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は
じ
め
に 

『
地
獄
変
』
１

は
芥
川
龍
之
介
の
芸
術
至
上
主
義
を
表
明
し
た
作
品

だ
と
さ
れ
る
。
良
秀
の
「
人
を
殺
し
て
ま
で
も
、
屏
風
の
画
を
描
こ
う

と
す
る
絵
師
根
性
」
や
、「
画
の
為
に
は
親
子
の
情
愛
も
忘
れ
て
し
ま
う
、

人
面
獣
心
」
を
描
写
し
た
の
だ
と
解
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
娘
を
焼

き
殺
さ
れ
る
と
い
う
状
況
は
凄
ま
じ
い
が
、
良
秀
の
絵
師
と
し
て
の
精

進
は
苛
烈
な
も
の
と
し
て
は
描
か
れ
な
い
。
娘
の
死
も
良
秀
自
身
が
求

め
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。「
人
面
獣
心
」
な
ど
は
、
過
大
な
評

価
で
は
な
い
か
。
過
激
で
苛
烈
な
の
は
む
し
ろ
、
堀
川
の
大
殿
の
要
求

で
あ
り
、
厳
し
さ
で
あ
り
、
興
奮
ぶ
り
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
大
殿

の
苛
烈
さ
は
、
良
秀
の
絵
師
根
性
の
「
人
面
獣
心
」
を
際
立
た
せ
る
作

品
の
構
成
上
の
対
立
物
と
し
て
造
形
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
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そ
う
だ
と
し
た
ら
主
客
が
逆
転
し
て
い
る
。
良
秀
に
つ
い
て
の
記
述
よ

り
も
大
殿
の
方
が
豊
富
で
興
味
深
い
の
だ
か
ら
。
二
十
年
来
大
殿
に
仕

え
て
い
る
語
り
手
は
大
殿
に
つ
い
て
多
く
語
る
べ
き
こ
と
を
持
っ
て
い

る
。
語
り
手
は
大
殿
に
つ
い
て
の
噂
を
紹
介
す
る
。
大
殿
は
自
分
ば
か

り
の
栄
耀
栄
華
を
求
め
、
色
好
み
で
絵
師
風
情
の
娘
に
想
い
を
か
け
、

か
な
わ
ぬ
恋
の
恨
み
に
焼
き
殺
し
た
、
と
い
う
噂
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

噂
は
否
定
を
伴
っ
て
語
ら
れ
る
だ
が
、
否
定
は
む
し
ろ
噂
の
信
憑
性
を

強
め
る
た
め
の
修
辞
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
否
定
は
身
振
り
で
し
か

な
く
、
噂
を
真
だ
と
す
る
と
、「
人
面
獣
心
」
は
む
し
ろ
大
殿
に
ふ
さ
わ

し
い
形
容
か
も
し
れ
な
い
。
大
殿
と
は
何
者
な
の
か
。
大
殿
に
関
す
る

語
り
の
豊
富
さ
と
曖
昧
さ
の
た
め
に
、
我
々
の
注
意
は
、
芸
術
家
良
秀

を
め
ぐ
る
い
わ
ゆ
る
芸
術
至
上
主
義
的
な
物
語
か
ら
そ
ら
さ
れ
て
し
ま

う
。
は
た
し
て
『
地
獄
変
』
は
芸
術
至
上
主
義
の
作
品
と
し
て
読
ま
れ

る
べ
き
な
の
か
。 

以
下
、
ま
ず
車
を
焼
く
場
面
で
の
大
殿
の
異
常
な
興
奮
に
注
目
し
て
、

芸
術
を
何
に
対
し
て
至
上
と
規
定
す
る
の
か
を
考
察
す
る
。
ま
た
こ
の

作
品
を
評
す
る
の
に
使
わ
れ
る
芸
術
至
上
主
義
と
い
う
語
が
芥
川
自
身

の
定
義
に
合
致
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。
次
に
大
殿
以
外
の
二
人

の
人
物
に
つ
い
て
、
良
秀
の
絵
師
と
し
て
の
精
進
の
い
わ
ゆ
る
「
人
面

獣
心
」
ぶ
り
と
、
語
り
手
「
私
」
の
語
り
の
姿
勢
に
つ
い
て
検
討
し
、

語
り
手
が
伝
え
る
大
殿
の
正
体
を
探
る
。
以
上
、
本
論
で
は
『
地
獄
変
』

を
、
良
秀
の
「
芸
術
至
上
主
義
」
の
物
語
で
は
な
く
、
大
殿
の
欲
望
の

物
語
と
し
て
検
討
す
る
。 

 

大
殿
は
な
ぜ
喘
ぐ
の
か 

『
地
獄
変
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
良
秀
の
娘
を
乗
せ
た
檳
榔
毛
の

車
が
焼
か
れ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
と
に
大
殿
の
興
奮
し
た
様
子
が
、
こ

の
作
品
の
最
も
高
ま
っ
た
場
面
の
幕
切
れ
で
あ
る
。
大
殿
は
青
ざ
め
て
、

口
元
に
泡
を
た
め
、
膝
を
両
手
に
し
っ
か
り
つ
か
み
、
喉
の
渇
い
た
獣

の
よ
う
に
喘
ぎ
つ
づ
け
る
。
大
殿
は
な
ぜ
取
り
乱
し
た
の
か
。
通
説
は
、

こ
れ
を
良
秀
と
大
殿
の
芸
術
を
め
ぐ
る
闘
争
の
良
秀
の
勝
利
と
大
殿
の

敗
北
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
の
評
を
見
て

み
よ
う
。 

吉
田
精
一
は
「
大
殿
の
敗
北
し
た
さ
ま
を
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

権
力
の
支
配
を
超
絶
し
て
芸
術
が
勝
利
し
た
の
で
あ
る
」
２

と
、
喘
ぎ
を

大
殿
の
敗
北
と
芸
術
の
勝
利
と
定
義
し
て
い
る
。
宮
本
顕
治
は
「
芸
術
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へ
の
精
進
の
前
に
は
、
い
か
な
る
野
蛮
な
精
進
を
も
投
げ
出
す
こ
と
を

厭
わ
な
い
芸
術
家
の
勝
利
―
不
幸
な
勝
利
が
あ
る
」
３

と
、
芸
術
家
の
勝

利
を
見
て
い
る
。
三
好
行
雄
は
「
良
秀
の
生
が
芸
術
家
と
し
て
の
栄
光

に
の
ぼ
り
つ
め
た
荘
厳
の
時
に
、
大
殿
は
意
図
の
成
就
す
る
残
忍
な
〈
微

笑
〉
か
ら
一
転
し
て
、
蒼
白
な
苦
悶
の
中
で
〈
獣
の
よ
う
に
喘
ぎ
つ
づ

け
〉
る
。
地
上
の
倫
理
は
、
大
殿
を
と
ら
え
て
放
さ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
」
４

と
、
芸
術
家
と
し
て
の
良
秀
が
上
昇
す
る
の
に
対
し
て
、
大
殿
は

地
上
に
と
ど
ま
る
と
考
え
て
い
る
。
佐
々
木
雅
發
は
「
大
殿
は
だ
か
ら
、

あ
ら
た
め
て
自
ら
の
敗
北
に
喘
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」

５

と
、
大
殿
が
敗
北
を
認
め
て
喘
い
で
い
る
と
見
て
い
る
。
笹
淵
友
一
は

「
世
俗
の
王
者
と
芸
術
の
王
者
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
賭
け
た
戦
い

は
は
っ
き
り
勝
負
が
つ
い
た
よ
う
に
見
え
る
」
６

と
、
勝
負
の
決
着
の
場

面
だ
と
言
う
。
石
割
透
は
「
さ
す
が
の
大
殿
も
、
良
秀
の
、
芸
術
を
生

み
出
す
た
め
の
狂
的
な
振
舞
い
に
対
し
て
は
、
遥
か
に
想
像
力
も
及
ば

ず
、
気
も
顚
倒
し
た
」
７

と
、
大
殿
が
気
も
顚
倒
し
た
挙
げ
句
の
振
る
舞

い
だ
と
す
る
。
浅
野
洋
は
「
大
殿
は
、
現
実
の
死
を
迎
え
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
《
お
顔
の
色
も
青
ざ
め
て
》《
喉
の
渇
い

た
獣
》
へ
と
変
じ
、
現
実
世
界
の
王
者
た
る
権
威
を
喪
失
し
て
い
る
」

８

と
、
権
威
の
喪
失
と
考
え
て
い
る
。
竹
盛
天
雄
は
「
彼
（
大
殿
）
は
（
中

略
）
良
秀
の
自
己
集
中
の
徹
底
ぶ
り
に
、
腹
の
底
か
ら
の
恐
怖
を
感
じ

と
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
」
９

と
、
芸
術
家
の
集
中
力
へ
の
恐

怖
心
だ
と
言
う
。
駒
ヶ
嶺
泰
暁
と
大
舘
瑞
城
は
「
「
良
秀
」
は
絵
を
描
き

上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
大
殿
様
」
の
「
懸
想
」
か
ら
最
愛
の
「
娘
」

を
奪
い
返
す
こ
と
に
成
功
す
る
が
、
そ
れ
は
、「
大
殿
様
」
か
ら
「
権
者
」

と
し
て
の
絶
対
性
を
剥
奪
し
、
踏
み
台
に
す
る
こ
と
で
可
能
に
な
っ
て

い
る
」
１
０

と
、
良
秀
が
大
殿
か
ら
絶
対
性
を
奪
い
踏
み
台
に
し
て
、
実

質
的
に
娘
を
取
戻
す
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
う
。 

以
上
の
よ
う
に
、
大
殿
の
取
り
乱
し
た
様
は
、
芸
術
と
対
立
す
る
も

の
の
敗
北
、
無
力
を
表
象
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
大
殿
は
「
人

を
殺
し
て
ま
で
も
、
屏
風
の
画
を
描
こ
う
と
す
る
絵
師
根
性
の
曲
（
よ

こ
し
ま
）
な
の
を
懲
」
ら
し
め
る
と
言
う
。
横
川
の
僧
都
は
、
人
面
獣

人
の
曲
者
に
、「
一
芸
一
能
に
秀
で
よ
う
と
も
、
人
と
し
て
五
常
を
弁
え
」

さ
せ
る
と
言
う
。
評
者
た
ち
は
、
大
殿
や
横
川
の
僧
都
の
言
い
分
を
受

け
入
れ
て
、『
地
獄
変
』
に
芸
術
至
上
主
義
を
見
て
い
る
。
だ
が
大
殿
は

敗
北
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
殿
は
大
腹
中
の
器
量
で
百
鬼
夜
行
に
遇
っ

て
も
障
り
が
な
い
と
評
さ
れ
、
御
邸
に
託
し
て
壮
大
と
か
豪
放
と
も
形
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容
さ
れ
、
自
ら
の
指
図
で
人
を
焼
く
権
力
者
で
あ
る
。
恐
怖
や
後
悔
か

ら
取
り
乱
す
だ
ろ
う
か
。
大
殿
の
姿
を
、
敗
北
あ
る
い
は
後
悔
な
ど
と

解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。 

仮
に
敗
北
あ
る
い
は
後
悔
す
る
大
殿
が
良
秀
と
対
立
す
る
の
で
あ

り
、
良
秀
は
芸
術
の
勝
利
、
至
上
さ
を
表
現
す
る
の
だ
と
す
る
と
、
大

殿
は
何
を
体
現
し
て
い
る
の
か
。
良
秀
は
芸
術
の
完
成
の
た
め
に
娘
の

死
を
受
け
入
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
大
殿
が
良
秀
に
押
し
付
け
よ
う
と

し
て
果
た
せ
な
か
っ
た
も
の
は
何
な
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
何

な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
も
そ
も
多
く
の
評
者
た
ち
は
明
確
に
名

指
し
し
な
い
し
、
評
者
た
ち
の
意
見
が
一
致
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ

は
、
評
者
に
よ
っ
て
は
道
徳
で
あ
り
、
人
生
で
あ
り
、
現
実
世
界
で
あ

り
、
世
俗
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
相
克
で
あ
っ
た
り
、
芸
術
の

格
闘
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
。 

宮
本
顕
治
は
「
道
徳
的
な
芥
川
氏
の
一
面
は
、
や
っ
ぱ
り
良
秀
に
縊

れ
死
に
の
結
末
を
与
え
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
前
に
は
、

一
切
を
蹂
躙
し
て
悔
い
な
い
芸
術
的
気
魄
を
示
し
な
が
ら
、
氏
の
ヒ
ュ

ー
マ
ン
な
半
面
は
、
そ
の
蹂
躙
を
妨
げ
る
」
１
１

と
、
形
容
詞
「
芸
術
的
」

に
、「
道
徳
的
な
」
、「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
」
と
い
う
形
容
詞
を
対
立
さ
せ
る
。

吉
田
精
一
は
「
芸
術
の
為
に
は
あ
ら
ゆ
る
非
道
徳
的
行
為
を
許
さ
れ
得

る
」
１
２

と
言
い
、
芸
術
に
道
徳
（
的
行
為
）
を
対
立
さ
せ
て
い
る
。
だ

が
、
稲
垣
達
郎
は
「
人
間
が
人
間
の
「
自
然
」
に
そ
む
い
て
非
情
に
ま

で
な
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
芸
術
が
な
り
た
ち
、
芸
術
を
得
ら
れ
る
け

れ
ど
も
、
そ
れ
が
や
が
て
、
人
間
が
芸
術
に
復
讐
さ
れ
、
人
間
が
敗
北

し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
」
１
３

と
、
芸
術
を
人
間
と
対
立
さ
せ

る
。
三
好
行
雄
は
「
芸
術
至
上
主
義
は
、
芸
術
か
人
生
か
と
い
う
単
純

な
二
律
背
反
の
選
択
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
芥
川
は
人
生
を
否
定
し

て
芸
術
を
え
ら
ん
だ
の
で
は
な
く
、
〈
人
生
の
残
滓
〉
に
対
し
て
、
〈
人

生
〉
を
え
ら
ん
だ
の
で
あ
る
」
１
４

と
、「
芸
術
対
人
生
」
で
は
な
く
「
人

生
対
人
生
の
残
滓
」
な
の
だ
と
言
う
。
島
田
昭
雄
は
「
芥
川
に
と
っ
て

芸
術
は
人
生
（
現
実
世
界
）
を
は
る
か
に
越
え
る
存
在
と
し
て
あ
っ
た

の
で
あ
る
」
１
５

と
す
る
。
海
老
井
英
次
は
「
芸
術
至
上
主
義
が
、
芸
術

（
理
想
）
と
現
実
（
世
俗
）
と
の
対
立
相
克
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の

相
克
を
生
き
る
芸
術
の
生
を
描
く
」
１
６

と
言
う
。
現
実
（
世
俗
）
と
は

人
間
や
人
生
の
言
い
換
え
だ
ろ
う
。
関
口
安
義
は
「
「
地
獄
変
」
は
芸
術

の
格
闘
の
意
味
を
問
う
た
作
品
」
１
７

と
言
う
が
、
芸
術
が
何
と
格
闘
し

て
い
る
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。 
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以
上
の
よ
う
に
、
宮
本
顕
治
や
吉
田
精
一
の
よ
う
な
初
期
の
評
者
た

ち
は
、
芸
術
を
象
徴
す
る
良
秀
は
、
大
殿
が
体
現
す
る
道
徳
と
対
峙
す

る
、
と
解
釈
し
て
い
る
。
評
者
に
よ
っ
て
は
、
大
殿
や
横
川
の
僧
都
の

言
い
分
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ず
、
良
秀
は
、
人
間
、
人
生
、
人
生
の

残
滓
、
現
実
（
世
俗
）
と
対
立
す
る
と
言
う
。
さ
ら
に
は
芸
術
と
何
も

の
か
と
の
相
克
、
格
闘
だ
と
言
う
。
芸
術
は
何
に
対
し
て
至
上
な
の
だ

ろ
う
。
良
秀
に
対
置
さ
れ
る
大
殿
が
体
現
す
る
も
の
は
何
か
、
に
つ
い

て
評
者
た
ち
に
一
致
し
た
見
解
は
な
い
１
８

ま
ま
、
芸
術
は
至
上
で
あ
り

続
け
、『
地
獄
変
』
は
芥
川
の
芸
術
至
上
主
義
を
主
張
す
る
作
品
だ
と
言

わ
れ
続
け
る
。 

 

