が
え
る
。

し
か
し
晩
年
に
は
単
な
る
関
心
と
し
て
で
は
な
く
よ
り
主
体
的
な
課
題
と
な

る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

や

む
~

二
○

で
、
切
り
捨
て
を
意
図
し
た
時
期
は
い
つ
ご
ろ
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
芥

川
が
「
我
鬼
」
の
号
を
つ
け
旺
盛
な
創
作
活
動
を
続
け
る
時
期
、
初
期
の
い

わ
ゆ
る
傑
作
、
大
正
六
年
終
り
の
「
戯
作
三
昧
」
（
大
６
．
ｕ
「
大
阪
毎
日
新

聞
」
）
に
つ
づ
い
て
七
年
代
の
「
地
獄
変
』
（
大
７
．
５
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
）
「
奉

教
人
の
死
」
（
同
・
９
「
三
田
文
学
」
）
「
枯
野
抄
」
（
同
．
ｍ
「
新
小
説
」
）
Ｉ
い
ず

れ
も
純
粋
な
意
識
を
中
心
に
自
我
の
貫
徹
あ
る
い
は
解
放
が
主
題
に
な
っ
い

る
ｌ
等
が
書
か
れ
、
そ
し
て
八
年
に
は
こ
れ
ら
作
品
群
の
理
論
的
裏
付
け
と

も
い
え
る
意
識
的
芸
術
活
動
を
主
張
し
た
「
芸
術
そ
の
他
』
（
大
８
・
皿
「
新

注
３

潮
」
）
が
書
か
れ
た
時
期
、
そ
れ
は
「
生
活
的
に
も
芸
術
的
に
も
最
も
幸
福
」

な
時
期
で
あ
る
１

し
か
し
芥
川
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
徐
有
に
意
識
的
芸
術
活
動
に
自

信
が
も
て
な
く
な
る
。
期
を
同
じ
く
し
て
非
常
に
妥
協
的
な
作
品
、
強
烈
な

自
我
同
志
の
妥
協
を
主
題
に
す
え
た
「
お
律
と
子
等
と
』
（
大
９
．
，
１
ｕ
「
中

央
公
論
」
）
『
山
鴫
』
（
大
皿
・
１
「
中
央
公
論
」
）
『
将
軍
』
（
大
ｎ
．
１
「
改
造
」
）

が
書
か
れ
る
。
そ
し
て
一
方
で
は
、
作
品
の
中
で
意
識
を
否
定
す
る
方
向
に

向
か
い
つ
つ
人
間
の
下
意
識
的
、
神
秘
的
世
界
を
扱
っ
た
『
疑
惑
』
（
大
８
．

７
「
中
央
公
論
」
）
『
妙
な
話
』
（
大
ｍ
・
１
「
現
代
」
）
「
薮
の
中
』
（
大
皿
・
１

「
新
潮
」
）
等
が
書
か
れ
る
。
た
と
え
ば
「
疑
惑
』
の
中
村
玄
道
は
「
頭
の
中

の
歯
車
が
ど
こ
か
し
っ
く
り
合
は
な
い
や
う
な
ｌ
し
か
も
そ
の
し
っ
く
り
合

は
な
い
向
う
に
は
、
私
の
自
覚
を
超
越
し
た
秘
密
」
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し

結
局
自
分
の
わ
か
ら
な
く
な
る
男
で
あ
る
。
八
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
下
意

注
４

識
的
世
界
を
扱
っ
た
一
連
の
も
の
は
、
中
村
真
一
郎
氏
ら
の
指
摘
を
ま
つ
ま

で
も
な
く
、
ま
る
で
遍
か
れ
た
如
く
に
書
か
れ
る
。

卓
『
こ
こ



I

＊

か
く
し
て
一
連
の
「
保
吉
も
の
』
が
は
じ
ま
る
の
は
大
正
十
二
年
か
ら
で

あ
る
。
従
来
「
保
吉
も
の
』
に
対
す
る
評
価
は
概
し
て
高
く
な
い
。
事
実
作

品
と
し
て
高
い
評
価
は
与
え
ら
れ
な
い
し
、
芥
川
に
も
そ
う
意
気
ご
ん
だ
姿

勢
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
「
表
現
と
人
は
一
な
り
と
は
真
な
り
」
（
大
３
．

１
・
別
付
恒
藤
恭
宛
書
簡
）
と
い
つ
た
ふ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
私
小
説
」
と
は
区

別
し
た
精
神
史
的
立
場
を
も
含
め
て
こ
れ
を
み
れ
ば
相
当
重
要
な
位
置
を
占

め
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
芥
川
の
前
に
あ
っ
た
壁
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

以
上
の
と
こ
ろ
か
ら
理
解
し
て
そ
れ
は
意
識
に
関
わ
る
壁
で
あ
っ
た
。
結
論

的
に
い
え
ば
し
か
し
芥
川
は
一
」
保
吉
も
の
』
で
そ
の
壁
を
破
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
は
じ
め
に
位
置
す
る
「
保
吉
の
手
帳
か
ら
』
（
大
理
・
５
「
改
造
」
）

で
は
、
保
吉
の
同
僚
タ
ウ
ト
ゼ
ン
ト
氏
の
「
神
秘
の
扉
は
俗
人
の
思
ふ
程
、

開
き
難
い
も
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
そ
の
恐
し
い
所
以
は
容
易
に
閉
ぢ
難
い
と

こ
ろ
に
あ
る
。
あ
あ
云
ふ
も
の
に
は
手
を
触
れ
ね
が
好
い
」
（
「
西
洋
人
」
）
と

い
う
述
懐
を
通
し
て
語
ら
れ
る
が
、
意
識
の
向
う
側
に
あ
る
下
意
識
、
神
秘

を
保
吉
自
身
真
正
面
に
見
す
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
『
寒
さ
』

（
大
過
・
４
「
改
造
」
）
「
少
年
』
（
同
．
４
１
５
「
中
央
公
論
」
）
で
下
意
識
は
意
識

と
の
関
わ
り
に
お
い
て
描
か
れ
る
に
し
て
も
そ
れ
は
残
念
な
が
ら
並
行
す
る

も
の
、
あ
る
い
は
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
。
た
と
え

ば
宮
本
理
学
士
の
保
吉
に
教
え
る
「
伝
熱
作
用
の
法
則
」
ｌ
「
温
度
の
異
な
る

二
つ
の
物
体
を
互
に
接
触
せ
し
め
る
と
だ
れ
、
熱
は
高
温
度
の
物
体
か
ら
低

温
度
の
物
体
へ
、
両
者
の
温
度
の
等
し
く
な
る
迄
、
ず
っ
と
移
動
を
つ
づ
け

芥
川
龍
之
介 で

■
Ⅱ

る
」
（
『
寒
さ
』
）
と
か
、
少
年
保
吉
が
女
中
鵺
に
「
ま
あ
考
へ
て
御
覧
な
さ
い
。

何
か
二
つ
揃
っ
て
ゐ
る
も
の
で
す
か
ら
・
’
二
つ
揃
っ
て
ゐ
る
も
の
は
？
」

と
問
わ
れ
る
「
車
の
輪
の
跡
」
（
『
少
年
』
）
等
の
象
徴
を
通
し
て
語
ら
れ
る
が

ご
と
く
に
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
相
関
的
に
こ
そ
捉
え
ら
れ
る
零
へ
き
も
の
で
あ