芸
術
至
上
主
義
と
い
う
解
釈 

作
品
の
完
成
を
追
求
す
る
と
い
う
意
味
で
、
良
秀
自
身
は
芸
術
至
上

主
義
者
な
の
だ
ろ
う
１
９

。
だ
が
、
『
地
獄
変
』
を
芸
術
至
上
主
義
で
解

す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
評
も
あ
る
。
芸
術
家
の
勝
利
を
言
う
宮
本

顕
治
も
、
「
氏
は
芸
術
上
の
至
上
主
義
者
と
は
成
り
得
な
か
っ
た
」
２
０

と
言
う
。
宇
野
浩
二
は
「
あ
の
主
人
公
が
芥
川
の
芸
術
至
上
主
義
の
「
権

化
」
な
ら
ば
、
あ
れ
（
良
秀
が
首
を
つ
っ
て
死
ぬ
こ
と
）
で
は
、
芥
川

の
芸
術
至
上
主
義
が
負
け
た
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
」
２
１

と
、
良
秀

の
肉
体
の
死
は
、
主
義
に
殉
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
敗
北
だ
と
言
う
。

三
好
行
雄
は
良
秀
を
「
芥
川
の
理
想
の
人
間
像
で
あ
り
、
芸
術
家
と
し

て
登
り
つ
め
た
」
と
定
義
し
て
は
い
る
が
、「
芥
川
龍
之
介
の
（
そ
う
呼

び
た
け
れ
ば
呼
ん
で
も
い
い
）
芸
術
至
上
主
義
は
、
芸
術
か
人
生
か
と

い
う
単
純
な
二
律
背
反
の
選
択
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
」
２
２

と
、
芸
術

至
上
主
義
と
い
う
呼
称
に
は
保
留
を
つ
け
て
い
る
。
浅
野
洋
は
「
諸
家

の
称
揚
す
る
《
芸
術
至
上
主
義
》
に
し
て
も
、
そ
れ
が
作
者
に
よ
っ
て

ど
こ
ま
で
深
く
掘
り
さ
げ
ら
れ
た
主
題
だ
っ
た
か
」
と
懐
疑
的
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
保
留
や
疑
義
は
あ
っ
て
も
、
多
く
の
評
者
は
『
地
獄
変
』

の
主
題
は
芸
術
至
上
主
義
で
あ
る
、
と
言
う
。
芥
川
自
身
も
芸
術
至
上

主
義
と
い
う
用
語
を
た
び
た
び
使
っ
て
い
る
。『
地
獄
変
』
を
定
義
す
る

前
に
、
芥
川
の
理
解
を
確
認
し
て
お
こ
う
。 

芥
川
は
『
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
の
死
』
で
、
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ
ィ
に
か

ら
め
て
芸
術
至
上
主
義
を
語
っ
て
い
る
。 

ロ
テ
ィ
は
偉
い
作
家
で
は
な
い
。
同
時
代
の
作
家
と
比
べ
た
と
こ

ろ
が
、
余
り
背
の
高
い
方
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
ロ
テ
ィ
は
新
ら
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し
い
感
覚
描
写
を
与
え
た
、
或
は
新
ら
し
い
抒
情
詩
を
与
え
た
。
し

か
し
新
ら
し
い
人
生
の
見
か
た
や
新
ら
し
い
道
徳
は
与
え
な
か
つ

た
。
勿
論
こ
れ
は
芸
術
家
た
る
ロ
テ
ィ
に
は
致
命
傷
で
も
何
で
も
な

い
の
に
違
い
な
い
。
提
燈
は
火
さ
え
と
も
せ
れ
ば
、
敬
意
を
表
し
て

然
る
べ
き
で
あ
る
。
合
羽
の
よ
う
に
雨
が
凌
げ
ぬ
に
し
ろ
、
軽
蔑
し

て
好
い
と
云
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
雨
が
降
っ
て
い
る
か
ら
、

ま
ず
提
燈
は
持
た
ず
と
も
合
羽
の
御
厄
介
に
な
ろ
う
と
云
う
の
は

も
と
よ
り
人
情
の
自
然
で
あ
る
。
か
う
云
う
人
情
の
矢
面
に
は
如
何

な
る
芸
術
至
上
主
義
も
、
提
燈
に
お
し
な
さ
い
と
云
う
忠
告
と
同
様
、

利
き
目
の
な
い
も
の
と
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
我
は
土
砂
降
り
の

往
来
に
似
た
人
生
を
辿
る
人
足
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ロ
テ
ィ
は
我
我

に
一
枚
の
合
羽
を
も
与
え
な
か
つ
た
。
だ
か
ら
我
我
は
ロ
テ
ィ
の
上

に
「
偉
い
」
と
云
う
言
葉
を
加
え
な
い
の
で
あ
る
。
古
来
偉
い
芸
術

家
と
云
う
の
は
、
―
勿
論
合
羽
の
施
行
を
す
る
人
に
過
ぎ
な
い
２
３

。 

ロ
テ
ィ
は
、
感
覚
描
写
は
与
え
た
が
道
徳
は
与
え
な
か
っ
た
。
感
覚
描

写
あ
る
い
は
抒
情
詩
と
、
人
生
の
見
方
や
道
徳
が
対
立
し
て
い
る
。
抒

情
詩
は
提
灯
に
例
え
ら
れ
、
道
徳
は
合
羽
に
例
え
ら
れ
る
。
道
徳
を
与

え
な
か
っ
た
こ
と
は
「
芸
術
家
た
る
ロ
テ
ィ
に
は
致
命
傷
で
も
何
で
も

な
い
」
の
だ
か
ら
、
芸
術
至
上
主
義
者
は
提
灯
の
美
し
さ
を
語
れ
ば
十

分
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、（
人
生
の
）
風
雨
に
耐
え
る
に
は
、
提
灯

よ
り
も
合
羽
が
役
に
立
つ
だ
ろ
う
か
ら
、「
如
何
な
る
芸
術
至
上
主
義
も
、

提
燈
に
お
し
な
さ
い
と
云
う
忠
告
と
同
様
、
利
き
目
の
な
い
も
の
と
覚

悟
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
だ
ろ
う
。
芥
川
自
身
が
の
ち
に
『
澄
江
堂
雑
記
』

の
中
で
、「
小
説
に
於
け
る
芸
術
至
上
主
義
は
、
確
か
に
欠
伸
の
出
易
い

も
の
で
あ
る
」
２
４

と
認
め
る
よ
う
に
、
小
説
の
読
者
は
合
羽
を
語
ら
な

け
れ
ば
満
足
し
な
い
。
芥
川
が
芸
術
に
対
立
さ
せ
た
の
は
、
人
生
の
見

方
で
あ
り
道
徳
で
あ
る
。 

ま
た
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
の
可
否
』
の
中
で
は
「
政
治
的
色
彩
あ

る
文
芸
と
云
え
ば
と
か
く
軽
蔑
を
買
い
易
け
れ
ど
、
パ
ル
ナ
サ
ス
の
頂

上
に
達
す
る
途
も
東
京
市
中
の
道
路
と
同
様
、
必
ず
し
も
芸
術
至
上
主

義
者
の
満
足
を
買
う
よ
う
に
は
出
来
て
居
ら
ず
」
２
５

と
言
う
。
芸
術
至

上
主
義
、
つ
ま
り
政
治
的
色
彩
な
ど
有
し
な
い
芸
術
の
理
想
を
パ
ル
ナ

ッ
ソ
ス
の
頂
上
と
例
え
る
と
す
れ
ば
、
頂
上
に
向
か
う
文
芸
の
道
は
少

な
く
粗
末
で
、
政
治
な
ど
何
ら
か
の
色
彩
を
持
つ
、
頂
上
は
目
指
さ
な

い
文
芸
の
道
の
方
が
多
く
立
派
な
の
だ
ろ
う
。
芥
川
に
と
っ
て
、
芸
術
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と
「
至
上
」
の
位
置
を
競
う
の
は
、
こ
こ
で
は
政
治
な
ど
何
ら
か
の
色

彩
で
あ
る
。 

芥
川
は
、
芸
術
至
上
主
義
を
「
芸
術
の
為
の
芸
術
」
と
も
呼
ん
で
い

る
。
フ
ラ
ン
ス
語
のL

'art pou
r l'art

２
６

の
訳
と
し
て
は
こ
ち
ら
が
良
さ

そ
う
で
、
実
際
、
芥
川
の
用
法
に
は
か
な
っ
て
い
る
。 

『
地
獄
変
』
か
ら
一
年
ほ
ど
あ
と
の
『
芸
術
そ
の
他
』
で
は
、「
た
と

い
人
道
的
感
激
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
を
求
め
る
な
ら
、
単
に
説
教
を

聞
く
事
か
ら
も
得
ら
れ
る
筈
だ
。
芸
術
に
奉
仕
す
る
以
上
、
僕
等
の
作

品
の
与
え
る
も
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
芸
術
的
感
激
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
芸
術
の
為
の
芸
術
は
、
一
歩
を
転
ず
れ
ば
芸
術
遊
戯
説
に
堕
ち
る
。

人
生
の
為
の
芸
術
は
、
一
歩
を
転
ず
れ
ば
芸
術
功
利
説
に
堕
ち
る
」
２
７

と
言
う
。
芸
術
に
は
芸
術
に
奉
仕
す
る
以
外
の
目
的
は
な
く
、
人
生
（
あ

る
い
は
道
徳
あ
る
い
は
政
治
的
色
彩
）
に
奉
仕
す
る
こ
と
は
芸
術
の
目

的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

も
う
一
つ
付
け
加
え
れ
ば
、
河
童
の
詩
人
ト
ッ
ク
は
こ
う
考
え
て
い

る
。「
ト
ッ
ク
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
芸
術
は
何
も
の
の
支
配
を

も
受
け
な
い
、
芸
術
の
た
め
の
芸
術
で
あ
る
、
従
っ
て
芸
術
家
た
る
も

の
は
何
よ
り
も
先
に
善
悪
を
絶
し
た
超
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
２
８

。 

『
地
獄
変
』
と
よ
く
並
べ
て
論
じ
ら
れ
る
『
戯
作
三
昧
』
で
は
、
道

徳
家
と
し
て
の
馬
琴
と
芸
術
家
と
し
て
の
馬
琴
の
対
立
は
、
ま
さ
に
こ

の
芸
術
の
た
め
の
芸
術
論
で
あ
る
。
そ
し
て
『
戯
作
三
昧
』
は
、
芸
術

の
た
め
の
芸
術
を
語
る
た
め
の
作
品
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
馬
琴
は
、

勧
善
懲
悪
と
い
う
道
徳
が
芸
術
に
与
え
る
価
値
と
、
自
分
の
心
情
が
芸

術
に
与
え
よ
う
と
す
る
価
値
と
の
間
に
大
き
な
懸
隔
を
感
じ
て
い
た
。

そ
の
懸
隔
を
曖
昧
に
調
和
さ
せ
て
い
た
馬
琴
だ
が
、「
戯
作
の
価
値
を
否

定
し
て
「
勧
懲
の
具
」
と
称
し
な
が
ら
、
常
に
常
に
彼
の
中
に
磅
礴
す

る
芸
術
的
感
興
に
遭
遇
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
不
安
を
感
じ
出
し
た
」（
『
戯

作
三
昧
』
十
）
。
と
こ
ろ
が
良
秀
に
は
そ
の
よ
う
な
葛
藤
は
な
い
。
『
地

獄
変
』
の
原
説
話
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
良
秀
は
、
我
が
家
が
燃
え
る

様
子
を
「
年
ご
ろ
不
動
尊
の
火
焔
を
悪
し
く
書
き
け
る
な
り
。
今
見
れ

ば
、
か
う
こ
そ
燃
え
け
れ
と
、
心
得
つ
る
な
り
」
２
９

と
笑
い
な
が
ら
見

て
い
る
。
こ
の
良
秀
は
、
火
焔
の
描
写
の
完
成
を
目
指
し
た
か
ら
家
が

焼
け
る
の
を
放
置
し
た
。
仏
の
道
徳
を
伝
え
る
こ
と
な
ど
気
に
は
し
て

い
な
い
。『
地
獄
変
』
の
良
秀
も
、
道
徳
で
あ
ろ
う
と
、
倫
理
で
あ
ろ
う

と
、
人
生
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
権
力
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
ら
が
自

分
の
制
作
活
動
と
関
係
す
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
描
い
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た
も
の
は
表
現
で
し
か
な
く
、
表
現
さ
れ
た
も
の
に
表
現
そ
れ
自
体
以

外
の
価
値
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
吉
祥
天
に
傀
儡

の
顔
を
写
し
、
不
動
明
王
に
無
頼
の
放
免
を
か
た
ど
っ
て
、
そ
れ
を
な

じ
ら
れ
る
と
、
そ
れ
で
罰
さ
れ
る
と
は
異
な
こ
と
と
う
そ
ぶ
く
の
だ
か

ら
。
良
秀
は
自
分
の
絵
が
絵
そ
れ
自
体
以
上
の
価
値
を
表
現
し
て
い
る

と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
芸
術
の
完
成
は
追
求
し
て
い
た
だ

ろ
う
が
、
道
徳
と
芸
術
と
の
間
の
懸
隔
な
ど
は
感
じ
て
い
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。
ま
し
て
作
品
を
「
「
先
王
の
道
」
の
芸
術
的
表
現
」（
『
戯
作
三
昧
』

十
）
と
考
え
、
芸
術
を
道
徳
に
奉
仕
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

制
約
な
ど
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
良
秀
は
善
悪
を
超
越
し
た

河
童
ト
ッ
ク
の
先
蹤
で
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
良
秀
は
善
悪
を
超
越
し

た
の
で
は
な
く
、
善
悪
の
対
立
そ
の
も
の
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
。
良

秀
は
善
悪
の
対
立
も
、
芸
術
と
道
徳
な
ど
と
の
対
立
も
思
っ
て
は
い
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
良
秀
に
、
芸
術
の
象
徴
と
し
て
の
勝
利
を
探

す
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。 

芥
川
自
身
は
芸
術
至
上
を
信
じ
て
い
の
だ
ろ
う
。
「
芸
術
に
奉
仕
す

る
以
上
、
僕
等
の
作
品
の
与
え
る
も
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
芸
術
的
感

激
で
な
け
れ
ば
な
ら
」（
『
芸
術
そ
の
他
』
）
な
い
と
言
う
の
だ
か
ら
。
だ

が
、
良
秀
に
「
芸
術
至
上
主
義
」
を
探
す
こ
と
は
、
芥
川
の
主
張
を
裏

切
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
。
芸
術
至
上
主
義
を
主
張
す
る
と
、「
芸
術

に
奉
仕
」
や
「
芸
術
的
感
激
」
と
い
っ
た
も
の
を
手
放
し
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
作
品
を
「
芸
術
至
上
主
義
」
と
形
容
と
す

る
と
、
そ
の
作
品
は
主
義
の
た
め
の
芸
術
で
、
芸
術
功
利
的
作
品
に
転

じ
て
し
ま
う
。『
地
獄
変
』
を
芸
術
至
上
主
義
で
見
る
こ
と
は
ひ
と
ま
ず

保
留
し
て
、
登
場
人
物
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。 

 

良
秀 

良
秀
に
対
置
さ
れ
る
は
ず
の
大
殿
が
何
を
体
現
し
て
い
る
の
か
わ

か
ら
ず
、
そ
も
そ
も
良
秀
自
身
も
芸
術
と
な
に
も
の
か
と
の
対
立
な
ど

思
っ
て
い
な
い
と
す
る
と
、
良
秀
が
体
現
し
て
い
る
の
は
芸
術
だ
、
と

い
う
主
張
も
疑
わ
し
い
。
そ
も
そ
も
語
り
手
は
良
秀
を
忠
実
に
描
写
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