っ
た
。「

保
吉
も
の
』
が
「
い
つ
も
平
常
心
を
失
っ
た
な
と
思
ふ
と
、
厭
で
も
鏡

中
の
彼
自
身
を
見
る
の
は
十
年
来
の
彼
の
習
慣
で
あ
る
」
（
『
十
円
札
』
大
過
．

９
「
改
造
」
）
と
い
っ
た
自
己
凝
視
の
み
で
な
く
、

人
間
は
足
を
切
ら
れ
た
が
最
後
、
再
び
足
は
製
造
出
来
な
い
。
し
か
し

蜥
蜴
は
尻
尾
を
切
ら
れ
る
と
、
直
に
製
造
す
る
。
保
吉
は
煙
草
を
脚
へ
た

儘
、
蜥
蜴
は
き
っ
と
ラ
マ
ル
ク
よ
り
も
ラ
マ
ル
キ
ア
ン
に
違
ひ
な
い
と
思

っ
た
。
（
『
保
吉
の
手
帳
か
ら
』
「
或
空
想
」
）

と
い
う
将
来
へ
の
展
望
と
も
い
え
る
も
の
を
も
ち
な
が
ら
壁
の
克
服
と
な
り

得
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
識
と
下
意
識
の
捉
え
方
に
原
因
が
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

『
保
吉
も
の
』
に
時
を
同
じ
く
し
て
は
じ
ま
り
、
芥
川
の
「
思
想
の
変

化
」
（
『
株
儒
の
言
葉
』
）
を
伝
え
る
と
も
い
う
「
株
儒
の
言
葉
』
（
大
吃
・
１
１

昭
２
「
文
芸
春
秋
』
）
で
「
神
秘
主
義
」
が
語
ら
れ
、
同
じ
場
所
で
「
中
庸
」
が

説
か
れ
る
の
を
一
体
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

我
灸
は
理
性
に
耳
を
借
さ
な
い
。
い
や
、
理
性
を
超
越
し
た
何
者
か
の

み
に
耳
を
借
す
の
で
あ
る
。
何
者
か
は
、
ｌ
わ
た
し
は
「
何
者
か
」
と
云

ふ
以
前
に
、
ふ
さ
は
し
い
名
前
さ
へ
発
見
出
来
な
い
。
も
し
強
ひ
て
名
づ

け
る
と
す
れ
ば
、
薔
薇
と
か
魚
と
か
蝋
燭
と
か
、
象
徴
を
用
ふ
る
ば
か
り

や

宇



で
あ
る
。
（
「
神
秘
主
義
」
大
皿
・
５
）

そ
し
て
一
方
で
自
由
意
志
と
宿
命
と
に
対
し
て
我
凌
の
と
る
べ
き
態
度
を

問
い
、
自
ら
半
ば
両
者
を
信
じ
、
半
ば
両
者
を
疑
う
べ
き
で
あ
る
と
答
え
た

の
ち
、

自
由
意
志
と
宿
命
と
に
関
ら
ず
、
神
と
悪
魔
、
美
と
醜
、
勇
敢
と
怯
儒
、

理
性
と
信
仰
、
ｌ
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
天
秤
の
両
端
に
は
か
う
云
ふ
態
度
を

と
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
。
古
人
は
こ
の
態
度
を
中
庸
と
呼
ん
だ
。
中
庸
と
は
英

吉
利
語
の
唱
○
（
］
ぬ
○
二
８
で
あ
る
。
（
「
自
由
意
志
と
宿
命
と
」
同
）

と
い
う
。
『
僻
見
」
（
大
過
・
４
１
９
「
女
性
改
造
」
）
に
も
同
様
の
見
解
今
木
村

巽
斎
」
）
が
み
ら
れ
る
が
、
一
方
で
理
性
に
耳
を
借
さ
な
い
と
い
い
一
方
で
半

ば
信
ず
ぺ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
お
け
る
芥
川
の
気
持
を
集
約
す
れ
ば

意
識
、
下
意
識
へ
の
対
し
方
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
「
中
庸
」
と
は
ど
う
な

る
の
で
あ
ろ
う
。
疲
れ
に
伴
う
一
種
の
あ
せ
り
と
で
も
い
う
．
へ
き
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
は
半
ば
信
じ
半
ば
疑
う
と
い
っ
た
捉
え
方
で
な
く
、
そ
の
す
べ
て

を
認
識
し
関
わ
り
を
こ
そ
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
認
識
の
甘
さ

が
結
局
「
保
吉
も
の
』
に
お
け
る
自
己
確
認
を
中
途
半
端
な
も
の
に
し
て
し

麦
う
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
芥
川
は
、
「
保
吉
も
の
一
で
一
応
自
己
確
認
し
、
自
己
整
理
し

た
と
思
い
そ
の
延
長
あ
る
い
は
総
括
と
も
い
う
、
へ
き
「
大
導
寺
信
輔
の
半

生
」
（
大
皿
・
１
「
中
央
公
論
」
）
が
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
周
知
の
よ
う

に
中
絶
す
る
。
現
実
へ
の
歩
み
を
は
じ
め
る
『
大
導
寺
信
輔
の
半
生
』
の
中

絶
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
「
保
吉
も
の
」
で
の
自
己
確
認
が
偽
り
で
あ
っ

た
と
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
芥
川
は
再
び
『
保
吉
も

へ

舟
巳一

の
』
に
逆
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
僻
見
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

つ
（
》
。

「
我
」
に
対
す
る
信
仰
の
薄
い
、
永
久
に
臆
病
な
我
含
は
我
炎
の
中
に

あ
る
自
然
に
さ
へ
罪
悪
の
意
識
を
抱
い
て
い
る
。
が
、
豪
傑
は
我
交
の
や

う
に
罪
悪
の
意
識
に
煩
は
さ
れ
な
噌
ｌ
中
略
ｌ
我
灸
は
か
う
云
ふ
旺
盛

な
る
「
我
」
に
我
灸
の
心
を
暖
め
る
生
命
の
炎
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

（
「
岩
見
重
太
郎
」
）

こ
こ
に
い
う
「
我
々
の
中
に
あ
る
自
然
」
を
下
意
識
に
お
き
か
え
る
こ
と

は
容
易
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
『
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
の
中
断
と
関

連
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
ｇ
芥
川
は
そ
の
「
自
然
」
を
無
視
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
し
、
主
体
的
に
受
け
と
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
同
じ
「
僻
見
」
に
は

多
少
捨
鉢
気
味
に
「
僕
自
身
を
冷
静
に
見
る
こ
と
は
Ｉ
い
や
、
僕
は
他
見
を

許
さ
ぬ
日
記
を
つ
け
て
ゐ
る
時
さ
へ
、
必
ず
第
三
者
を
予
想
し
た
虚
栄
心
を

抱
か
ず
に
は
ゐ
ら
れ
ぬ
」
（
「
斎
藤
茂
吉
」
）
と
い
っ
て
い
る
。
「
大
導
寺
信
輔
の

半
生
』
の
失
敗
は
、
人
間
信
輔
を
表
現
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
さ

ら
に
芥
川
が
自
己
を
冷
静
に
見
、
そ
の
自
己
を
も
表
現
し
得
な
か
っ
た
と
い

う
意
味
で
失
敗
で
あ
っ
た
。

「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
以
後
芥
川
は
、
「
意
識
」
と
の
闘
い
の
う
ち
に

下
意
識
を
内
在
化
し
て
ゆ
く
ゞ
意
識
の
壁
を
つ
き
破
っ
て
下
意
誠
の
世
界
を

文
学
化
し
て
ゆ
く
。
無
意
識
を
自
覚
し
自
我
を
統
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
後
に
梶
井
基
次
郎
ら
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
「
株
儒
の
言

葉
」
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
（
昭
２
．
４
１
７
「
改
造
」
）
等
に
は

意
識
の
無
力
を
訴
え
下
意
識
的
な
も
の
を
い
や
で
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
言

夢
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葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
保
儒
の
言
葉
』
に
か
ぎ
っ
て
抄
録
し
て
み
る
。

我
食
は
我
盈
自
身
さ
へ
知
ら
な
い
。
（
「
知
徳
合
一
」
昭
２
．
ｍ
）

我
食
の
性
格
上
の
特
色
は
、
ｌ
少
く
と
も
最
も
著
し
い
特
色
は
我
灸
の

意
識
を
超
越
し
て
ゐ
る
。
（
「
無
意
識
」
昭
２
．
ど

な
る
ほ
ど
芥
川
に
と
っ
て
身
辺
の
不
幸
、
肉
体
の
苦
痛
は
彼
の
神
経
を
す

り
減
ら
し
は
し
た
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
彼
の
神
経
は
異
常
に
繊
細
に
そ
し

、
、

て
鋭
く
な
っ
た
。
「
文
芸
の
誕
生
は
ヒ
ス
テ
リ
ィ
に
も
負
っ
て
ゐ
る
か
も
知

れ
な
い
と
思
ひ
出
し
た
」
（
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
「
ヒ
ス
テ
リ
ィ
」
圏

点
は
原
文
）
と
い
い
、
「
こ
の
二
年
ば
か
り
の
間
は
死
ぬ
こ
と
ば
か
り
考
へ
つ

づ
け
」
（
『
或
旧
友
へ
送
る
手
記
』
）
た
と
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
精
神

の
異
常
な
緊
張
と
鋭
い
自
己
凝
視
の
結
果
よ
う
や
く
た
ど
り
つ
い
た
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。

＊

『
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
↓
『
早
春
」
（
大
皿
・
１
「
東
京
日
日
新
聞
」
）
↓
『
馬

の
脚
」
（
同
・
１
１
２
「
新
潮
」
）
と
い
う
創
作
過
程
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
の
後
に
保
吉
が
第
一
線
を
退
い
て
い
る
と

は
い
え
「
早
春
』
を
書
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
休
息
で
あ
り
後
退
で
し

か
な
か
っ
た
。
同
時
に
彼
は
「
馬
の
脚
」
を
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
ひ
た
す
ら
「
表
現
」
を
求
め
て
下
意
識
的
な
も
の
に
迫
っ
て
ゆ
く
。

自
己
を
統
一
す
る
た
め
に
は
下
意
識
を
主
体
的
に
捉
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

一
見
他
愛
も
な
い
『
馬
の
脚
』
で
、
た
と
え
ば
「
今
に
な
っ
て
考
へ
て
見

る
と
、
最
も
内
心
愛
し
て
ゐ
た
の
は
詩
人
兼
ジ
ャ
ァ
ナ
リ
ス
ト
の
猶
太
人
ｌ

芥
川
龍
之
介 ｒ

池
幻

わ
が
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
」
（
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
「
僕
」
）
と

い
う
ハ
イ
ネ
が
う
た
っ
た
西
欧
に
お
け
る
中
世
的
迷
信
と
し
て
の
悪
魔
Ｉ
魂

注
５

や
影
な
ど
と
交
換
に
超
人
的
な
力
を
も
ら
う
ｌ
馬
の
脚
が
死
か
ら
復
活
は
し

た
も
の
の
腐
っ
て
空
気
の
よ
う
に
な
っ
た
忍
野
半
三
郎
の
両
足
に
か
ぶ
り
と

食
い
つ
く
の
は
象
徴
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
医
学
を
超
越
す
る
神

秘
」
で
あ
っ
た
。

以
下
順
を
追
っ
て
下
意
識
の
世
界
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

注
６

芥
川
に
お
け
る
一
つ
の
頂
点
と
も
い
わ
れ
る
『
海
の
ほ
と
り
」
（
大
理
・
９

「
中
央
公
論
」
）
ｌ
夢
に
誰
か
戸
を
た
た
く
。
外
に
出
て
み
る
と
庭
は
縁
先
か

ら
広
い
池
に
な
っ
て
お
り
さ
ざ
波
が
た
っ
て
い
る
。
さ
ざ
波
は
だ
ん
だ
ん
足

も
と
に
近
寄
っ
て
く
る
に
つ
れ
一
匹
の
鮒
に
な
る
動
私
は
「
あ
あ
、
鮒
が
声

を
か
け
た
ん
だ
」
と
思
っ
て
安
心
す
る
。
夢
か
ら
さ
め
た
私
は
次
の
よ
う
に

回
想
す
る
。

夢
の
記
憶
は
妙
に
僕
に
こ
び
り
つ
い
て
ゐ
た
「
つ
ま
り
あ
の
夢
の
中

の
鮒
は
識
域
下
の
我
と
言
ふ
や
つ
な
ん
だ
。
」
そ
ん
な
気
も
多
少
は
し
た

の
だ
っ
た
。

こ
こ
に
は
初
期
の
作
に
み
ら
れ
た
下
意
識
に
対
す
る
恐
怖
は
な
い
。
静
か

な
心
境
で
「
識
域
下
」
に
迫
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
真
実
の
我
を
み
よ
う
と
し

て
い
る
と
い
う
よ
り
下
意
識
に
お
け
る
自
我
と
、
意
識
的
な
自
我
と
の
融
合

を
意
図
し
つ
つ
、
も
う
一
歩
飛
躍
す
れ
ば
両
者
が
か
み
合
っ
て
止
揚
す
る
と

こ
ろ
に
真
の
自
我
を
み
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

同
じ
十
四
年
の
「
死
後
」
（
大
皿
・
９
「
改
造
」
）
に
描
か
れ
る
夢
も
下
意
識

に
お
け
る
自
己
の
一
面
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
夢
と
現
実
が
一
体
に
な
っ
て