語
り
手
は
、
良
秀
の
性
格
を
「
吝
嗇
で
、
慳
貪
で
、
恥
知
ら
ず
で
、

怠
け
も
の
で
、
強
慾
で
、
横
柄
で
高
慢
」
と
要
約
す
る
。
し
か
し
語
り

手
は
、
吝
嗇
で
、
慳
貪
で
、
恥
知
ら
ず
で
、
怠
け
も
の
で
、
強
慾
な
良

秀
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。
せ
い
ぜ
い
横
柄
で
高
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慢
な
面
く
ら
い
だ
ろ
う
。
良
秀
の
性
格
に
具
体
性
が
な
い
と
い
う
批
判

は
、
作
品
発
表
当
初
か
ら
あ
る
。
中
谷
丁
蔵
（
小
島
政
二
郎
）
は
、
大

阪
毎
日
新
聞
上
へ
の
『
地
獄
変
』
初
出
直
後
に
、
良
秀
の
形
容
に
関
し

て
、
「
吝
嗇
、
慳
貪
、
好
色
無
恥
、
怠
慢
、
強
欲
等
を
挙
げ
て
い
る
が
、

さ
て
一
篇
を
読
み
終
は
っ
て
見
る
と
、
良
秀
の
性
格
中
に
こ
の
数
種
の

も
の
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
批
判
し
て
い
て
い
る
。
こ
の

批
判
を
承
け
て
か
、
単
行
本
（
『
傀
儡
師
』
）
版
か
ら
は
、
初
出
に
あ
っ

た
「
好
色
」
が
削
除
さ
れ
、
文
面
も
変
更
さ
れ
て
い
る
３
０

。 

絵
師
と
し
て
の
良
秀
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
良
秀
は
語
り
手
が
伝
え
る

ほ
ど
に
は
写
実
主
義
の
絵
師
で
は
な
い
。
確
か
に
写
実
的
な
描
写
力
に

は
優
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
檜
垣
の
巫
女
の
憑
依
の
姿
を
写
し
た
り
、

五
趣
生
死
の
図
の
た
め
に
往
来
の
死
骸
を
写
し
た
り
、
大
火
事
の
様
子

を
写
し
、
溜
息
や
啜
り
泣
き
を
聞
か
せ
、
臭
気
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
だ

と
言
う
。
だ
が
、「
見
た
も
の
で
な
け
れ
ば
描
け
」
な
い
と
言
っ
て
い
て

も
、
描
く
た
め
に
現
見
本
や
モ
デ
ル
を
必
要
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
良
秀
の
画
才
の
優
れ
た
所
は
「
見
た
も
の
」
を
忠
実
に
写
す
模
写

の
才
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
卑
し
い
傀
儡
を
も
と
に
吉
祥
天
を
描
き
、
無

頼
の
放
免
を
不
動
明
王
に
、
寵
童
を
稚
児
文
殊
に
、
大
火
事
の
様
子
を

よ
じ
り
不
動
の
火
焔
や
剣
山
刀
樹
を
焼
く
猛
火
に
造
形
す
る
。
地
獄
変

屏
風
絵
の
中
の
地
獄
の
罪
人
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
殿
上
人
や
青
女
房
、

念
仏
僧
、
侍
学
生
、
女
の
童
、
陰
陽
師
な
ど
は
、
実
際
は
水
干
や
ら
狩

衣
や
ら
に
着
飾
ら
せ
ら
れ
て
写
し
と
ら
れ
た
弟
子
た
ち
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
十
王
を
始
め
と
し
た
眷
属
、
唐
め
い
た
冥
官
、
神
巫
、
生
受
領
、

鉄
の
笞
に
打
た
れ
る
も
の
、
盤
石
に
押
さ
れ
る
も
の
、
く
ろ
が
ね
の
鎖

に
縛
ら
れ
た
も
の
も
、
良
秀
が
弟
子
を
モ
デ
ル
に
し
て
造
形
し
た
も
の

な
の
だ
ろ
う
。
大
殿
に
「
見
た
こ
と
は
あ
る
ま
い
な
」
と
尋
ね
ら
れ
る

地
獄
の
様
子
で
も
、
牛
頭
馬
頭
の
獄
卒
は
夢
に
見
、
く
ろ
が
ね
の
鎖
に

縛
ら
れ
た
も
の
は
細
い
鉄
の
鎖
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
し
て
寝
転
が
ら
せ

た
弟
子
か
ら
、
毒
竜
の
あ
ぎ
と
は
蛇
の
舌
先
か
ら
、
怪
鳥
の
嘴
は
耳
木

菟
の
嘴
か
ら
、
造
形
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
良
秀
の
画
才
は
「
見
た
も

の
」
を
忠
実
に
写
す
模
写
の
才
で
は
な
く
て
、
想
像
力
で
あ
り
、「
見
た

も
の
」
を
ど
の
よ
う
に
も
姿
か
た
ち
を
作
り
変
え
ら
れ
る
造
形
力
で
あ

り
仮
想
世
界
を
作
り
上
げ
る
力
だ
ろ
う
。 

語
り
手
は
画
室
の
様
子
を
恐
ろ
し
げ
に
語
る
の
だ
が
、
良
秀
の
画
室

で
の
ふ
る
ま
い
は
、
言
う
ほ
ど
に
は
「
気
違
い
じ
み
た
、
薄
気
味
の
悪

い
夢
中
に
な
り
方
」
で
は
な
い
。
鉄
鎖
に
縛
ら
れ
身
動
き
で
き
な
い
弟
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子
の
頸
に
蛇
の
舌
が
触
れ
よ
う
と
し
た
瞬
間
慌
て
て
蛇
を
弟
子
か
ら
遠

ざ
け
、
一
筆
を
仕
損
じ
た
と
蛇
を
の
の
し
っ
た
り
、
弟
子
が
耳
木
菟
を

恐
れ
て
う
ず
く
ま
る
と
あ
わ
て
て
他
の
弟
子
た
ち
を
呼
び
立
て
た
り
、

良
秀
は
弟
子
た
ち
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
気
を
配
っ
て
い
る
。
語
り
手

が
「
薄
気
味
の
悪
い
」
と
か
「
恐
ろ
し
い
」
と
形
容
す
る
画
室
の
様
子

だ
が
、
む
し
ろ
ど
こ
か
滑
稽
で
も
あ
る
。
悪
夢
が
怖
く
て
か
弟
子
を
立

ち
会
わ
せ
て
午
睡
し
た
り
、
暗
闇
に
目
の
利
く
は
ず
の
耳
木
菟
は
、
襲

お
う
と
し
た
蛇
に
逆
に
か
ら
ま
れ
、
倒
れ
た
結
燈
台
の
油
に
ま
み
れ
て

し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
身
近
な
も
の
か
ら
幻
想
世
界
を
創
り
あ
げ
ら
れ

る
良
秀
が
、
燃
え
る
車
だ
け
に
は
、「
見
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
け
れ
ば

描
け
」
な
い
と
い
う
理
屈
は
成
り
立
つ
だ
ろ
う
か
。 

 

良
秀
の
た
っ
た
一
つ
の
人
間
ら
し
い
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
娘
へ
の
情

愛
も
語
り
手
が
言
う
ほ
ど
の
実
体
は
な
さ
そ
う
だ
。
語
り
手
に
よ
る
と
、

良
秀
の
娘
へ
の
情
愛
は
深
い
。
気
違
い
の
よ
う
に
可
愛
が
る
、
子
煩
悩
、

金
銭
に
は
惜
し
気
な
い
、
聟
を
取
る
気
は
な
い
、
娘
が
小
女
房
に
上
が

っ
て
も
大
殿
に
苦
り
切
っ
た
様
子
を
見
せ
、
臆
面
な
く
娘
の
暇
を
求
め

る
、
な
ど
。
だ
が
語
り
手
に
、
親
子
の
情
愛
の
場
面
に
立
ち
会
う
機
会

は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
は
親
子
の
情
愛
が
あ
っ
た
と
羅
列
す

る
が
、
実
際
の
様
子
は
語
ら
な
い
。
良
秀
と
娘
と
が
同
時
に
登
場
す
る

場
面
は
な
い
。
小
女
房
に
上
が
っ
て
以
来
親
子
の
面
会
は
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
絵
に
熱
中
す
る
と
五
六
箇
月
の
間
、
娘
の
顔
を
見
る
気
も
な

く
し
、
檳
榔
毛
の
車
を
焼
く
こ
と
を
願
い
出
た
日
は
こ
の
五
六
箇
月
の

あ
と
な
の
だ
が
、
良
秀
は
半
年
ぶ
り
に
娘
の
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
た

の
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
も
立
ち
会
う
こ
と
の
な
か
っ
た
親
子
の
睦
ま
じ

い
姿
を
、
良
秀
親
子
が
大
殿
の
面
前
で
見
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
。
父
は
、
娘
を
奪
い
た
い
と
い
う
ほ
ど
の
気
持
ち
を
大
殿
に
起
こ
さ

せ
る
ほ
ど
、
愛
情
表
現
を
見
せ
た
だ
ろ
う
か
。
娘
は
、
父
親
の
よ
こ
し

ま
な
絵
師
根
性
を
懲
ら
し
め
る
た
め
の
賭
金
に
な
る
と
大
殿
に
感
じ
さ

せ
る
ほ
ど
、
情
愛
を
表
し
た
だ
ろ
う
か
。 

そ
も
そ
も
親
子
に
相
応
す
る
愛
情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
良
秀
の

愛
情
は
語
ら
れ
て
も
、
娘
は
ど
う
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
娘
は
、
気

の
や
さ
し
い
、
親
思
い
の
人
物
だ
と
言
う
。
父
と
同
じ
名
前
だ
か
ら
と

猿
を
か
ば
い
、
父
親
の
身
を
案
じ
て
泣
く
と
言
う
。
だ
が
、
娘
の
内
心

を
う
か
が
わ
せ
る
こ
と
が
ら
は
報
告
さ
れ
な
い
。
父
は
娘
の
暇
を
求
め

る
が
、
娘
は
暇
を
得
て
御
殿
を
下
が
る
希
望
を
持
っ
て
い
る
風
で
は
な
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い
。
襲
わ
れ
た
夜
の
口
惜
し
そ
う
に
唇
を
噛
む
様
子
は
伝
え
ら
れ
る
が
、

檳
榔
毛
の
車
に
押
し
込
め
ら
れ
た
時
に
抱
い
た
に
違
い
な
い
恐
怖
や
絶

望
は
伝
え
ら
れ
な
い
。
娘
の
意
志
や
感
情
は
語
り
手
の
興
味
の
外
に
あ

り
、
語
ら
れ
な
い
。
娘
は
父
に
と
っ
て
は
抽
象
的
な
慈
愛
の
、
大
殿
に

と
っ
て
は
性
的
欲
望
と
嗜
虐
の
対
象
で
し
か
な
い
。
物
語
の
中
で
主
体

性
や
人
物
と
し
て
の
深
み
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
３
１

。 

 

語
り
手
は
良
秀
に
つ
い
て
、
横
柄
で
高
慢
な
性
格
と
画
才
や
画
室
の

様
子
は
報
告
す
る
。
し
か
し
「
吝
嗇
で
、
慳
貪
で
、
恥
知
ら
ず
で
、
怠

け
も
の
で
、
強
慾
で
、
横
柄
で
高
慢
」
と
要
約
し
た
性
格
を
具
体
的
に

は
述
べ
な
い
。
画
室
で
の
ふ
る
ま
い
は
伝
聞
で
あ
り
誇
張
さ
れ
て
い
る
。

娘
へ
の
愛
情
も
、
実
際
に
は
見
聞
せ
ず
に
評
判
を
伝
え
て
い
る
だ
け
な

の
だ
ろ
う
。
語
り
手
の
誠
実
さ
に
は
疑
う
余
地
が
あ
り
そ
う
だ
。 

 

語
り
手
の
「
私
」 

『
地
獄
変
』
は
、
物
語
の
中
に
い
る
語
り
手
の
「
私
」
に
よ
っ
て
語

ら
れ
る
。
こ
の
語
り
手
は
信
用
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
は
良
秀

を
、「
吝
嗇
で
、
慳
貪
で
、
恥
知
ら
ず
」
な
ど
と
誇
大
に
定
義
す
る
。
だ

が
そ
の
実
態
は
伝
え
な
い
。
御
邸
で
直
接
立
ち
会
っ
た
場
合
を
除
い
て
、

語
り
手
が
伝
え
る
良
秀
の
様
子
は
評
判
で
あ
り
、
弟
子
か
ら
の
伝
聞
で

あ
る
。
語
り
手
の
「
私
」
は
、
良
秀
を
直
接
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い

の
だ
ろ
う
。 

良
秀
に
つ
い
て
情
報
は
、
ほ
と
ん
ど
が
語
り
手
の
実
見
で
は
な
い
。

良
秀
の
描
写
で
多
い
の
は
、
少
な
く
と
も
三
人
の
弟
子
か
ら
の
伝
聞
で

あ
る
。
ま
ず
一
番
目
の
弟
子
「
永
年
良
秀
の
弟
子
に
な
っ
て
い
た
男
」

は
、
檜
垣
の
巫
女
の
様
子
を
伝
え
、
同
じ
「
先
刻
引
き
合
い
に
出
し
ま

し
た
」
弟
子
が
、
良
秀
の
智
羅
永
寿
と
い
う
あ
だ
名
を
伝
え
る
。
こ
の

「
先
刻
申
し
上
げ
ま
し
た
」
弟
子
は
、
良
秀
は
仕
事
に
と
り
か
か
る
と

狐
が
憑
い
た
よ
う
に
な
る
と
伝
え
、
さ
ら
に
こ
の
「
こ
れ
も
前
に
申
し

た
男
で
ご
ざ
い
ま
す
が
」
と
注
釈
さ
れ
る
弟
子
が
、
良
秀
の
午
睡
に
立

ち
会
い
夢
う
つ
つ
の
独
り
言
の
気
味
の
悪
さ
に
師
匠
に
筆
洗
の
水
を
浴

び
せ
る
。
も
う
一
人
の
「
別
の
弟
子
」
は
鎖
で
縛
ら
れ
、
危
う
く
蛇
に

項
を
舌
の
先
で
触
れ
ら
れ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
も
う
一
人

の
「
十
三
四
の
弟
子
」
は
耳
木
菟
に
つ
つ
か
れ
そ
う
に
な
る
。
こ
の
弟

子
は
、
良
秀
の
画
室
で
耳
木
菟
か
ら
逃
げ
惑
い
な
が
ら
、
羽
音
か
ら
落

ち
葉
の
匂
い
や
猿
酒
の
饐
え
た
い
き
れ
を
感
じ
る
。
さ
ら
に
不
思
議
な
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こ
と
に
、
顔
を
隠
し
て
逃
げ
惑
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
師
匠
が
描
き

写
し
て
い
る
自
ら
の
姿
を
「
女
の
よ
う
な
少
年
が
異
形
の
鳥
に
虐
ま
れ

る
」
有
様
だ
と
描
写
し
て
い
る
３
２

。
こ
の
よ
う
に
語
り
手
は
、
自
身
は

立
ち
会
っ
て
い
な
い
画
室
の
様
子
を
、
弟
子
の
伝
聞
と
し
て
詳
細
に
語

る
。
良
秀
と
さ
え
言
葉
を
交
わ
し
た
様
子
は
な
い
語
り
手
な
の
だ
が
、

ど
の
よ
う
に
し
て
三
人
の
弟
子
か
ら
画
室
の
様
子
を
細
か
く
聞
き
た
だ

し
た
の
だ
ろ
う
。
語
り
手
は
、
良
秀
の
画
家
と
し
て
妙
な
評
判
を
伝
え
、

地
獄
変
の
屏
風
の
画
面
を
描
写
し
、
画
室
の
様
子
を
伝
聞
で
伝
え
る
。 

良
秀
に
つ
い
て
は
伝
聞
で
あ
っ
て
も
誇
大
に
語
る
語
り
手
だ
が
、
大

殿
に
つ
い
て
は
、
噂
を
伝
え
な
が
ら
打
ち
消
す
。
語
り
手
は
、
噂
を
聞

か
せ
、
否
定
す
る
。
大
殿
の
贅
沢
な
生
活
に
つ
い
て
は
「
御
自
分
ば
か

り
、
栄
耀
栄
華
を
な
さ
ろ
う
と
申
す
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」（
一
）
と