一
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い
る
。

殊
に
僕
自
身
を
夢
の
中
の
僕
と
同
一
人
格
と
考
へ
れ
ば
、
一
層
恐
し
い

利
己
主
義
者
に
な
っ
て
ゐ
る
。
し
か
も
僕
自
身
は
夢
の
中
の
僕
と
少
し
も

同
じ
で
な
い
こ
と
は
な
い
。

内
容
的
に
は
『
大
導
寺
信
輔
の
半
生
』
に
つ
な
が
る
『
点
鬼
簿
」
（
大
妬
．

ｍ
「
改
造
」
）
で
下
意
識
は
、
時
を
幻
の
よ
う
に
自
分
を
見
守
っ
て
い
る
四
十

恰
好
の
女
の
人
に
対
し
「
何
か
の
機
会
に
実
在
の
世
界
へ
も
面
か
げ
を
見
せ

る
超
自
然
の
仕
業
」
か
、
と
描
か
れ
る
。
さ
ら
に
「
彼
第
二
』
（
昭
２
．
１

「
新
潮
」
）
で
は
、
「
夢
の
中
に
眠
っ
た
僕
が
現
在
に
目
を
醒
し
て
ゐ
る
の
は

ど
う
も
無
気
味
で
な
ら
な
か
っ
た
」
と
記
さ
れ
、
下
意
識
に
主
体
的
に
迫
ろ

う
と
し
て
も
そ
の
実
体
の
つ
か
み
に
く
い
様
子
が
語
ら
れ
る
。
ま
さ
に
「
荘

を
」
と
広
が
っ
た
「
魂
の
ア
フ
リ
カ
」
で
あ
っ
た
。

一
玄
鵺
山
房
』
（
昭
２
．
１
１
２
「
中
央
公
論
」
）
に
お
け
る
下
意
識
は
、
看

護
婦
の
甲
野
を
通
し
て
挿
話
の
形
で
語
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
に
と
ど
め
た
い
。

注
７

室
生
犀
星
が
「
作
者
が
何
者
よ
り
も
此
の
甲
野
に
這
入
り
込
ん
で
ゐ
る
」
と

み
て
い
る
の
は
、
甲
野
の
下
意
識
へ
の
関
わ
り
が
芥
川
の
目
だ
と
い
う
ふ
う

に
理
解
し
た
い
。

つ
づ
い
て
『
屋
気
楼
」
（
昭
２
．
１
「
婦
人
公
論
」
）
で
芥
川
は
再
び
統
一
し

た
自
己
を
み
る
。
こ
れ
は
芥
川
が
．
番
自
信
を
持
つ
て
ゐ
」
（
昭
２
．
２
．

”
付
瀧
井
孝
作
宛
書
簡
）
た
作
品
だ
が
、
「
或
は
『
続
海
の
ほ
と
り
ゞ
三
の
傍
題
が

示
す
よ
う
に
、
前
の
『
海
の
ほ
と
り
ゞ
｜
｜
に
海
で
、
夢
で
、
さ
ら
に
夢
を
通
し

て
語
ら
れ
る
下
意
識
で
通
じ
て
い
る
。
崖
気
楼
ｌ
芥
川
の
心
情
の
象
徴
で
あ

ろ
う
か
。
あ
る
の
か
な
い
の
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
存
在
、
そ
こ
に
彼
は
自

や
《
丸
’
》

己
を
み
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
「
何
だ
か
意
識
の
閾
の
外
に
も
い
ろ
ん
な
も

の
が
あ
る
や
う
な
気
が
し
て
：
：
：
」
と
、
夢
を
通
し
て
い
わ
れ
る
下
意
識
を

主
体
的
に
と
ら
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。

芥
川
は
し
か
し
「
屋
気
楼
」
の
世
界
に
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
中

村
真
一
郎
氏
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
「
匿
気
楼
』
で
「
し
ず
か
な
灰
暗
い

心
境
に
自
己
を
一
定
期
間
統
こ
し
た
彼
は
、
一
方
で
「
河
童
』
（
昭
２
．
３

注
８

「
改
造
」
）
を
書
く
こ
と
を
必
要
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
河
童
』
で

は
再
び
き
び
し
く
自
己
が
追
求
さ
れ
る
。

『
河
童
』
に
は
多
く
の
河
童
達
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
河
童

に
意
識
に
対
す
る
ジ
レ
ン
マ
と
で
も
い
う
毒
へ
き
作
者
の
自
己
投
影
が
み
ら
れ

る
が
、
た
と
え
ば
作
曲
家
の
ク
ラ
バ
ッ
ク
を
通
し
て
芥
川
は
何
を
い
お
う
と

し
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
は
芸
術
家
の
才
能
に
対
す
る
不
安
と
い
っ
た
問
題

が
音
楽
家
で
あ
る
ロ
ッ
ク
と
対
比
し
な
が
ら
語
ら
れ
る
。
以
下
は
ク
ラ
バ
ッ

ク
と
僕
（
狂
人
）
と
の
対
話
で
あ
る
。

「
…
…
僕
は
ｌ
ク
ラ
バ
ッ
ク
は
天
才
だ
。
そ
の
点
で
は
ロ
ッ
ク
を
恐
れ
て

ゐ
な
い
ｃ
」

「
で
は
何
を
恐
れ
て
ゐ
る
の
だ
？
」

「
何
か
正
体
の
知
れ
な
い
も
の
を
、
言
は
ば
ロ
ッ
ク
を
支
配
し
て
ゐ
る
星

を
。
」

「
ど
う
も
僕
に
は
脈
に
落
ち
な
い
が
ね
。
」

「
で
は
か
う
云
へ
ば
わ
か
る
だ
ら
う
。
ロ
ッ
ク
は
僕
の
影
響
を
受
け
な
い
。

が
僕
は
い
つ
の
間
に
か
ロ
ッ
ク
の
影
響
を
受
け
て
し
ま
ふ
の
だ
。
」

ク
ラ
バ
ッ
ク
の
こ
の
考
え
は
、
哲
学
者
マ
ッ
グ
に
よ
っ
て
単
に
芸
術
家
の

一
Ｆ
凸
■
や
』

二

四



意
識
と
い
う
狭
い
限
定
を
越
え
河
童
の
存
在
に
お
け
る
意
識
の
問
題
に
ま
で

広
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
株
儒
の
言
葉
』
と
重
な
り
つ
つ
「
河
童
の
生

活
を
完
う
す
る
為
に
は
、
：
…
・
免
に
角
我
を
河
童
以
外
の
何
も
の
か
の
力
を
▲

信
ず
る
こ
と
で
す
ね
」
と
い
う
つ
ぶ
や
き
に
述
書
へ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
宗
教
の