否
定
す
る
。
良
秀
の
娘
を
贔
屓
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
孝
行
恩
愛
の

情
を
賞
味
し
た
の
で
あ
っ
て
、「
決
し
て
世
間
で
と
や
か
く
申
し
ま
す
よ

う
に
、
色
を
御
好
み
に
な
っ
た
訳
で
は
」
な
く
、「
絵
師
風
情
の
娘
な
ど

に
、
想
い
を
御
懸
け
に
な
る
方
で
は
な
い
」（
三
）
と
、
色
好
み
を
否
定

す
る
。「
娘
の
美
し
い
の
に
御
心
を
惹
か
さ
れ
て
、
親
の
不
承
知
な
の
も

か
ま
わ
ず
に
、
召
し
上
げ
た
」
と
い
う
噂
は
「
見
た
も
の
の
当
推
量
」

（
五
）
と
否
定
す
る
。「
大
殿
様
が
良
秀
の
娘
に
懸
想
な
す
っ
た
な
ど
と

申
す
噂
が
、
い
よ
い
よ
拡
が
る
」
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
噂
は
根

強
い
の
だ
が
、
娘
を
下
げ
渡
さ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
色
を
御
好
み

に
な
っ
た
と
申
し
ま
す
の
は
、
恐
ら
く
牽
強
附
会
の
説
で
ご
ざ
い
ま
し

ょ
う
。
い
や
、
跡
方
も
な
い
嘘
と
申
し
た
方
が
、
宜
し
い
位
で
ご
ざ
い

ま
す
」（
五
）
と
否
定
し
続
け
る
。
地
獄
変
の
屏
風
の
由
来
自
体
に
も
良

秀
の
娘
へ
の
執
心
が
元
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
噂
を
紹
介
し
、

そ
の
噂
も
「
地
獄
変
の
屏
風
の
由
来
も
、
実
は
娘
が
大
殿
様
の
御
意
に

従
わ
な
か
つ
た
か
ら
だ
な
ど
と
申
す
も
の
も
居
り
ま
す
が
、
元
よ
り
さ

よ
う
な
事
が
あ
る
筈
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」（
五
）
と
否
定
す
る
。
娘
の
気

鬱
そ
う
な
様
子
に
つ
い
て
の
「
大
殿
様
が
御
意
に
従
わ
せ
よ
う
と
し
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
と
云
う
評
判
」（
十
二
）
は
、「
誰
も
忘
れ
た
様
に
、

ぱ
っ
た
り
あ
の
娘
の
噂
を
し
な
く
な
」
っ
た
と
言
う
。
語
り
手
自
身
が

現
場
に
立
ち
会
う
当
事
者
と
な
っ
た
娘
の
手
ご
め
未
遂
事
件
に
つ
い
て

は
、
見
て
認
識
し
得
た
は
ず
の
襲
撃
者
に
つ
い
て
、「
性
得
愚
な
私
に
は
、

分
り
す
ぎ
て
い
る
ほ
ど
分
か
っ
て
い
る
事
の
外
は
、
生
憎
何
一
つ
呑
み

こ
め
」
な
い
、
と
正
体
を
明
か
さ
な
い
し
、「
な
ぜ
か
こ
の
上
問
い
訊
す

の
が
悪
い
よ
う
な
、
気
咎
め
」（
十
三
）
を
感
じ
て
、
娘
に
襲
撃
者
の
身



大殿の欲望を可視化する良秀と「私」 ―芥川龍之介の『地獄変』― 89  

元
を
確
か
め
よ
う
と
も
し
な
い
。 

語
り
手
は
、
大
殿
の
贅
沢
に
つ
い
て
良
か
ら
ぬ
噂
を
述
べ
て
は
打
ち

消
し
、
色
好
み
の
噂
を
根
も
葉
も
な
い
と
否
定
も
す
る
が
、
主
に
伝
え

る
噂
は
大
殿
の
良
秀
の
娘
へ
の
執
心
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
も
牽
強

付
会
と
切
り
捨
て
、
分
か
り
す
ぎ
て
い
る
ほ
ど
分
か
っ
て
い
た
は
ず
の

襲
撃
者
の
正
体
を
、
自
分
の
生
得
の
愚
か
さ
と
気
咎
め
を
理
由
に
明
か

さ
な
い
。 

こ
の
伝
え
て
は
打
ち
消
す
仕
草
は
意
図
的
な
も
の
で
あ
る
と
芥
川

自
身
が
認
め
て
い
る
。
こ
の
語
り
の
く
ど
く
ど
し
さ
は
、『
地
獄
変
』
初

出
直
後
に
、
中
谷
丁
蔵
（
小
島
政
二
郎
）
に
批
判
さ
れ
、
芥
川
は
そ
れ

に
応
え
て
い
る
。
中
谷
丁
蔵
は
こ
う
批
判
す
る
。 

（
説
明
癖
に
よ
っ
て
）
書
か
な
く
と
も
ち
ゃ
ん
と
分
か
っ
て
い
る

説
明
を
く
ど
く
ど
と
繰
り
返
し
て
い
る
（
中
略
）
幾
ら
ナ
レ
イ
シ
ョ

ン
の
体
を
取
っ
た
に
し
て
も
、
こ
の
欠
点
は
避
け
れ
ば
避
け
得
べ
き

欠
点
だ
っ
た
と
思
う
。
つ
ま
り
事
実
だ
け
を
並
べ
て
お
い
て
跡
は
プ

ツ
リ
と
切
っ
て
し
ま
え
ば
い
い
の
で
あ
る
３
３

。 

こ
れ
に
対
し
て
芥
川
は
、
小
島
政
二
郎
に
あ
て
た
は
が
き
の
中
で
こ
う

説
明
す
る
。 

あ
の
ナ
レ
エ
シ
ョ
ン
で
は
二
つ
の
説
明
が
互
に
か
ら
み
合
っ
て

い
て
、
そ
れ
が
表
と
裏
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
一
つ
は
日
向

の
説
明
で
そ
れ
は
あ
な
た
が
例
に
上
げ
た
多
く
で
す
。
も
う
一
つ
は

陰
の
説
明
で
そ
れ
は
大
殿
と
良
秀
の
娘
と
の
間
の
関
係
を
否
定
し

て
行
く
（
そ
の
実
そ
れ
を
肯
定
し
て
ゆ
く
）
説
明
で
す
。
こ
の
二
つ

の
説
明
は
あ
の
ナ
レ
エ
シ
ョ
ン
を
組
み
上
げ
る
上
に
於
て
お
互
い

に
ア
ク
テ
ュ
エ
エ
ト
し
合
う
性
質
の
も
の
だ
か
ら
ど
っ
ち
も
抜
き

差
し
が
つ
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
諄
諄
し
い
が
あ
あ
云
う
事
に
な
っ
た

の
で
す
３
４

。 

こ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
は
評
者
の
興
味
を
引
い
て
い
る
。
浅
野

洋
は
、
物
語
の
結
末
を
知
っ
て
い
る
語
り
手
は
、
読
者
の
未
知
を
見
下

ろ
す
と
い
う
優
位
な
立
場
を
保
つ
た
め
に
、
物
語
の
本
質
と
は
無
縁
な

修
辞
的
レ
ベ
ル
の
問
題
に
血
道
を
あ
げ
て
い
る
の
だ
と
考
え
、
語
り
手

の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
く
ど
く
ど
し
い
の
は
、
語
り
手
が
「
作
者
の
思
量

以
上
に
拡
が
り
よ
う
も
な
い
物
語
を
無
理
に
も

、
、
、
、
引
き
延
ば
そ
う
と
し
、

一
方
で
そ
の
下
心
を
見
破
ら
れ
ま
い
と
し
て
修
辞
的
努
力
を
重
ね
、
悪
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戦
苦
闘
し
た
結
果
」
だ
と
言
う
。
そ
し
て
浅
野
は
、『
地
獄
変
』
に
「
語

り
の
修
辞
的
技
巧
に
腐
心
す
る
文
章
家
の
熱
意
」
は
見
る
が
、「
自
己
の

文
学
上
の
問
題
を
重
ね
て
〈
芸
術
至
上
主
義
〉
の
形
象
化
に
苦
心
す
る

作
家
精
神
は
見
出
だ
せ
な
い
」
と
す
る
３
５

。
竹
盛
天
雄
は
「
こ
の
語
り

手
は
う
わ
べ
の
慇
懃
と
は
、
別
の
も
の
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
老
獪
な

存
在
だ
」
３
６

と
認
め
る
が
、「
『
地
獄
変
』
が
語
り
手
の
た
め
に
損
害
を

蒙
っ
た
点
が
あ
」
り
、「
読
者
と
し
て
は
、
こ
こ
ら
で
語
り
手
不
信
任
の

声
を
発
し
て
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
ま
で
言
う
。
杉
本
優
は
「
語
り

手
が
二
十
章
で
提
供
す
る
世
間
、
世
俗
の
理
解
に
回
収
さ
れ
た
芸
術
、

芸
術
家
像
を
読
者
は
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ

う
」
と
、「
語
り
手
の
言
説
の
偏
向
」
３
７

を
指
摘
す
る
。
さ
き
に
引
い
た

桑
原
佳
代
は
、
語
り
手
が
直
接
見
聞
し
て
い
な
い
画
室
の
様
子
は
弟
子

の
視
点
に
頼
っ
て
い
る
こ
と
、
と
こ
ろ
が
そ
の
弟
子
が
縛
ら
れ
た
様
子

を
さ
ら
に
第
三
者
の
視
点
で
報
告
し
て
い
る
こ
と
の
矛
盾
に
着
目
す
る
。

こ
こ
で
破
綻
し
た
一
人
称
は
、「
説
明
癖
を
封
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」
は

ず
が
、「
芥
川
が
良
秀
の
芸
術
へ
の
異
常
な
夢
中
に
な
り
方
を
強
調
し
よ

う
と
作
品
の
世
界
へ
顔
を
出
し
、
一
人
称
の
法
則
を
壊
し
た
の
だ
ろ
う
」

３
８

と
す
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
に
つ
い
て
論
じ
る
評
者
は
多
い
。
い
ず
れ
も

語
り
手
の
修
辞
に
注
目
し
、
語
り
手
の
性
格
や
さ
ら
に
作
者
芥
川
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
る
。
だ
が
い
ず
れ
も
、
語
り
手
が
伝
え
つ
つ
打
ち
消

し
そ
の
実
肯
定
し
た
噂
、
語
り
の
「
表
と
裏
」
あ
る
い
は
「
日
向
と
陰
」

の
ど
ち
ら
を
作
品
世
界
の
中
で
の
真
と
見
な
す
か
に
つ
い
て
は
興
味
が

な
い
よ
う
で
、
作
品
世
界
内
の
真
が
何
か
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。

語
り
手
の
反
語
的
な
修
辞
に
注
目
す
る
の
な
ら
ば
、
何
を
真
と
し
て
提

示
す
る
た
め
に
そ
の
反
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
論
じ
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

芥
川
自
身
が
、
語
り
手
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
大
殿
と
良
秀
の
娘
と

の
間
の
関
係
を
否
定
し
そ
の
実
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
く
、
と
認
め
て
い

る
の
だ
か
ら
、
語
り
手
の
否
定
は
肯
定
と
し
て
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。
語

り
手
は
大
殿
に
つ
い
て
の
噂
を
真
と
し
て
伝
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大

殿
は
自
分
ば
か
り
の
栄
耀
栄
華
を
追
い
求
め
、
色
好
み
で
、
絵
師
風
情

の
娘
に
想
い
を
か
け
、
親
の
不
承
知
も
構
わ
ず
召
し
上
げ
る
の
で
あ
り
、

娘
は
御
意
に
従
わ
せ
よ
う
と
い
う
圧
力
に
気
鬱
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ

り
、
娘
を
手
ご
め
に
も
し
よ
う
と
し
た
者
が
誰
か
は
語
り
手
に
は
分
か

り
す
ぎ
る
ほ
ど
分
か
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
大
殿
は
屏
風
絵
を
描
く
参
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考
に
し
た
い
と
い
う
希
望
を
口
実
に
親
の
前
で
焼
き
殺
し
て
し
ま
う
。

こ
れ
ら
が
反
語
を
伴
っ
て
真
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
。 

語
り
手
は
他
に
も
横
川
の
僧
都
や
妹
君
の
死
に
つ
い
て
、
噂
を
打
ち

消
し
つ
つ
伝
え
て
い
る
。
僧
都
が
良
秀
を
嫌
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、

「
こ
れ
は
良
秀
が
僧
都
様
の
御
行
状
を
戯
画
に
描
い
た
か
ら
だ
な
ど
と

申
し
ま
す
が
、
何
分
下
ざ
ま
の
噂
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
確
に
左
様
と

は
申
さ
れ
ま
す
ま
い
」（
三
）
と
す
る
。
僧
都
が
そ
う
い
っ
た
理
由
で
良

秀
を
嫌
っ
て
い
た
の
は
噂
だ
け
で
は
な
い
と
す
る
と
、「
一
芸
一
能
に
秀

で
よ
う
と
も
、
人
と
し
て
五
常
を
弁
え
」
ぬ
と
言
う
僧
都
の
良
秀
評
も
、

素
直
に
は
受
け
取
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
妹
君
の
死
に
つ
い
て
「
こ

こ
で
御
歿
く
な
り
に
な
っ
た
妹
君
の
御
身
の
上
に
も
、
と
か
く
の
噂
」

は
荒
れ
果
て
て
ひ
と
気
の
な
い
様
子
を
見
た
も
の
の
当
推
量
（
一
六
）

だ
と
言
う
の
だ
が
、
こ
れ
は
雪
解
の
御
所
と
い
う
舞
台
の
不
気
味
さ
を

増
す
だ
け
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
噂
な
ど
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
妹
君
の

死
亡
に
つ
い
て
の
噂
は
、
当
推
量
で
は
な
く
真
実
な
の
だ
ろ
う
。 

横
川
の
僧
都
と
妹
君
に
関
す
る
二
つ
の
例
を
除
け
ば
、
語
り
手
が
伝

え
つ
つ
打
ち
消
す
噂
や
評
判
は
大
殿
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
。
わ
ざ
わ

ざ
否
定
の
身
振
り
で
真
と
し
て
明
か
さ
れ
て
い
く
の
が
大
殿
の
評
判
な

の
で
あ
る
。『
地
獄
変
』
で
、
わ
れ
わ
れ
が
注
目
す
べ
き
は
、
良
秀
で
は

な
く
大
殿
だ
ろ
う
。
以
下
、
語
り
手
が
否
定
し
つ
つ
垣
間
見
せ
る
大
殿

の
実
相
を
見
て
み
よ
う
。 

 

大
殿 

語
り
手
は
大
殿
を
例
え
る
の
に
始
皇
帝
や
煬
帝
の
名
を
引
く
。
こ
の

二
人
の
皇
帝
を
引
く
の
は
、
権
勢
の
大
き
さ
の
例
え
と
し
て
だ
け
だ
ろ

う
か
３
９

。
語
り
手
は
大
殿
の
邸
の
壮
大
さ
豪
放
さ
を
例
え
る
の
に
始
皇

帝
と
煬
帝
の
名
を
上
げ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
二
人
の
皇
帝
が
そ
れ
ぞ
れ

に
名
を
残
し
た
建
造
物
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
大
殿

の
性
行
を
始
皇
帝
や
煬
帝
と
比
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
二
人
の
皇
帝
の

性
行
に
つ
い
て
の
評
判
も
想
起
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
始
皇
帝
に
は
阿

房
宮
、
煬
帝
に
は
迷
楼
と
、
そ
れ
ぞ
れ
豪
勢
さ
と
淫
楽
を
思
わ
せ
る
建

造
物
が
あ
る
。 

阿
房
宮
と
は
、「
中
国
、
秦
の
始
皇
帝
が
渭
水
（
い
す
い
）
の
南
、
長

安
の
西
北
の
阿
房
に
建
て
た
宮
殿
。
始
皇
帝
は
こ
こ
に
宮
女
三
千
人
を

置
き
、
日
夜
遊
楽
に
ふ
け
っ
た
」
宮
殿
だ
と
言
う
。
ま
た
江
戸
吉
原
の

例
え
と
し
て
「
阿
房
宮
が
美
女
三
千
人
を
入
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
）
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遊
女
三
千
を
数
え
た
江
戸
吉
原
を
た
と
え
た
」
４
０

と
も
い
う
。 

隋
の
煬
帝
に
も
迷
楼
と
い
う
建
造
物
が
あ
る
。
迷
楼
に
つ
い
て
は
、

菅
原
尚
樹
に
よ
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
唐
の

白
居
易
の
「
隋
堤
柳
」
に
迷
楼
の
名
が
見
え
「
柳
色
煙
の
ご
と
く
絮
雪

の
如
し
、
南
し
て
江
都
に
幸
し
佚
遊
を
恣
に
す
」
と
あ
る
。
唐
の
羅
隠

の
「
迷
楼
賦
」
に
よ
っ
て
唐
代
以
降
、
煬
帝
が
女
色
に
迷
っ
た
場
所
だ

と
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
。
他
に
迷
楼
に
取
材
す
る
も
の
と
し
て
は
、
唐

か
ら
五
代
の
韋
荘
の
「
河
伝
」
、
南
宋
の
李
綱
の
「
迷
楼
賦
」
、
元
の
宋

無
の
「
揚
州
」
、
明
の
高
啓
の
「
隋
宮
」
な
ど
が
あ
る
、
と
言
う
。
迷
楼

に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
詩
作
か
ら
、
唐
代
以
降
、
煬
帝
が
女
色
に
迷
っ

た
場
所
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
く
、
と
言
う
４
１

。 

菅
原
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
ほ
か
に
、
宋
代
の
伝
奇
小
説
『
迷
楼
記
』

が
あ
る
。
『
迷
楼
記
』
の
中
に
以
下
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。 

大
夫
何
稠
と
い
う
も
の
が
御
童
女
車
と
い
う
車
を
迷
楼
へ
献
上

し
た
。
車
の
構
造
は
鳳
輦
な
ど
の
よ
う
な
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。

低
く
小
さ
く
、
僅
か
に
一
人
を
容
れ
る
く
ら
い
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、

内
部
に
仕
掛
が
あ
っ
て
、
そ
の
機
械
に
手
足
を
抑
え
ら
れ
る
と
、
身

躯
を
少
し
も
動
か
せ
ぬ
よ
う
に
出
来
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
帝
は
早

速
後
宮
の
処
女
と
同
乗
を
試
み
、
大
い
に
悦
に
入
っ
た
４
２

。 

燃
え
上
が
る
檳
榔
毛
の
車
は
罪
人
を
地
獄
に
運
ぶ
火
車
４
３

で
あ
る
。
だ

が
、
芥
川
が
『
迷
楼
記
』
を
知
っ
て
い
た
４
４

こ
と
を
思
う
と
、
檳
榔
毛

の
車
の
中
に
鎖
に
か
け
ら
れ
た
娘
は
、『
迷
楼
記
』
の
車
の
中
の
機
械
で

抑
え
つ
け
ら
れ
た
少
女
に
触
発
さ
れ
た
の
で
は
、
と
想
像
し
た
く
な
る
。

そ
う
す
る
と
燃
え
上
が
る
檳
榔
毛
の
車
は
、
仏
教
の
火
車
と
は
か
な
り

違
っ
た
も
の
に
見
え
て
く
る
よ
う
だ
。 

大
殿
を
始
皇
帝
や
煬
帝
に
例
え
る
の
は
、
権
勢
の
大
き
さ
の
た
め
だ

け
で
は
な
く
、
邸
の
壮
大
さ
豪
放
さ
を
例
え
る
た
め
だ
け
で
も
な
く
、

宮
殿
で
女
色
に
耽
っ
た
と
い
う
評
判
も
想
起
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

 

嗜
虐
と
男
色
と
人
肉
食 

大
殿
の
評
判
は
女
色
に
加
え
暴
力
を
伴
っ
て
い
る
。
放
れ
た
牛
に
か

け
ら
れ
む
し
ろ
あ
り
が
た
が
っ
た
老
人
、
橋
柱
に
立
て
ら
れ
る
寵
愛
さ

れ
て
い
た
は
ず
の
童
、
腿
の
腫
れ
物
を
切
り
取
ら
せ
る
大
殿
自
身
が
そ

の
例
で
あ
る
。
牛
に
か
け
ら
れ
怪
我
を
さ
せ
ら
れ
て
も
そ
れ
を
あ
り
が



大殿の欲望を可視化する良秀と「私」 ―芥川龍之介の『地獄変』― 93  

た
が
る
老
人
の
姿
は
、
檳
榔
毛
の
車
ご
と
娘
を
焼
き
殺
さ
れ
る
良
秀
の

予
型
で
も
あ
ろ
う
。
牛
は
た
ま
さ
か
に
放
れ
た
の
で
は
な
く
、
意
図
的

に
放
た
れ
た
と
疑
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
生
き
た
ま
ま
橋
柱
に
立
て

ら
れ
た
に
違
い
な
い
童
は
、
生
き
た
ま
ま
車
ご
と
焼
き
殺
さ
れ
た
良
秀

の
娘
の
予
型
で
も
あ
ろ
う
。
腿
の
腫
れ
物
を
切
り
取
ら
せ
る
こ
と
は
、

華
陀
の
名
前
か
ら
『
三
国
志
演
義
』
第
七
十
五
話
の
関
羽
を
想
像
さ
せ
、

大
殿
の
豪
放
さ
を
例
え
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
。
だ
が
、
寵
愛
の
童
や

良
秀
の
娘
な
ど
、
自
分
に
と
っ
て
貴
重
な
も
の
を
壊
す
衝
動
を
持
つ
大

殿
で
あ
る
。
暴
力
嗜
好
が
向
き
を
変
え
て
自
傷
に
至
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
大
殿
の
暴
力
性
は
、
弱
者
を
い
た
ぶ
る
と
い
う
意
味
で
加
虐
的

だ
が
、
大
事
に
し
て
い
る
も
の
を
毀
損
し
、
自
ら
を
傷
つ
け
る
こ
と
に

至
る
と
す
れ
ば
被
虐
的
な
方
向
も
向
い
て
い
る
よ
う
だ
。 

大
殿
の
色
好
み
は
女
色
に
と
ど
ま
ら
ず
男
色
に
及
ん
で
い
る
。
異
性

に
不
自
由
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
大
殿
だ
が
、
少
年
愛
に
も
親
し
ん
で

い
た
よ
う
で
あ
る
。
寵
愛
の
童
を
モ
デ
ル
に
、
良
秀
に
稚
児
文
殊
を
描

か
せ
て
い
る
。
そ
ば
に
仕
え
た
侍
童
を
寵
愛
し
稚
児
文
殊
に
描
か
せ
た

と
な
れ
ば
男
色
を
想
像
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
稚
児
文
殊
と
は
「
稚
児
若

衆
で
あ
る
文
殊
菩
薩
。(

「
文
殊
」
は
「
文
殊
師
利
」
の
略
、「
師
利
」
を

尻
に
通
わ
せ
て
男
色
の
意
と
し
、
男
色
の
道
が
文
殊
に
始
ま
る
と
し
た

と
こ
ろ
か
ら)

」
４
５

と
言
う
。
長
良
の
橋
柱
に
立
て
ら
れ
た
寵
童
と
稚
児

文
殊
に
描
か
れ
た
寵
童
と
は
同
一
人
物
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

姿
を
写
し
取
る
ほ
ど
寵
愛
す
る
こ
と
と
寵
愛
の
果
て
に
暴
力
的
に
破
壊

す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
大
殿
に
お
い
て
は
一
連
の
、
あ
る
い
は
少
な
く

と
も
並
立
す
る
好
み
な
の
だ
ろ
う
。
大
殿
に
は
美
し
さ
が
毀
損
さ
れ
る

姿
へ
の
嗜
好
が
あ
る
よ
う
だ
。 

大
殿
の
性
癖
は
人
肉
食
に
も
及
ん
で
い
る
ら
し
い
。
檳
榔
毛
の
車
を

焼
く
場
に
は
「
先
年
陸
奥
の
戦
い
に
餓
え
て
人
の
肉
を
食
」
っ
た
強
力

の
侍
が
控
え
て
い
る
。
大
殿
自
身
に
人
肉
食
の
経
験
は
あ
る
ま
い
が
、

人
肉
食
の
経
験
者
を
あ
え
て
側
に
侍
ら
せ
て
い
る
。
し
か
し
大
殿
が
稚

児
を
寵
愛
し
、
橋
柱
に
立
て
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
経
験
も
あ
る
こ
と
も

考
え
る
と
、
『
雨
月
物
語
』
の
「
青
頭
巾
」
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
。

「
青
頭
巾
」
で
は
、
篤
学
だ
っ
た
僧
が
秀
麗
な
童
に
迷
い
長
年
の
修
行

を
怠
る
。
童
が
病
で
亡
く
な
る
と
、
葬
り
も
せ
ず
腐
敗
し
た
肉
を
食
べ

て
し
ま
い
、
墓
を
あ
ば
い
て
死
体
を
食
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
４
６

。

大
殿
が
寵
愛
の
童
を
橋
柱
に
立
た
せ
た
逸
話
は
、
下
々
の
こ
と
を
考
え

て
貴
重
な
も
の
を
犠
牲
に
す
る
権
力
者
の
器
量
４
７

を
あ
ら
わ
し
て
い
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る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
童
を
寵
愛
し
た
末
に
橋
柱
に
立
て
る
、

ま
た
人
肉
食
の
経
験
が
あ
る
侍
を
召
し
抱
え
る
、
と
並
べ
て
み
る
と
、

青
頭
巾
の
僧
と
同
じ
よ
う
な
性
行
を
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。 

 

小
児
性
愛
と
近
親
姦 

大
殿
に
は
少
女
へ
の
傾
倒
に
つ
い
て
も
前
科
が
あ
る
よ
う
だ
。
檳
榔

毛
の
車
を
焼
く
舞
台
と
な
っ
た
雪
解
の
御
所
に
は
因
縁
話
が
あ
る
。「
こ

こ
で
御
歿
く
な
り
に
な
っ
た
妹
君
の
御
身
の
上
に
も
、
と
か
く
の
噂
が

立
」
っ
た
と
言
う
。
こ
の
噂
の
信
用
性
を
語
り
手
は
「
当
推
量
で
ご
ざ

い
ま
し
ょ
う
」
と
否
定
す
る
。
だ
が
語
り
手
の
否
定
は
身
振
り
で
し
か

な
く
、
否
定
の
身
振
り
は
も
っ
ぱ
ら
大
殿
に
か
か
わ
る
事
柄
に
つ
い
て

で
あ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
妹
君
の
身
の

上
に
つ
い
て
の
噂
に
も
大
殿
が
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
、
と
想
像
す
る
。

芥
川
が
、
語
り
手
に
わ
ざ
わ
ざ
あ
や
し
げ
な
噂
を
ほ
の
め
か
し
否
定
さ

せ
て
い
る
の
は
、
読
者
が
噂
に
つ
い
て
憶
測
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
の

こ
と
だ
ろ
う
。
大
殿
の
少
女
嗜
好
と
若
く
亡
く
な
っ
た
妹
君
、
そ
の
死

を
き
っ
か
け
に
放
棄
さ
れ
た
と
も
想
像
さ
れ
る
山
荘
。
こ
れ
ら
の
要
素

か
ら
は
、
大
殿
の
若
い
妹
君
へ
の
情
欲
と
近
親
姦
ま
た
は
暴
行
、
そ
の

結
果
と
し
て
の
妹
君
の
自
死
あ
る
い
は
大
殿
に
よ
る
殺
害
、
の
よ
う
な

お
ぞ
ま
し
い
噂
を
想
像
し
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
。 

噂
の
内
容
は
語
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
は
妄
想
で

し
か
な
い
。
し
か
し
亡
く
な
っ
た
妹
君
と
、
こ
れ
か
ら
殺
さ
れ
る
良
秀

の
娘
に
つ
な
が
り
は
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
妹
君
は
袴
の
緋
の
色
で
認
識

さ
れ
る
と
い
う
。
袴
の
緋
色
は
、
良
秀
の
娘
が
孝
行
の
褒
美
に
賜
っ
た

袙
の
紅
色
と
つ
な
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
か
つ
て
死
に
追
い
や
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
若
い
妹
の
緋
袴
へ
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
記
憶
か
ら
、

大
殿
は
良
秀
の
娘
に
紅
の
袙
を
身
に
付
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
だ
ろ
う
か
。 

良
秀
の
娘
と
妹
君
を
結
び
つ
け
る
色
は
緋
や
紅
だ
け
で
は
な
い
。
白

さ
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
娘
は
「
元
来
愁
顔
の
、
色
の
白
い
、
つ
つ
ま

し
や
か
な
女
」
で
あ
る
。
妹
君
に
つ
い
て
肌
の
白
さ
は
語
ら
れ
な
い
が
、

「
雪
解
の
御
所
」
と
い
う
名
前
は
妹
君
に
も
白
い
属
性
を
付
け
加
え
て

い
な
い
か
。
大
殿
は
雪
解
の
御
所
で
焼
く
檳
榔
毛
の
車
に
閉
じ
込
め
ら

れ
る
女
房
の
肌
の
白
さ
を
「
雪
の
よ
う
な
肌
」
と
雪
の
白
さ
で
例
え
る
。 

 
白
い
肌
と
黒
い
髪 

燃
え
上
が
る
檳
榔
毛
の
車
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
女
房
の
肌
の
白
さ
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は
三
度
、
描
写
さ
れ
る
。
登
場
順
に
並
べ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
語
り
手

が
屏
風
絵
の
様
子
を
伝
え
る
。「
綺
羅
び
や
か
に
装
つ
た
女
房
が
、
丈
の

黒
髪
を
炎
の
中
に
な
び
か
せ
て
、
白
い
頸
を
反
ら
せ
な
が
ら
、
悶
え
苦

し
ん
で
」（
六
）
い
る
。
二
度
目
は
、
雪
解
の
御
所
で
車
を
焼
く
手
配
を

済
ま
せ
た
大
殿
が
、「
雪
の
よ
う
な
肌
が
燃
え
爛
れ
る
の
を
見
の
が
す
な
。

黒
髪
が
火
の
粉
に
な
っ
て
、
舞
い
上
る
さ
ま
も
よ
う
見
て
置
け
」（
十
七
）

と
良
秀
に
命
じ
る
。
三
度
目
は
、
語
り
手
が
現
に
燃
え
上
が
る
車
の
様

子
を
「
あ
の
煙
に
咽
ん
で
仰
向
け
た
顔
の
白
さ
、
焔
を
掃
っ
て
ふ
り
乱

れ
た
髪
の
長
さ
、
そ
れ
か
ら
又
見
る
間
に
火
と
変
っ
て
行
く
、
桜
の
唐

衣
の
美
し
さ
」（
十
八
）
と
伝
え
る
。
娘
の
焚
死
の
場
面
は
、
白
さ
と
黒

さ
を
強
調
し
な
が
ら
美
し
い
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
る
。
肌
の
白
さ
と

髪
の
黒
さ
と
い
う
要
素
が
、
作
品
の
時
間
の
流
れ
の
中
で
現
れ
る
順
序

は
異
な
る
。
ま
ず
「
雪
の
よ
う
な
肌
」
と
「
黒
髪
」
を
描
く
よ
う
に
良

秀
に
命
じ
る
の
は
大
殿
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
語
り
手
が
「
顔
の
白
さ
」