問
題
も
は
い
っ
て
く
る
の
だ
が
、
と
も
あ
れ
ク
ラ
バ
ッ
ク
と
僕
と
の
対
話
が

志
賀
直
哉
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
し
ば
し

ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
同
時
に
そ
れ
は
自
己
の
意
識
へ
の
不
信
、
下
意
識
的
、

神
秘
的
な
も
の
の
肯
定
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
前
に
引
い
た
「
あ
ら
ゆ

る
芸
術
活
動
を
意
識
の
閾
の
中
に
置
い
た
の
は
十
年
前
の
僕
で
あ
る
」
と
い

う
の
は
志
賀
直
或
を
論
じ
た
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
又
さ
き
に
出
版
さ
れ

た
「
未
定
稿
集
」
に
も
「
志
賀
直
哉
氏
の
短
篇
」
と
い
う
断
片
が
載
っ
て
お

り
、
そ
の
中
で
志
賀
は
「
神
秘
を
解
か
う
と
す
る
作
家
で
あ
る
」
あ
る
い
は

神
秘
に
新
解
釈
を
与
え
た
作
家
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

志
賀
直
哉
へ
の
脱
帽
は
、
彼
の
下
意
識
あ
る
い
は
神
秘
へ
の
対
処
の
仕
方
に

対
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
以
後
の
芥
川
は
、
こ
の
よ
う
に
自
己
統
一
↓
自
己

分
裂
↓
統
一
↓
分
裂
・
…
：
を
く
り
返
し
な
が
ら
螺
旋
の
階
段
を
登
っ
て
ゆ
く
。

表
現
と
人
は
一
な
り
と
は
真
な
り

芸
術
は
表
現
で
あ
る
。
さ
う
し
て
表
現
す
る
所
は
、
勿
論
作
家
自
身
の

注
９

他
は
な
い
。
（
『
或
悪
傾
向
を
排
す
』
大
７
・
皿
）

ひ
た
す
ら
「
表
現
」
を
求
め
て
歩
み
つ
づ
け
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

辰
野
隆
氏
が
ボ
ー
ド
・
レ
ー
ル
を
評
し
た
こ
と
ば
、

彼
の
生
涯
は
、
外
部
か
ら
観
察
し
て
寧
ろ
平
凡
で
あ
る
に
も
不
拘
、
内

芥
川
龍
之
介 守

演
寺

部
か
ら
考
察
す
る
時
、
初
め
て
近
代
的
非
劇
と
な
っ
て
我
等
の
心
を
打
つ

の
で
あ
る
。
一
個
の
魂
が
過
度
に
鋭
敏
な
感
性
の
為
に
苦
し
み
、
理
想
の

注
的

熾
烈
な
憧
慢
に
悩
み
、
残
酷
な
自
己
批
判
の
意
識
に
苛
責
ま
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
芥
川
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
う
少
し
つ

づ
け
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
手
紙
』
（
昭
２
．
７
「
中
央
公
論
」
）
に
は
「
昼
気
楼
」
の
主
題
が
受
け
つ

が
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
芥
川
は
再
び
統
一
し
た
自
己
を
み
る
。
戸
の
節
穴
を

通
し
て
障
子
外
の
山
や
林
が
逆
さ
ま
に
映
っ
て
い
る
。
「
こ
の
妙
に
澄
み
渡

っ
た
、
小
さ
い
初
秋
の
風
景
に
い
つ
に
な
い
静
か
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
…
…
」

お
そ
ら
く
体
験
で
あ
ろ
う
。
「
手
帳
」
「
断
片
」
に
は
同
様
の
表
現
が
み
ら

れ
る
が
作
者
は
対
象
へ
自
己
を
再
生
さ
せ
て
い
る
。
梶
井
基
次
郎
な
ど
の
よ

く
使
っ
た
手
法
で
あ
る
。
し
か
し
対
象
に
映
っ
た
自
己
は
こ
の
よ
う
に
小
さ

く
は
か
な
い
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
。

そ
し
て
再
び
「
歯
車
』
（
昭
２
．
ｍ
「
文
芸
春
秋
」
）
一
闇
中
問
答
」
（
同
・
９

「
文
芸
春
秋
」
）
で
自
己
は
き
び
し
く
追
求
さ
れ
る
。

「
歯
車
』
で
「
僕
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
疑
問
を
解
か
う
と
あ
せ
り
な
が

ら
、
兎
に
角
外
見
だ
け
は
冷
や
や
か
に
妻
の
母
や
弟
と
世
間
話
」
を
し
て
い

る
。
次
の
は
僕
と
病
後
の
弟
と
の
対
話
で
あ
る
。

「
妙
に
人
間
離
れ
を
し
て
ゐ
る
か
と
思
へ
ぱ
、
人
間
的
欲
望
も
ず
い
ぶ

ノ
州
Ⅱ
即
油
，
〃
、
ノ
｜

ノ
ハ
万
九
‐
ｌ
」
，
Ｖ
－
し
。
：
・
・
・
」

「
善
人
か
と
思
へ
ぱ
、
悪
人
で
も
あ
る
し
さ
・
」

「
い
や
、
善
悪
と
云
ふ
よ
り
も
何
か
も
っ
と
反
対
な
も
の
が
…
…
」

「
ぢ
や
大
人
の
中
に
子
供
も
あ
る
の
だ
ら
う
・
」

二
五

マ
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「
さ
う
で
も
な
い
。
僕
に
は
は
っ
き
り
と
言
へ
な
い
け
れ
ど
。
。
：
：
電

気
の
両
極
に
似
て
ゐ
る
の
か
な
。
何
し
ろ
反
対
な
も
の
を
一
し
ょ
に
持
っ

て
ゐ
る
・
」

「
世
間
話
」
に
し
て
は
ず
い
ぶ
ん
深
刻
で
あ
る
。
「
サ
ン
ダ
ァ
ル
を
片
つ
ぼ
だ

け
は
い
た
希
臘
神
話
の
中
の
王
子
」
（
二
「
復
讐
」
）
「
隻
脚
の
翻
訳
家
」
（
四

「
ま
だ
？
」
）
第
一
の
僕
と
第
二
の
僕
（
同
）
「
罪
と
罰
」
（
五
「
赤
光
」
）
「
ブ
ラ

ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ホ
ワ
イ
ト
の
ウ
イ
ス
キ
イ
」
（
六
「
飛
行
機
」
）
黒
と
白
の
ネ

ク
タ
イ
（
同
）
黒
犬
と
白
い
鶏
（
同
）
等
灸
の
象
徴
が
前
の
対
話
に
昇
華
す
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
現
実
、
超
現
実
の
問
題
か
ら
意
識
、
下
意
識
（
神
秘
、
超
自

然
、
怪
異
）
の
問
題
に
止
揚
す
る
。
こ
れ
が
「
僕
」
の
解
こ
う
と
す
る
「
誰

に
も
わ
か
ら
な
い
疑
問
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
不
安
の
実
体
を
さ
ぐ
る
作
者
の