と
「
髪
の
長
さ
」
を
伝
え
る
。
最
後
に
良
秀
が
、
屏
風
絵
の
中
に
「
丈

の
黒
髪
」
と
「
白
い
頸
」
を
描
く
。
白
い
肌
と
黒
髪
は
大
殿
の
注
文
で

あ
る
。 

そ
も
そ
も
良
秀
は
大
殿
に
庇
護
さ
れ
た
絵
師
で
あ
る
。
気
位
は
高
く

と
も
職
人
で
あ
る
。
大
殿
が
稚
児
文
殊
の
絵
を
命
じ
、
自
家
用
に
地
獄

変
の
屏
風
の
制
作
を
命
じ
る
。
地
獄
変
の
屏
風
の
制
作
は
良
秀
の
自
発

的
な
も
の
で
は
な
い
。
作
品
は
パ
ト
ロ
ン
の
注
文
が
あ
っ
て
初
め
て
着

手
さ
れ
、
実
現
す
る
４
８

。
良
秀
は
自
発
的
に
自
由
に
画
題
を
選
ん
で
描

く
の
で
は
な
い
。
良
秀
を
庇
護
す
る
パ
ト
ロ
ン
で
あ
る
大
殿
は
、
良
秀

の
美
意
識
と
技
量
を
十
分
に
心
得
た
上
で
注
文
す
る
。
大
殿
は
絵
師
の

趣
向
に
一
任
す
る
の
で
は
な
く
、
絵
の
要
素
に
も
嘴
を
入
れ
る
。「
雪
の

よ
う
な
肌
」
と
「
黒
髪
」
を
描
く
こ
と
は
大
殿
の
要
求
で
あ
る
。
大
殿

は
寵
童
を
描
か
せ
、
寵
童
を
橋
柱
に
立
て
た
経
験
が
あ
る
。
手
ご
め
に

し
か
け
た
娘
を
焼
き
殺
し
、
父
親
に
娘
の
死
を
描
か
せ
る
。
大
殿
は
美

し
い
も
の
を
毀
損
す
る
嗜
好
を
持
っ
て
い
る
。
大
殿
は
良
秀
を
「
そ
の

方
は
と
か
く
醜
い
も
の
が
好
き
と
見
え
る
」
と
評
し
て
言
う
。
良
秀
も

「
醜
い
も
の
の
美
し
さ
」
を
理
解
し
て
い
る
と
応
じ
て
い
る
。
美
し
い

も
の
を
毀
損
す
る
こ
と
を
醜
い
と
呼
ぶ
と
す
る
と
、
大
殿
も
醜
い
も
の

を
好
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
い
や
む
し
ろ
大
殿
こ
そ
、「
醜
い
も
の
の
美

し
さ
」
の
可
視
化
を
良
秀
に
命
じ
て
い
る
。 

 

誰
が
見
る
か 



田 島  俊 郎 96

良
秀
が
醜
い
も
の
を
描
く
の
は
、
良
秀
自
身
の
発
案
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
。
大
殿
の
「
醜
い
も
の
の
美
し
さ
」
へ
の
嗜
好
を
可
視
化
す
る

こ
と
が
、
良
秀
の
役
割
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
娘
の
焚
死
を
「
美
し
い
」

と
伝
え
て
い
る
の
は
誰
か
。 

白
い
肌
と
黒
い
髪
は
三
度
語
ら
れ
る
。
大
殿
が
指
示
し
、
良
秀
が
描

い
た
屏
風
絵
が
描
写
さ
れ
、
焚
死
の
現
場
を
語
り
手
の
「
私
」
が
語
る
。

現
場
に
立
ち
会
っ
た
「
私
」
は
語
り
手
と
し
て
、
良
秀
に
よ
っ
て
描
か

れ
る
前
に
焚
死
の
様
子
を
描
写
す
る
。「
あ
の
煙
に
咽
ん
で
仰
向
け
た
顔

の
白
さ
、
焔
を
掃
っ
て
ふ
り
乱
れ
た
髪
の
長
さ
、
そ
れ
か
ら
又
見
る
間

に
火
と
変
っ
て
行
く
、
桜
の
唐
衣
の
美
し
さ
」
（
十
八
）
。
白
い
肌
と
黒

い
髪
を
注
文
す
る
の
は
大
殿
だ
が
、
焼
け
死
ん
で
い
く
娘
の
様
子
を
「
美

し
さ
」
と
名
付
け
る
の
は
語
り
手
の
「
私
」
で
あ
る
。 

檳
榔
毛
の
車
が
焼
か
れ
る
場
面
を
語
る
語
彙
は
、
凄
惨
さ
よ
り
も
美

し
さ
や
賛
嘆
と
歓
喜
を
語
る
そ
れ
で
あ
る
。
白
い
肌
と
黒
髪
、
桜
の
唐

衣
に
続
い
て
、
猿
ぐ
つ
わ
に
、
縛
め
に
身
悶
え
す
る
姿
に
、「
私
」
は
身

の
毛
を
よ
だ
た
せ
る
。
さ
ら
に
良
秀
の
様
子
を
「
云
い
よ
う
の
な
い
輝

き
」
、
「
恍
惚
と
し
た
法
悦
の
輝
き
」
と
描
写
す
る
。
そ
の
表
情
を
「
美

し
い
火
焔
と
、
そ
の
中
に
苦
し
む
女
人
の
姿
と
が
、
限
り
な
く
心
を
悦

ば
せ
」
、
「
断
末
魔
を
嬉
し
そ
う
に
眺
め
」
て
い
る
、
と
描
写
す
る
。
さ

ら
に
、
良
秀
に
「
厳
か
さ
」
を
感
じ
、「
頭
の
上
に
、
円
光
の
如
く
懸
か

っ
て
い
る
、
不
思
議
な
威
厳
」
を
見
て
い
る
。
良
秀
の
感
情
を
忖
度
す

る
だ
け
で
は
な
い
。「
私
」
自
身
も
「
身
の
内
も
震
え
る
ば
か
り
、
異
様

な
随
喜
の
心
に
充
ち
満
ち
て
、
ま
る
で
開
眼
の
仏
で
も
見
る
よ
う
」
と

告
白
す
る
。
「
何
と
云
う
荘
厳
、
何
と
云
う
歓
喜
」
と
感
嘆
す
る
の
は
、

娘
の
死
に
立
ち
会
う
良
秀
の
心
中
を
推
し
量
っ
て
荘
厳
と
形
容
す
る
だ

け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
恍
惚
」
、「
法
悦
」
、「
女
人
」
、「
断
末
魔
」
、「
随

喜
」
、
「
開
眼
」
、
「
荘
厳
」
、
「
歓
喜
」
な
ど
は
仏
教
用
語
と
し
て
選
ば
れ

た
の
で
は
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
同
時
に
官
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
４
９

用
語
で
は
な
い
か
。
語
り
手
「
私
」
自
身
も
、
美
し
い
も
の
が
毀
損
さ

れ
て
い
く
「
醜
い
も
の
の
美
し
さ
」
を
目
の
当
た
り
に
し
、
歓
喜
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
美
し
い
も
の
を
破
壊
す
る
嗜
虐
、
醜
い
も
の
の
美
し

さ
、
に
つ
い
て
、
語
り
手
「
私
」
も
大
殿
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
で
見
、

ま
た
語
っ
て
い
る
。
良
秀
や
大
殿
と
等
し
く
、
語
り
手
「
私
」
も
「
醜

い
も
の
の
美
し
さ
」
を
理
解
し
て
い
る
。 

 

大
殿
と
同
じ
見
方
を
す
る
こ
と
を
、
語
り
手
は
こ
れ
よ
り
前
に
告
白
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し
て
い
る
。
襲
わ
れ
て
い
た
良
秀
の
娘
を
偶
然
に
救
け
た
時
、「
私
」
は

襲
撃
者
を
見
ず
に
、
娘
の
様
子
に
見
と
れ
て
し
ま
う
。 

そ
の
晩
の
あ
の
女
は
、
ま
る
で
人
間
が
違
っ
た
よ
う
に
、
生
々
と

私
の
眼
に
映
り
ま
し
た
。
眼
は
大
き
く
か
が
や
い
て
居
り
ま
す
。
頬

も
赤
く
燃
え
て
居
り
ま
し
た
ろ
う
。
そ
こ
へ
し
ど
け
な
く
乱
れ
た
袴

や
袿
が
、
何
時
も
の
幼
さ
と
は
打
っ
て
変
っ
た
艶
（
な
ま
め
か
）
し

さ
さ
え
も
添
え
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
実
際
あ
の
弱
々
し
い
、
何
事

に
も
控
え
目
勝
な
良
秀
の
娘
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
―
私
は
遣
戸

に
身
を
支
え
て
、
こ
の
月
明
か
り
の
中
に
い
る
美
し
い
娘
を
眺
め
な

が
ら
、
慌
し
く
遠
の
い
て
行
く
も
う
一
人
の
足
音
を
、
指
さ
せ
る
も

の
の
よ
う
に
指
さ
し
て
、
誰
で
す
と
静
に
眼
で
尋
ね
ま
し
た
。 

襲
撃
者
に
つ
い
て
は
「
生
得
愚
か
」
と
口
を
つ
ぐ
む
語
り
手
だ
が
、

娘
に
つ
い
て
は
饒
舌
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
娘
」
と
呼
ん
で
い
た
の
を

思
わ
ず
「
あ
の
女
」
と
呼
び
、「
眼
は
大
き
く
か
が
や
い
て
」
、「
頬
も
赤

く
燃
え
て
」
、
袴
や
袿
は
「
し
ど
け
な
く
乱
れ
」
、「
幼
さ
と
打
っ
て
変
わ

っ
た
艶
め
か
し
さ
」
、「
月
明
か
り
の
中
に
い
る
美
し
い
娘
」
、
と
、
手
ご

め
に
さ
れ
か
け
た
被
害
者
を
描
写
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
は
思
え
な

い
語
彙
で
語
り
、
さ
ら
に
眼
で
尋
ね
、
黙
っ
て
噛
み
し
め
る
唇
を
見
、

耳
に
口
を
つ
け
よ
う
と
し
、
胸
の
動
悸
に
耳
を
澄
ま
せ
て
し
ま
う
。「
私
」

は
こ
の
時
、
救
援
者
と
し
て
で
は
な
く
、
十
五
歳
の
少
女
を
手
ご
め
に

し
よ
う
と
し
た
襲
撃
者
と
同
じ
目
で
娘
を
見
て
い
る
。
そ
れ
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
「
自
分
な
が
ら
、
何
か
見
て
は
な
ら
な
い
も
の
を
見
た
よ
う
な
、

不
安
な
心
も
ち
に
脅
さ
れ
て
、
誰
に
と
も
な
く
恥
し
い
思
い
」
を
抱
く

こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
襲
わ
れ
た
少
女
の
艶
め
か
し
さ
は
「
何
か

見
て
は
な
ら
な
い
も
の
」
だ
ろ
う
。
自
分
の
視
線
が
襲
撃
者
と
重
な
っ

た
か
ら
こ
そ
「
恥
し
い
思
い
」
を
抱
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
私
」

は
大
殿
と
視
線
を
共
有
し
て
い
る
。 

良
秀
が
描
く
「
醜
い
も
の
の
美
し
さ
」
は
、
大
殿
が
見
た
い
も
の
で

あ
る
。
大
殿
の
嗜
好
を
可
視
化
す
る
こ
と
が
、
良
秀
の
役
割
で
あ
る
。

語
り
手
の
「
私
」
も
、
良
秀
と
同
じ
よ
う
に
大
殿
の
嗜
好
の
理
解
者
で

あ
る
。「
私
」
は
、
屏
風
を
描
写
し
、
手
ご
め
に
さ
れ
か
け
た
娘
の
艶
め

か
し
さ
を
感
じ
、
悶
え
苦
し
む
女
人
の
姿
に
随
喜
を
感
じ
る
。「
私
」
が

「
醜
い
も
の
の
美
し
さ
」
を
語
る
の
は
大
殿
に
命
じ
ら
れ
た
か
ら
で
は

な
い
。
「
私
」
も
、
「
醜
い
も
の
の
美
し
さ
」
を
感
じ
る
感
性
を
持
っ
て

い
る
。「
私
」
は
屏
風
が
描
か
れ
る
前
に
、
檳
榔
毛
の
車
が
燃
え
上
が
る
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惨
た
ら
し
い
景
色
の
中
に
、
顔
の
白
さ
や
髪
の
長
さ
の
美
し
さ
を
見
出

し
て
い
る
。「
私
」
は
、
大
殿
と
同
じ
も
の
を
同
じ
視
点
で
見
、
大
殿
に

代
わ
っ
て
描
写
す
る
。
良
秀
の
絵
も
大
殿
の
欲
望
も
、
語
り
手
の
描
写

力
を
借
り
な
い
と
伝
え
ら
れ
な
い
。『
地
獄
変
』
と
は
、
大
殿
の
異
常
な

嗜
好
を
、
良
秀
が
図
像
化
す
る
物
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
殿
の
嗜
好

も
良
秀
の
絵
も
、
「
私
」
の
語
り
を
得
て
初
め
て
言
語
化
さ
れ
る
。 

 

喘
ぐ
大
殿 

良
秀
の
画
室
に
は
弟
子
た
ち
の
目
を
借
り
て
侵
入
し
、
大
殿
が
見
た

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
視
線
を
沿
わ
せ
と
も
に
眺
め
る
語
り
手
の
「
私
」

だ
が
、
大
殿
の
内
心
は
外
か
ら
眺
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
良
秀
が

恍
惚
と
し
た
法
悦
の
表
情
を
浮
か
べ
る
時
、
語
り
手
の
視
線
は
大
殿
に

向
か
い
、
大
殿
を
外
側
か
ら
観
察
す
る
。
大
殿
は
「
顔
の
色
も
青
ざ
め

て
、
口
元
に
泡
を
御
た
め
に
な
り
な
が
ら
、
紫
の
指
貫
の
膝
を
両
手
に

し
つ
か
り
御
つ
か
み
に
な
っ
て
、
丁
度
喉
の
渇
い
た
獣
の
よ
う
に
喘
」

い
で
い
る
。
こ
の
時
大
殿
は
何
を
見
て
い
た
の
か
、
何
に
興
奮
し
て
い

た
の
か
、
こ
の
興
奮
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
理
解
す
べ
き
な
の
か
。
わ
れ

わ
れ
は
最
初
の
問
に
戻
る
。 

 

大
殿
が
口
元
に
泡
を
た
め
る
の
は
こ
れ
が
唯
一
の
場
面
で
は
な
い
。

語
り
手
は
大
殿
が
同
じ
よ
う
に
口
に
泡
を
た
め
て
興
奮
す
る
様
子
を
す

で
に
目
撃
し
て
い
る
。
良
秀
が
檳
榔
毛
の
車
を
焼
く
こ
と
を
願
い
出
た

時
、
大
殿
の
「
口
の
端
に
は
白
く
泡
が
た
ま
っ
て
い
る
」
。 

こ
の
時
の
大
殿
の
興
奮
は
無
気
力
な
状
態
か
ら
徐
々
に
感
情
を
激

昂
さ
せ
て
行
っ
た
末
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
の
大
殿
の
感
情
の

高
ま
り
を
追
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
絵
が
完
成
に
近
い
こ
と
を
告
げ
ら

れ
た
大
殿
は
「
妙
に
力
の
無
い
、
張
合
の
抜
け
た
」
様
子
を
見
せ
る
。

だ
が
、
描
け
ぬ
所
が
あ
る
と
聞
か
さ
れ
て
嘲
る
よ
う
な
微
笑
を
浮
か
べ

る
。
さ
ら
に
、
罪
人
や
獄
卒
は
描
け
ぬ
こ
と
は
な
い
と
言
う
良
秀
に
苛

立
ち
を
見
せ
る
。
そ
し
て
、
燃
え
る
檳
榔
毛
の
車
と
悶
え
苦
し
む
上
臈

の
画
想
を
聞
か
さ
れ
る
と
「
妙
に
喜
ば
し
そ
う
な
御
景
色
」
に
な
る
。

し
ま
い
に
は
、
良
秀
の
「
も
し
出
来
ま
す
る
な
ら
ば
」
の
言
葉
に
、「
突

然
け
た
た
ま
し
く
御
笑
い
」
、「
口
の
端
に
は
白
く
泡
」
を
た
め
、「
眉
の

あ
た
り
に
は
び
く
び
く
と
電
が
起
こ
」
し
、
し
ま
い
に
は
「
何
か
が
爆

ぜ
た
よ
う
な
勢
い
で
、
止
め
度
な
く
喉
を
鳴
ら
し
て
」
笑
う
。 

最
初
の
大
殿
の
力
の
無
い
、
張
合
の
抜
け
た
様
子
は
、
嗜
虐
的
感
興
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を
刺
激
す
る
こ
と
な
く
絵
が
完
成
す
る
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
続
く
、
描
け
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
う
良
秀
に
、
ま
だ
期
待
で