苦
悩
が
う
ち
出
さ
れ
、
「
僕
」
は
統
一
へ
の
一
つ
の
過
程
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
。

『
歯
車
』
の
評
価
、
そ
れ
は
「
僕
の
計
画
し
て
ゐ
た
長
篇
」
は
「
推
古
か

ら
明
治
に
至
る
各
時
代
の
民
を
主
人
公
に
し
、
大
体
三
十
余
り
の
短
篇
を
時

代
順
に
連
ね
た
も
の
だ
っ
た
‐
｜
と
い
う
展
望
を
肺
え
、
あ
わ
せ
て
自
己
を
変

革
す
る
一
つ
の
過
程
と
し
て
位
置
づ
け
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
そ
の
自
己
は
闇
に
近
い
状
態
で
あ
る
こ
と
が
「
闇
中
問
答
』
の
一
節
か

ら
う
か
が
え
る
。

い
や
、
僕
は
承
知
し
て
ゐ
な
い
。
僕
の
意
識
し
て
ゐ
る
の
は
僕
の
魂
の

一
部
分
だ
け
だ
。
僕
の
意
識
し
て
ゐ
な
い
部
分
は
、
ｌ
僕
の
魂
の
ア
プ
リ
△

力
は
ど
こ
ま
で
も
莊
灸
と
広
が
っ
て
ゐ
る
。
僕
は
そ
れ
を
恐
れ
て
ゐ
る
の

だ
。
光
の
中
に
は
怪
物
は
凄
ま
な
い
。
し
か
し
無
辺
の
閨
の
中
に
は
何
か

暑
凡
・
＆

が
ま
だ
眠
っ
て
ゐ
る
。

芥
川
は
ど
う
し
て
も
「
詩
人
兼
ジ
ャ
ァ
ナ
リ
ス
ト
」
（
『
文
芸
的
な
、
余
り
に

文
芸
的
な
』
「
野
性
の
呼
び
声
」
）
と
し
て
の
自
己
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
風
に
吹
か
れ
て
ゐ
る
葦
」
（
『
闇
中
問
答
』
）
で
は
な
く
根

を
し
っ
か
り
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
芥
川
が
死
の
直
前
ま
で
芭
蕉
と
キ
リ
ス
ト
に
対
決
し
た
の
は
ど

う
い
う
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
人
を
考
え
る
こ
と
は
、
芥
川
を

み
る
に
あ
た
っ
て
必
ず
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
宗
教
の
問
題
に
ゆ
き
あ
た
る
が
、

い
ま
そ
れ
は
し
ば
ら
く
お
い
て
少
く
と
も
芥
川
が
描
く
時
点
に
お
い
て
彼
ら

は
完
壁
な
境
に
い
た
。
自
己
を
統
一
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
か
っ
て
は
「
み

づ
か
ら
神
に
し
た
」
（
『
或
旧
友
へ
送
る
手
記
』
）
か
つ
た
芥
川
に
と
っ
て
そ
れ
は

理
想
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
彼
ら
の
荒
々
し
い
生
の
過
程
に
、
彼
ら
が
生
の
矛

盾
、
不
安
を
克
服
す
る
過
程
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
自
我

の
解
放
に
洸
惚
と
す
る
丈
草
（
『
枯
野
抄
一
）
よ
り
も
「
や
ぶ
れ
か
ぶ
れ
の
勇
に

富
ん
だ
不
具
退
転
の
一
本
道
」
（
『
統
芭
蕉
雑
記
』
昭
２
．
８
「
文
芸
春
秋
」
）
を
つ

き
進
む
芭
蕉
に
、
壮
烈
に
自
我
を
貫
徹
す
る
ろ
お
れ
ん
ぞ
（
『
奉
教
人
の
死
』
）

よ
り
も
「
み
づ
か
ら
燃
え
尽
き
よ
う
と
す
る
一
本
の
蝋
燭
」
（
『
続
西
方
の
人
』

昭
２
．
９
「
改
造
」
）
た
る
キ
リ
ス
ト
そ
の
人
に
対
決
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

＊

芥
川
に
は
夢
に
関
し
た
作
品
が
多
い
。
近
代
の
作
家
で
芥
川
ほ
ど
夢
に
多

大
の
関
心
を
払
っ
た
も
の
が
他
に
い
る
だ
ろ
う
か
。
晩
年
に
は
殊
に
多
い
。

｜
》
大
導
寺
信
輔
の
半
生
一
一
以
後
列
挙
す
る
と
、
『
海
の
ほ
と
り
』
『
死
後
』

ｒ
凸
菖

一
一
』
、

’
一
一
ノ



「
年
末
の
一
日
一
一
（
大
妬
・
Ｉ
「
新
潮
」
）
「
彼
第
一
二
－
し
玄
鶴
山
房
」
『
雷
気

楼
』
『
河
童
」
ｌ
こ
れ
は
狂
人
の
夢
で
あ
る
ｌ
『
た
ね
子
の
憂
琵
」
（
昭
２
．

５
「
新
潮
」
）
「
歯
車
」
等
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
み
よ
う
と
す
る
『
夢
』
（
昭
２
・

遺
稿
）
、
さ
ら
に
随
筆
、
小
品
等
で
の
夢
に
関
わ
る
記
述
は
枚
挙
に
い
と
ま

が
な
い
。
こ
れ
ら
は
や
は
り
下
意
識
の
問
題
に
密
接
し
た
も
の
と
し
て
理
解

す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
で
み
て
き
た
夢
が
そ
う
で
あ
っ
た
し
晩
年
に
そ

れ
が
多
く
扱
わ
れ
て
い
る
の
も
一
つ
の
証
し
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
初
期
に
夢
を
扱
っ
た
も
の
が
な
い
わ
け
で
な
い
。
『
黄
梁
夢
１
－

（
大
６
．
ｍ
）
「
首
が
落
ち
た
話
」
『
地
獄
変
』
「
南
京
の
基
督
薊
一
（
大
９
．
７
「
中

央
公
論
」
）
等
、
他
に
も
夢
と
も
幻
覚
と
も
つ
か
ぬ
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
の

は
か
な
り
あ
る
。
そ
し
て
た
と
え
ば
「
黄
梁
夢
」
な
ど
は
夢
そ
の
も
の
の
世

界
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
生
き
る
こ
と
は
夢
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と

い
っ
た
こ
と
で
深
い
意
識
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
。

『
地
獄
変
」
良
秀
の
み
る
地
獄
の
夢
が
わ
ず
か
に
気
に
か
か
る
程
度
で
あ
る

夢
の
や
う
な
話
な
ぞ
と
云
ふ
が
、
夢
を
夢
ら
し
く
書
き
こ
な
す
事
は
、

好
い
加
減
な
現
実
の
描
写
よ
り
も
、
反
っ
て
周
到
な
用
意
が
入
る
。
何
故

か
と
云
ふ
と
夢
中
の
出
来
事
は
、
時
間
も
空
間
も
因
果
の
関
係
も
、
現
実

と
は
全
然
違
っ
て
ゐ
る
。
（
「
雑
筆
」
『
夢
』
大
９
．
ｍ
）

こ
の
よ
う
に
夢
を
表
現
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
い
い
つ
つ
も
な
お
夢
に
異