き
そ
う
だ
、
と
心
を
取
り
直
し
た
の
か
。
さ
ら
に
、
悶
え
る
上
臈
と
い

う
嗜
虐
趣
味
を
刺
激
す
る
画
想
へ
の
期
待
に
笑
み
が
こ
ぼ
れ
た
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
車
を
焼
く
願
い
出
に
、
内
心
の
興
奮
を
抑
え
き
れ
ず
、
口

角
に
泡
を
た
め
、
眉
を
痙
攣
さ
せ
、
喉
を
鳴
ら
す
。 

と
こ
ろ
で
、「
火
を
か
け
て
頂
き
と
う
ご
ざ
い
ま
す
る
」
と
願
い
出
た

時
、
良
秀
は
生
身
の
人
間
を
焼
く
こ
と
ま
で
は
提
案
し
て
い
な
い
。
車

に
火
を
か
け
る
こ
と
を
求
め
て
は
い
る
が
、「
も
し
出
来
ま
す
る
な
ら
ば
」

と
ま
で
言
っ
た
瞬
間
に
、
大
殿
に
「
お
お
、
万
事
そ
の
方
が
申
す
通
り

に
致
し
て
遣
わ
そ
う
」
と
引
き
取
ら
れ
て
し
ま
う
。「
も
し
出
来
ま
す
る

な
ら
ば
」
の
あ
と
に
続
く
要
求
が
生
身
の
人
間
を
焼
く
こ
と
だ
っ
た
、

と
読
み
取
っ
て
し
ま
う
の
は
読
者
の
勝
手
な
思
い
込
み
で
し
か
な
い
。

時
に
は
注
に
よ
っ
て
５
０

そ
う
解
釈
す
る
よ
う
促
さ
れ
る
。
だ
が
、
良
秀

が
言
い
よ
ど
ん
だ
内
容
と
大
殿
が
察
し
た
内
容
が
一
致
し
て
い
た
と
い

う
保
証
は
な
い
。
吉
祥
天
を
傀
儡
か
ら
、
不
動
明
王
を
放
免
か
ら
、
稚

児
文
殊
を
童
か
ら
、
毒
竜
を
蛇
か
ら
、
怪
鳥
を
耳
木
菟
か
ら
、
よ
じ
り

不
動
の
火
焔
を
大
火
事
か
ら
造
形
す
る
こ
と
の
で
き
る
良
秀
で
あ
る
、

悶
え
る
上
臈
を
描
く
の
に
生
身
の
人
間
の
苦
悶
を
見
た
い
と
考
え
て
い

た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
確
か
な
の
は
、
生
身
の
人
間
を
焼
く
構
想
が

大
殿
に
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
悶
え
る
上
臈
を
実
見
す

る
こ
と
を
思
っ
て
、
大
殿
は
激
し
く
興
奮
し
て
い
る
。 

雪
解
の
御
所
で
娘
を
焼
き
殺
す
場
で
の
大
殿
の
興
奮
も
徐
々
に
高

ま
っ
て
い
く
。
鋭
く
良
秀
に
呼
び
か
け
、
車
に
火
を
か
け
る
と
予
告
す

る
。
さ
ら
に
苦
々
し
い
調
子
で
、「
雪
の
よ
う
な
肌
が
燃
え
爛
れ
る
の
を

見
の
が
す
な
。
黒
髪
が
火
の
粉
に
な
っ
て
、
舞
い
上
る
さ
ま
も
よ
う
見

て
置
け
」
と
命
じ
て
口
を
つ
ぐ
み
、
気
が
高
ぶ
っ
て
来
た
の
か
声
も
な

く
肩
を
揺
す
っ
て
笑
う
。
檳
榔
毛
の
車
に
火
が
か
け
ら
れ
る
と
、
語
り

手
や
強
力
の
侍
た
ち
の
視
線
は
、
良
秀
の
大
き
く
見
開
い
た
眼
と
歪
ん

だ
唇
や
引
き
つ
っ
た
頬
の
震
え
に
向
か
う
の
だ
が
、
大
殿
の
視
線
は
良

秀
に
は
向
け
ら
れ
な
い
。
大
殿
は
「
眼
も
放
さ
ず
じ
っ
と
車
の
方
」
、
す

な
わ
ち
「
仰
向
け
た
顔
の
白
さ
、
焔
を
掃
っ
て
ふ
り
乱
れ
た
髪
の
長
さ
、

そ
れ
か
ら
又
見
る
間
に
火
と
変
っ
て
行
く
、
桜
の
唐
衣
の
美
し
さ
」
を

見
つ
め
て
い
る
。
火
の
車
が
火
の
柱
に
な
っ
て
燃
え
上
が
っ
て
い
く
と
、

語
り
手
や
仕
丁
た
ち
は
皆
、
良
秀
の
表
情
が
荘
厳
や
歓
喜
に
変
わ
る
様

を
見
つ
め
る
。
だ
が
「
そ
の
中
で
た
っ
た

、
、
、
一
人
、
、
、
御
縁
の
上
の
大
殿
様
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だ
け
は

、
、
、
」
５
１

良
秀
を
見
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
大
殿
だ
け
は
語

り
手
や
強
力
の
侍
や
仕
丁
た
ち
と
は
違
う
も
の
を
見
、
そ
れ
を
見
な
が

ら
激
し
く
興
奮
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

 

大
殿
が
興
奮
し
て
口
に
泡
を
溜
め
る
様
子
は
二
度
報
告
さ
れ
る
。
悶

え
死
に
す
る
上
臈
の
凄
惨
な
情
景
を
思
い
浮
か
べ
た
時
の
興
奮
と
、
娘

が
悶
え
死
ぬ
場
に
立
ち
会
っ
て
の
興
奮
で
あ
る
。
最
初
の
興
奮
の
時
、

情
景
は
大
殿
の
頭
の
中
に
し
か
な
い
。
二
度
目
の
興
奮
の
際
も
「
大
殿

様
だ
け
は
」
良
秀
の
荘
厳
や
歓
喜
以
外
の
も
の
を
見
て
い
る
。
口
角
に

泡
５
２

を
た
め
て
喘
ぐ
ほ
ど
の
激
し
い
こ
の
二
度
の
興
奮
は
、
良
秀
と
の

争
い
に
よ
る
も
の
で
も
、
芸
術
の
勝
利
に
屈
し
た
道
徳
や
人
生
あ
る
い

は
権
力
の
敗
北
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
興
奮
は
大
殿
の
嗜
好
を
考
え

る
と
、
性
的
な
随
喜
な
の
だ
ろ
う
５
３

。 

 

お
わ
り
に 

『
地
獄
変
』
は
通
説
で
は
、
芸
術
至
上
主
義
を
め
ぐ
る
作
品
で
あ
り
、

大
殿
の
取
り
乱
し
た
様
は
芸
術
と
対
立
す
る
も
の
の
敗
北
や
無
力
を
表

象
し
て
い
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。
芸
術
と
対
立
す
る
も
の
は
、
道
徳

や
人
生
あ
る
い
は
権
力
な
ど
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
大
殿
は
権
力
で
こ
そ

あ
れ
、
道
徳
や
人
生
を
表
象
し
て
い
る
と
は
作
品
か
ら
読
み
取
れ
る
だ

ろ
う
か
。
ま
た
、
芥
川
自
身
の
定
義
に
よ
る
「
芸
術
至
上
主
義
」
に
よ

れ
ば
、
芸
術
を
一
定
の
思
想
や
道
徳
の
主
張
の
具
と
す
る
べ
き
で
は
な

い
。『
地
獄
変
』
は
芸
術
の
勝
利
を
描
い
て
い
る
と
見
な
す
と
、
芸
術
至

上
主
義
と
い
う
「
主
張
」
の
た
め
の
芸
術
と
な
り
、
芸
術
の
た
め
の
芸

術
で
は
な
く
な
る
。 

『
地
獄
変
』
を
、
絵
師
良
秀
の
芸
術
へ
の
精
進
の
物
語
と
し
て
読
ん

で
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
良
秀
に
関
し
て
の
語
り
手
の
報
告
は
表
面
的
で

あ
り
、
具
体
的
で
は
な
い
。
詳
細
に
語
ら
れ
る
良
秀
の
画
室
の
様
子
は

語
り
手
の
実
見
で
は
な
く
、
良
秀
の
弟
子
か
ら
の
伝
聞
で
あ
る
。
師
匠

へ
の
畏
怖
の
た
め
か
、
あ
る
い
は
語
り
手
の
技
巧
に
よ
る
も
の
か
、
良

秀
の
周
囲
は
過
剰
に
不
気
味
さ
を
ま
と
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。 

『
地
獄
変
』
で
語
ら
れ
る
の
は
、
堀
川
の
大
殿
の
暴
力
で
あ
り
欲
望

で
あ
る
。
大
殿
は
サ
デ
ィ
ス
ト
で
あ
り
小
児
性
愛
者
で
、
寵
童
を
死
な

せ
た
り
少
女
を
襲
う
。
ま
た
緋
色
の
袴
や
白
い
肌
、
黒
い
髪
に
フ
ェ
テ

ィ
ッ
シ
ュ
な
嗜
好
を
持
つ
の
だ
ろ
う
。
近
親
相
姦
や
人
肉
食
へ
の
傾
倒

が
あ
る
、
と
も
匂
わ
さ
れ
て
い
る
。
自
分
が
命
じ
た
暴
力
に
立
ち
会
い
、
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お
そ
ら
く
性
的
に
歓
喜
し
て
い
る
。『
地
獄
変
』
は
芸
術
家
の
精
進
の
物

語
で
は
な
く
、
芸
術
至
上
主
義
の
表
明
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
『
地
獄
変
』

は
大
殿
の
嗜
虐
的
な
欲
望
に
つ
い
て
の
物
語
だ
ろ
う
。 

大
殿
の
欲
望
は
語
り
手
の
語
り
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
。
語
り
手
は

大
殿
の
嗜
虐
性
が
良
秀
の
娘
に
向
か
う
現
場
に
二
度
立
ち
会
っ
て
、
大

殿
の
恍
惚
を
共
有
し
て
い
る
。
手
ご
め
に
さ
れ
か
け
た
娘
に
艶
め
か
し

さ
を
感
じ
「
あ
の
女
」
と
呼
び
、
苦
悶
す
る
娘
を
女
人
と
呼
び
、「
恍
惚
」
、

「
法
悦
」
、「
随
喜
」
、
な
ど
、
惨
た
ら
し
さ
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
官
能
的
な

語
彙
で
報
告
す
る
。
語
り
手
は
大
殿
と
同
じ
く
、「
醜
い
も
の
の
美
し
さ
」

を
理
解
し
嗜
好
し
て
い
る
。
良
秀
の
筆
と
語
り
手
の
語
り
を
得
て
、
大

殿
の
欲
望
は
視
覚
化
さ
れ
言
語
化
さ
れ
る
。 

 

し
か
し
、
な
ぜ
『
地
獄
変
』
は
芸
術
至
上
主
義
の
表
明
と
し
て
読
ま

れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
大
殿
の
嗜
虐
的
な
欲
望
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
、

凄
惨
な
場
面
に
官
能
的
な
語
彙
が
使
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

１ 

『
地
獄
変
』
の
初
出
は
１
９
１
８
（
大
正
７
）
年
５
月
『
大
阪
毎

日
新
聞
夕
刊
』
。
引
用
は
『
文
庫
版 

芥
川
龍
之
介
全
集
』
（
筑
摩
書

房
、
１
９
８
９
年
）
に
よ
る
。 

２ 

『
日
本
近
代
文
学
大
系
３
８
巻 

芥
川
龍
之
介
集
』
、
吉
田
精
一
解

『
地
獄
変
』
は
官
能
的
な
作
品
と
は
読
ま
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、

女
性
を
い
た
ぶ
る
嗜
虐
の
官
能
性
が
、
当
時
の
評
者
の
理
解
を
超
え
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
サ
デ
ィ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
、

『
地
獄
変
』
当
時
の
一
般
に
は
ま
だ
目
新
し
い
言
葉
だ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
５
４

。
だ
が
、
日
本
は
、
近
松
の
よ
う
に
女
性
を
い
た
ぶ
り
殺
す
場

面
を
舞
台
に
乗
せ
る
演
劇
５
５

の
伝
統
を
持
ち
、
月
岡
芳
年
や
伊
藤
晴
雨

５
６

な
ど
責
め
を
画
材
と
す
る
美
術
を
持
ち
、
谷
崎
潤
一
郎
５
７

の
よ
う

に
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
を
取
り
扱
う
文
学
を
持
つ
。
そ
ん
な
日
本
の
評
者
に
、

い
た
ぶ
ら
れ
る
女
性
と
い
う
図
式
が
見
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、「
男
女
の
情
さ
え
書
い
て
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
書

で
も
、
す
ぐ
誨
淫
の
書
に
し
て
し
ま
う
」
改
名
主
（
『
戯
作
三
昧
』
十
二
）

に
よ
る
検
閲
を
恐
れ
た
芥
川
が
、
官
能
性
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
筆

を
抑
え
、
評
者
た
ち
も
そ
れ
に
応
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

（
２
０
２
０
年
１
０
月
３
１
日
）  

説
・
注
釈
、
角
川
書
店
、
１
９
７
０
年 

３ 
宮
本
顕
治
、
「
敗
北
の
文
学
」
、
『
改
造
』
、
１
９
２
９
年 

『
近
代

作
家
研
究
ア
ル
バ
ム 

芥
川
龍
之
介
』
（
筑
摩
書
房
、
１
９
６
４
年
）

所
収
、
か
な
遣
い
を
現
代
か
な
遣
い
に
改
め
た
。 
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４ 

三
好
行
雄
、
「
あ
る
芸
術
至
上
主
義 

―
「
戯
作
三
昧
」
と
「
地
獄

変
」
―
『
芥
川
龍
之
介
論
』
、
筑
摩
書
房
、
１
９
７
６
年 

５ 
佐
々
木
雅
發
、
「
「
地
獄
変
」
幻
想−

下−

芸
術
の
欺
瞞
、
」
、
『
文
学
』 

５
１
（
８
）
、
１
９
８
３
年 

６ 

笹
淵
友
一
、
「
芥
川
竜
之
介
「
地
獄
変
」
新
釈
」
、
『
文
学
』
４
７

（
１
２
）
、
１
９
７
９
年
。 

海
老
井
英
次
編
、
『
芥
川
龍
之
介
作
品
論

集
成
』
第
２
巻
「
地
獄
変 : 

歴
史
・
王
朝
物
の
世
界
」
、
翰
林
書
房
、

１
９
９
９
年
に
再
録
。 

７ 

石
割
透
、
「
芥
川
龍
之
介-

中
期
作
品
の
位
相(

４) : 

「
地
獄
変
」
・

そ
の
魔
的
な
る
暗
渠
」
、
『
駒
沢
短
大
国
文
』
１
８
、
１
９
８
８
年 

８ 

浅
野
洋
、
「
「
地
獄
変
」
の
限
界
―
自
足
す
る
語
り
」
、
『
文
学
』
５

６
（
５
）
、
１
９
８
８
年 

９ 

竹
盛
天
雄
、
「
語
り
手
の
陰
―
『
地
獄
変
』
」
、
『
介
山
・
直
哉
・
龍

之
介 

-
 

一
九
一
〇
年
代 

孤
心
と
交
響-
』
、
明
治
書
院
、
１
９
８
８

年
。
海
老
井
英
次
編
、
『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
集
成
』
第
２
巻
「
地
獄