常
な
執
着
を
示
し
た
の
は
、
そ
れ
が
下
意
識
の
世
界
に
直
接
す
る
も
の
と
考

え
た
か
ら
で
あ
る
。
随
筆
、
小
品
に
表
現
さ
れ
る
夢
は
、
芥
川
の
精
神
的
、

肉
体
的
状
況
か
ら
推
し
て
体
験
を
そ
の
ま
ま
述
べ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ

る
が
そ
う
し
た
夢
を
も
含
め
て
彼
は
自
己
に
迫
っ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

芥
川
龍
之
介 r

，

「
表
現
と
人
は
こ
で
あ
り
、
又
混
沌
と
し
た
世
界
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た

め
に
で
あ
っ
た
。

わ
た
し
は
す
っ
か
り
疲
れ
て
ゐ
た
。
肩
や
頸
の
凝
る
の
は
勿
論
、
不
眠

症
も
可
也
甚
し
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
偶
々
眠
っ
た
と
思
ふ
と
、
い
ろ
い

ろ
の
夢
を
見
勝
ち
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
は
じ
ま
る
「
夢
」
は
芥
川
の
最
後
の
小
説
で
あ

る
。
前
の
「
未
定
稿
集
‐
｜
で
は
「
『
人
を
殺
し
た
か
し
ら
？
’
－
１
或
画
家
の
話

ｌ
」
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
発
表
さ
れ
る
こ
と
な
く
捨
て
ら
れ
た
作
品
で

あ
る
。
未
完
だ
が
「
夢
』
に
は
芥
川
の
目
指
し
た
自
己
統
一
が
ど
う
い
う
も

の
で
あ
っ
た
か
を
理
解
す
る
手
が
か
り
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
現

実
と
夢
が
一
つ
に
な
っ
て
お
り
芥
川
は
そ
の
接
点
に
自
己
を
位
置
づ
け
よ
う

と
し
て
い
る
。
殆
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
作
品
な
の
で
内
容
か
ら
少
し
く
わ

し
く
み
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
ｑ

主
人
公
は
画
家
で
あ
る
「
わ
た
し
」
。
ふ
と
制
作
欲
を
感
じ
た
わ
た
し
は

モ
デ
ル
を
一
人
雇
う
。
わ
た
し
は
モ
デ
ル
に
満
足
し
「
こ
の
画
さ
へ
仕
上
げ

れ
ば
死
ん
で
も
善
い
」
と
い
っ
た
気
持
で
制
作
に
は
げ
む
。
そ
の
う
ち
わ
た

し
は
「
人
間
よ
り
も
動
物
に
似
て
ゐ
る
」
モ
デ
ル
か
ら
「
妙
な
圧
迫
」
を
受

け
る
よ
う
に
な
る
。
二
三
日
後
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
を
使
っ
て
い
る
わ
た
し
に
モ
デ

ル
が
話
し
か
け
る
。
「
誰
で
も
胞
を
か
ぶ
っ
て
生
れ
て
来
る
ん
で
す
ね
。
」
モ

デ
ル
の
帰
っ
た
後
わ
た
し
は
ゴ
オ
ガ
ン
の
画
集
を
ひ
ろ
げ
る
。
ふ
と
気
づ
く

と
わ
た
し
は
口
の
中
で
無
意
識
に
「
か
く
あ
る
べ
し
と
思
ひ
し
が
」
と
つ
ぶ

や
い
て
い
る
。
夢
に
わ
た
し
は
モ
デ
ル
を
し
め
殺
す
。
（
そ
れ
が
夢
だ
と
い

う
こ
と
は
わ
た
し
に
わ
か
っ
て
い
る
。
）
わ
た
し
は
モ
デ
ル
を
殺
し
た
い
と

二
七

寺

づ



思
っ
た
こ
と
は
な
い
。
「
し
か
し
わ
た
し
の
意
識
の
外
に
は
、
ｌ
わ
た
し

は
巻
煙
草
を
ふ
か
し
な
が
ら
、
妙
に
わ
く
わ
く
す
る
心
も
ち
を
抑
へ
」
モ
デ

ル
を
待
つ
。
モ
デ
ル
は
来
な
い
。
わ
た
し
は
訪
ね
に
ゆ
く
。
し
か
し
わ
た
し

に
は
モ
デ
ル
の
下
宿
を
訪
ね
た
こ
と
自
体
、
何
ケ
月
か
何
年
か
前
の
夢
と
変

ら
な
か
っ
た
。
『
夢
』
の
最
後
は
、

そ
れ
か
ら
先
の
夢
の
記
憶
は
少
し
も
わ
た
し
に
は
残
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
。

け
れ
ど
も
今
何
か
起
れ
ば
そ
れ
も
忽
ち
そ
の
夢
の
中
の
出
来
事
に
な
り
兼

ね
な
い
心
も
ち
も
し
た
。

と
な
っ
て
い
る
。

唐
突
か
も
し
れ
な
い
が
こ
こ
に
一
ｕ
地
獄
変
」
を
重
ね
て
み
よ
う
。
二
つ
の

作
品
は
多
く
の
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
。
両
者
と
も
画
家
が
主
人
公
で
あ
り
、

絵
の
完
成
に
悲
壮
な
ま
で
の
決
意
を
も
ち
、
さ
ら
に
間
接
あ
る
い
は
直
接
に

モ
デ
ル
を
殺
す
と
い
っ
た
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
多
く
の
重
な
り
合

う
面
を
も
ち
つ
つ
も
そ
こ
に
は
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
が
意

識
的
芸
術
活
動
の
産
物
で
あ
り
一
方
は
無
意
識
、
下
意
識
を
強
調
し
た
時
期

の
作
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。

『
保
吉
も
の
」
の
時
点
で
芥
川
の
前
に
は
壁
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
意
識
に

関
わ
る
壁
、
意
識
的
芸
術
活
動
の
破
綻
で
も
あ
っ
た
。
「
表
現
と
人
は
一
な

り
」
と
い
い
、
さ
ら
に
小
説
を
書
く
理
由
を
問
わ
れ
「
頭
の
中
に
何
か
混
沌

た
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
た
形
を
と
り
た
が
る
の
で
す
。

さ
う
し
て
そ
れ
は
又
、
は
っ
き
り
し
た
形
を
と
る
事
そ
れ
自
身
の
中
に
目
的

を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
す
。
ｌ
中
略
ｌ
私
は
、
芸
術
が
表
現
だ
と
云
ふ
事
は
ぼ

ん
た
う
だ
と
思
っ
て
ゐ
ま
す
」
（
『
は
っ
き
り
し
た
形
を
と
る
為
に
』
大
７
．
ｍ
「
新

強

p
名

二
八

潮
」
）
と
も
い
う
。
こ
の
よ
う
に
「
表
現
」
を
止
揚
の
過
程
と
し
た
と
ら
え
方
、

そ
れ
は
「
言
語
は
、
思
想
の
表
現
で
あ
り
、
ま
た
理
解
で
あ
る
。
思
想
の
表

注
Ⅲ

現
過
程
及
び
理
解
過
程
そ
の
も
の
が
言
語
で
あ
る
」
と
い
う
言
語
論
に
も
一

面
で
は
つ
な
が
る
す
ば
ら
し
い
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
芥
川
が
こ
れ
を
実
践

す
る
の
は
「
保
吉
も
の
」
で
自
己
と
の
闘
い
を
へ
た
後
で
あ
っ
た
。
「
表
現
」

の
過
程
に
お
い
て
し
か
彼
の
意
識
す
る
領
域
は
拡
大
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
芥

川
は
知
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
下
意
識
の
主
体
化
は
自
己
を
統

一
へ
止
揚
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

で
は
『
地
獄
変
』
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
｜
」
｜
」
で
は
「
表
現
と
人
は
一
」

と
い
い
つ
つ
も
そ
れ
が
単
な
る
知
識
と
し
て
し
か
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。

良
秀
の
我
の
貫
徹
が
娘
の
犠
牲
と
肉
体
の
悲
壮
な
最
期
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
む
な
し
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
「
表
現
」
の
結
果
そ
う
な

っ
た
の
で
は
な
い
。
『
地
獄
変
」
一
篇
の
構
想
は
最
初
か
ら
完
成
さ
れ
た
も

の
と
し
て
芥
川
の
頭
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
血
の
通
わ
な
い
ま
さ
に
一
幅
の
絵

で
し
か
な
い
。
当
然
『
歯
車
』
の
時
点
に
お
い
て
敗
北
と
認
め
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。

「
夢
』
は
そ
う
で
は
な
い
。
「
わ
た
し
」
は
生
き
た
止
揚
す
る
人
間
と
し

て
描
か
れ
る
。
た
だ
意
識
と
下
意
識
の
接
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
「
わ
た

し
」
は
実
に
ひ
弱
な
人
間
で
し
か
な
い
の
だ
が
。

夢
に
「
わ
た
し
」
は
モ
デ
ル
を
殺
し
わ
く
わ
く
し
た
気
分
に
な
る
。
こ
れ

は
そ
の
前
の
「
野
性
の
呼
び
声
」
（
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
）
を
感
ず

る
と
い
う
ゴ
オ
ガ
ン
を
み
て
「
か
く
あ
る
べ
し
」
と
い
う
無
意
識
の
つ
ぶ
や

き
の
具
体
化
し
た
も
の
だ
が
、
こ
う
し
た
伏
線
を
へ
て
現
実
と
夢
が
、
意
識

〆
し
里



、

と
下
意
識
が
融
合
す
る
。
し
か
し
そ
の
接
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
わ
た
し
」

は
、
野
性
的
な
も
の
へ
の
あ
こ
が
れ
を
秘
め
つ
つ
も
弱
く
き
わ
め
て
暗
い
状

態
に
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
高
揚
し
た
精
神
に
肉
体
が
伴
わ
な
い
ジ
レ
ン
マ
の

ご
と
き
も
の
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

画
家
で
あ
る
「
わ
た
し
」
が
、
い
ま
は
郊
外
に
妻
と
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し

絵
も
多
少
売
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
展
望
を
は
ら
ん
だ
草
稿
（
「
未
定
稿

集
」
）
を
も
ち
つ
つ
「
夢
」
が
作
品
と
し
て
完
成
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
時
、

芥
川
の
肉
体
は
限
界
と
い
っ
て
も
よ
い
状
況
に
あ
っ
た
。
彼
が
「
唯
今
の
小

生
に
欲
し
き
も
の
は
第
一
に
動
物
的
エ
ネ
ル
ギ
イ
、
第
二
に
動
物
的
エ
ネ
ル

ギ
イ
、
第
三
に
動
物
的
エ
ネ
ル
ギ
イ
」
（
昭
２
．
３
．
羽
付
斎
藤
茂
吉
宛
吾
簡
）

と
い
う
時
そ
れ
は
想
像
以
上
に
切
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
す
。
へ
き
で
あ
る
。

同
時
に
彼
は
芭
蕉
の
、
キ
リ
ス
ト
の
荒
盈
し
い
生
の
過
程
に
、
あ
る
い
は

「
野
性
」
の
美
し
さ
を
も
つ
「
今
昔
物
語
」
（
『
今
昔
物
語
に
就
い
て
』
昭
２
．

５
「
日
本
文
学
講
座
」
）
に
、
「
槍
の
柄
は
折
れ
」
（
『
続
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸

的
な
』
「
二
人
の
紅
毛
画
家
」
昭
２
．
７
「
文
芸
春
秋
」
）
つ
つ
も
城
を
攻
め
た
て
る

ピ
カ
ソ
に
目
を
見
張
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

芥
川
龍
之
介 萄

僚

こ
こ
に
芥
川
は
「
表
現
と
人
は
一
な
り
」
と
い
い
つ
つ
人
を
「
表
現
」
す

。
ま
さ
に
そ
の
過
程
に
倒
れ
た
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

注
１
駒
沢
喜
美
「
芥
川
龍
之
介
の
世
界
」
（
昭
妃
・
４
法
政
大
出
版
局
）

注
２
「
芥
川
龍
之
介
」
（
昭
２
．
ｍ
「
中
央
公
論
」
）

注
３
芥
川
全
集
第
八
巻
年
譜
（
筑
摩
書
房
）

注
４
「
芥
川
龍
之
介
」
（
昭
詔
・
５
五
月
害
房
）

注
５
「
悪
魔
を
呼
ん
だ
」
（
『
歌
の
本
』
岩
波
文
庫
）

注
６
北
山
正
辿
「
芥
川
龍
之
介
」
（
昭
諏
・
６
「
立
命
館
文
学
」
）

注
７
「
芥
川
龍
之
介
の
人
と
作
」
（
昭
２
．
７
「
新
潮
」
）

注
８
「
芥
川
龍
之
介
」
（
前
掲
害
）

注
９
『
怯
儒
の
言
葉
』
「
告
白
」
に
も
「
完
全
に
自
己
を
告
白
す
る
こ
と
は
何
人

に
も
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
。
同
時
に
又
自
己
を
告
白
せ
ず
に
は
如
何
な
る
表

現
も
出
来
る
も
の
で
は
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

注
皿
「
ポ
オ
ド
レ
エ
ル
研
究
序
説
」
（
辰
野
隆
選
集
第
三
巻
昭
電
・
狸
改
造
社
）

注
、
時
枝
誠
記
「
国
語
学
原
論
・
続
」
（
昭
加
・
６
岩
波
書
店
）

ｌ
昭
和
四
三
年
院
修
了
、
平
安
女
学
院
教
諭
Ｉ

矛

二

九

ｒ
、