変 : 

歴
史
・
王
朝
物
の
世
界
」
翰
林
書
房
、
１
９
９
９
年
に
再
録
。 

１
０ 

駒
ヶ
嶺
泰
暁 

、
大
舘
瑞
城
、
「
「
地
獄
変
」
論 : 

「
良
秀
」
の

屏
風
絵
に
お
け
る
達
成
と
昇
華
、
あ
る
い
は
「
大
殿
様
」
の
失
墜
」
、

『
中
央
大
学
国
文
』(

５
８)

、 

２
０
１
５
年 

１
１ 

宮
本
顕
治
、
前
掲
書 

１
２ 

吉
田
精
一
、
前
掲
書 

１
３ 

稲
垣
達
郎
、
「
『
地
獄
変
』
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
国
文
学:

解
釈
と
鑑

賞
』
、
１
９
５
８
年
８
月
号
（
ち
く
ま
文
庫
版
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』

第
３
巻
に
「
解
説
」
と
し
て
再
録
。
） 

１
４ 

三
好
行
雄
、
前
掲
書 

１
５ 

菊
地
弘 [

ほ
か] 

編
、
『
芥
川
龍
之
介
事
典
』
、
明
治
書
院
、
１

９
８
５
年
、
『
地
獄
変
』
の
項
の
執
筆
者
は
島
田
昭
男
。 

１
６ 

海
老
井
英
次
、
「
「
地
獄
変
」
と
「
邪
宗
門
」
―
芥
川
竜
之
介
と

芸
術
至
上
主
義-

３-

」
、
『
文
学
論
輯
』 (

２
５) 

１
７ 

関
口
安
義
『
芥
川
龍
之
介 : 

闘
い
の
生
涯
』
、
毎
日
新
聞
社
、

１
９
９
２
年 

１
８ 

『
戯
作
三
昧
』
（
１
９
１
７
（
大
正
６
）
年
）
で
は
芸
術
と
対
立

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
明
確
で
あ
る
。
道
徳
と
芸
術
の
対
立
で
あ
り
、

「
道
徳
」
と
は
「
先
王
の
道
」
で
あ
る
。
戯
作
に
「
勧
懲
の
具
」
と
い

う
役
割
を
引
き
受
け
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
超
え
る
芸
術
的
勧
興
を
も
追

求
し
た
い
、
と
い
う
馬
琴
が
感
じ
る
矛
盾
が
作
品
の
主
題
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
芸
術
と
対
立
す
る
も
の
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な

い
。 

１
９ 

清
水
康
次
の
ま
と
め
（
『
國
文
學 : 

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
、
３

３
（
６
）
（
４
８
２)

、
學
燈
社
、
１
９
８
８
年
）
に
よ
れ
ば
、
１
９
６

０
年
代
ま
で
は
、
『
地
獄
変
』
の
主
題
に
つ
い
て
、
芸
術
至
上
主
義
が

作
品
の
主
題
で
あ
る
と
す
る
論
が
主
流
で
あ
る
ら
し
い
。
主
な
論
は
、

「
芸
術
至
上
主
義
と
倫
理
主
義
の
葛
藤
」
（
塩
田
良
平
、
『
国
語
と
国
文

学
』
１
９
３
５
年
）
、
「
狂
気
に
近
い
芸
術
至
上
主
義
」
（
吉
田
精
一
、

『
芥
川
龍
之
介
』
１
９
４
２
年
）
、
「
権
力
と
芸
術
家
の
対
立
」
（
和
田

繁
太
郎
、
『
芥
川
龍
之
介
』
１
９
５
６
年
）
な
ど
。 

２
０ 

宮
本
顕
治
、
前
掲
書 

２
１ 

宇
野
浩
二
、
『
芥
川
龍
之
介
』
、
文
藝
春
秋
新
社
、
１
９
５
３
年 

２
２ 

三
好
行
雄
、
前
掲
書 

２
３ 

『
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
の
死
』
（
１
９
２
３
（
大
正
１
２
）
年
、
岩

波
全
集
版
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
１
０
巻
） 

２
４ 

『
澄
江
堂
雑
記
』
（
１
９
２
２
（
大
正
１
１
）
年
、
岩
波
全
集
版

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
９
巻
） 

２
５ 

『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
可
否
』
（
１
９
２
３
（
大
正
１
２
）

年
、
ち
く
ま
文
庫
版
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
７
巻
）
、
岩
波
全
集
版

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
９
巻
に
は
「
「
改
造
」
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

の
可
否
を
問
ふ
」
の
題
で
所
収
。 

２
６ 
『
集
英
社
世
界
文
学
大
事
典
』
は
、l'art pour l'art

の
訳
と
し

て
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
「
芸
術

を
、
社
会
変
革
や
道
徳
的
教
化
な
ど
、
そ
れ
自
身
以
外
の
な
ん
ら
か
の
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目
的
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
に
異
を
唱
え
る
、
芸
術
至
上
主
義
的
な
考

え
方
。
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ゴ
ー
チ
エ
は
『
モ
ー
パ
ン
嬢
』
の
「
序
文
」

で
、
（
中
略
）
「
真
に
美
し
い
も
の
と
は
唯
一
、
な
ん
の
役
に
も
立
た
ぬ

も
の
だ
け
で
あ
る
。
有
用
な
も
の
は
す
べ
て
醜
い
」
と
書
く
。
」
（
『
デ

ジ
タ
ル
版
集
英
社
世
界
文
学
大
事
典
』
、
１
９
９
８
年
、
「
芸
術
の
た
め

の
芸
術
」
の
項
。
執
筆
は
鈴
木
啓
二
。
） 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
作
家
た
ち
は
、
悪
徳
を
描
く
の
は
楽
し
ま
せ
な
が
ら

正
す
た
め
だ
、
と
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
モ
リ

エ
ー
ル
は
聖
職
者
批
判
を
疑
わ
れ
上
演
を
禁
止
さ
れ
た
『
タ
ル
チ
ュ

フ
』
に
つ
い
て
、
王
ル
イ
１
４
世
に
「
喜
劇
の
役
目
は
人
々
を
楽
し
ま

せ
な
が
ら
矯
正
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
す
か
ら
、
」
（L

e d
evoir de la 

com
édie étant de corriger les hom

m
es, en les divertissant,

（ M
olière, L

e prem
ier placet présenté au roi su

r la C
om

édie du 
T

artuffe. 1669. 

『
タ
ル
チ
ュ
フ
』
上
演
の
た
め
の
嘆
願
書
。
拙
訳
に

よ
る
）
）
と
解
禁
を
嘆
願
す
る
。
ま
た
、
『
騎
士
グ
リ
ュ
ー
と
マ
ノ
ン
・

レ
ス
コ
ー
の
物
語
』
の
序
で
著
者
ア
ヴ
ェ
・
プ
レ
ヴ
ォ
ー
は
、
マ
ノ
ン

た
ち
の
不
道
徳
な
ふ
る
ま
い
を
物
語
る
こ
と
を
、
「
私
に
言
わ
せ
れ

ば
、
公
衆
を
楽
し
ま
せ
つ
つ
同
時
に
教
育
す
る
の
は
、
彼
ら
に
大
き
な

奉
仕
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（à m

on avis, un service 
considérable au public, que de l'in

struire en
 am

u
sant.  

(A
vis de 

l'auteur d
es m

ém
oires d'un hom

m
e de qualité, H

istoire du 
chevalier des G

rieux et de M
anon L

escaut, 1731.) 

青
柳
瑞
穂
の

訳
に
よ
る
。
（
『
マ
ノ
ン
・
レ
ス
コ
ー
』
、
新
潮
文
庫
）)

と
正
当
化
す

る
。
モ
リ
エ
ー
ル
も
ア
ヴ
ェ
・
プ
レ
ヴ
ォ
ー
も
、
馬
琴
流
に
言
う
と
、

作
品
は
「
ま
さ
に
「
先
王
の
道
」
の
芸
術
的
表
現
で
あ
る
」
と
弁
明
し

て
い
る
。 

２
７ 

『
芸
術
そ
の
他
』
（
１
９
１
９
（
大
正
８
）
年
） 

２
８ 

『
河
童
』
五
（
１
９
２
７
（
昭
和
２
）
年
） 

２
９ 

小
林
保
治
、
増
古
和
子
校
注
・
訳
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
三
の

六
「
絵
仏
師
良
秀
、
家
の
焼
く
る
を
見
て
悦
ぶ
事
」
、
小
学
館
、
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
、
１
９
９
６
年 

３
０ 

中
谷
丁
蔵
（
小
島
政
二
郎
）
、
「
地
獄
変
―
芥
川
龍
之
介
氏
作
・

大
阪
毎
日
新
聞
所
載
」
、
『
三
田
文
学
』
大
正
７
年
６
月
、
『
芥
川
龍
之

介
Ⅱ 

日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
』
所
収
。
同
じ
批
評
中
で
、
十
八
節

の
最
後
に
あ
っ
た
猿
の
良
秀
に
関
す
る
説
明
を
無
用
だ
と
批
判
し
て
い

る
。
こ
の
批
判
を
承
け
て
か
、
初
出
に
あ
っ
た
「
こ
の
猿
が
ど
う
し
て

こ
の
御
所
ま
で
忍
ん
で
き
た
か
、
そ
れ
は
勿
論
誰
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん

が
日
頃
可
愛
が
っ
て
い
た
く
れ
た
娘
な
れ
ば
こ
そ
、
猿
も
一
し
よ
に
火

の
中
へ
は
い
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
」
の
部
分
が
、
初
版
『
傀
儡

師
』
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。 

３
１ 

竹
腰
道
子
は
「
一
人
の
娘
が
自
ら
の
意
志
を
頼
り
に
、
毅
然
と

命
を
燃
焼
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
こ
の
作
品
の
救
い
が
あ
る
」
と
、
娘
に
人

格
を
探
そ
う
と
す
る
。
（
竹
腰
道
子
、
「
芥
川
龍
之
介
『
地
獄
変
』 : 

語
り
の
日
向
と
陰
」
、
『
経
営
情
報
学
部
論
集
（
浜
松
大
学
）
』 

１
１

(

２)

、
１
９
９
８
年
） 

３
２ 

桑
原
佳
代
は
、
二
番
目
の
弟
子
の
縛
ら
れ
た
様
子
を
「
一
面
に

皮
膚
の
色
が
赤
み
走
っ
て
」
と
観
察
し
伝
え
る
の
が
誰
な
の
か
わ
か
ら

ず
、
視
点
が
曖
昧
だ
、
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
三
人
の
弟
子
た
ち
の

「
ま
る
で
虎
狼
と
一
つ
檻
に
で
も
い
る
よ
う
な
心
も
ち
」
と
い
う
ま
と

め
は
「
一
人
称
小
説
で
こ
の
よ
う
に
対
象
人
物
の
内
面
が
直
接
に
描
か

れ
る
の
は
お
か
し
い
」
と
、
「
一
人
称
の
法
則
の
ず
れ
」
を
指
摘
す

る
。
（
桑
原
佳
代
、
「
芥
川
龍
之
介
「
地
獄
変
」
に
お
け
る
語
り
手
の
視

点
の
問
題
」
、
『
樟
蔭
国
文
学
』 

３
２
、
１
９
９
５
年
） 

３
３ 

中
谷
丁
蔵
（
小
島
政
二
郎
）
、
前
掲
書
。
か
な
遣
い
を
現
代
か
な

遣
い
に
改
め
た
。 

３
４ 

１
９
１
８
（
大
正
７
）
年
６
月
１
８
日 

小
島
政
二
郎
あ
て
は

が
き
『
芥
川
竜
之
介
書
簡
集
』
石
割
透
編
、
岩
波
文
庫
、
２
０
０
９

年
、
２
２
８
ペ
ー
ジ 

３
５ 
浅
野
洋
、
前
掲
論
文
。
引
用
中
の
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
。 

３
６ 

竹
盛
天
雄
、
前
掲
書 
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３
７ 

杉
本
優
、
「
芥
川
竜
之
介
「
地
獄
変
」
の
言
説
空
間
」
、
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』 

５
６
（
４
）(

近
代
文
学
と
「
語
り
」<

特
集>

) 

―(

近

代
文
学
作
品
と
「
語
り
」
の
位
相)

、
１
９
９
１
年 

３
８ 
桑
原
佳
代
、
前
掲
論
文 

３
９ 

角
川
全
集
版
の
吉
田
精
一
の
注
で
は
、
始
皇
帝
に
は
「
万
里
の

長
城
の
増
築
、
大
宮
殿
の
建
造
、
焚
書
坑
儒
な
ど
権
勢
を
振
っ
た
」
、

煬
帝
に
は
「
父
を
殺
し
て
帝
位
に
つ
き
、
豪
奢
を
極
め
、
運
河
・
長
城

な
ど
の
大
工
事
を
行
っ
た
。
」
と
、
特
に
暴
虐
と
は
説
明
し
な
い
。
ち

く
ま
文
庫
版
で
は
、
始
皇
帝
に
つ
い
て
は
「
分
裂
し
た
天
下
を
統
一
。

万
里
の
長
城
を
増
築
し
、
書
を
や
き
儒
を
坑
に
し
、
宮
殿
を
築
い
て
威

を
示
し
た
」
と
、
煬
帝
に
つ
い
て
は
「
父
を
殺
し
て
位
に
つ
き
、
大
運

河
・
長
城
な
ど
の
大
土
木
工
事
を
お
こ
し
、
豪
奢
を
き
わ
め
た
」
と
、

ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
岩
波
全
集
版
で
は
始
皇
帝
に
つ
い
て
は
「
万
里
の

長
城
増
築
、
焚
書
坑
儒
、
壮
大
な
宮
殿
の
築
営
な
ど
、
性
急
過
酷
で
独

善
的
な
施
政
を
断
行
し
た
」
と
、
煬
帝
に
つ
い
て
は
「
文
帝
（
父
）
と

皇
太
子
（
兄
）
を
殺
害
し
て
帝
位
に
つ
き
、
権
勢
を
ふ
る
っ
て
、
部
下

か
ら
殺
害
さ
れ
、
後
世
に
悪
名
を
残
し
た
」
と
、
暴
虐
に
言
及
し
て
い

る
。 

４
０ 

い
ず
れ
も
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
、
「
阿
房
宮
」

の
項
。 

４
１ 

菅
原
尚
樹
、
「
「
迷
楼
」
か
ら
「
摘
星
楼
」
へ:

『
武
王
伐
紂
平

話
』
に
見
え
る
遺
跡
に
つ
い
て
」
、
『
東
北
大
学
中
国
語
学
文
学
論
集
』

１
１
（
２
０
０
６
年
） 

４
２ 

『
迷
楼
記 

外
十
一
種
』
、
支
那
文
献
刊
行
会
、
１
９
２
５
（
大

正
１
４
）
年
。
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

https://dl.ndl.go.jp
/info:ndljp/pid/1016864

）
。 

 

４
３ 

火
の
燃
え
て
い
る
車
。
生
前
、
悪
事
を
犯
し
た
罪
人
を
地
獄
に

運
ぶ
と
い
う
。
ま
た
、
地
獄
で
罪
人
を
乗
せ
て
責
め
る
火
の
車
（
小
学

館
『
例
文 

仏
教
語
大
辞
典
』
、
１
９
９
７
年
） 

４
４ 

『
江
南
游
記
』
（
１
９
２
２
（
大
正
１
１
）
年
）
の
大
運
河
の
章

で
『
迷
楼
記
』
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
『
迷
楼
記
』
の
著
者
に
擬
さ

れ
る
韓
偓
に
は
、
『
漢
文
漢
詩
の
面
白
味
』
（
１
９
２
０
（
大
正
９
）

年
）
の
中
で
言
及
し
て
い
る
。 

４
５ 

小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
、
「
稚
児
文
殊
」
の
項
。 

４
６ 

「
さ
る
に
茲
年
四
月
の
比
、
か
の
童
児
か
り
そ
め
の
病
に
臥
け

る
が
、
日
を
経
て
お
も
く
な
や
み
け
る
を
痛
み
か
な
し
ま
せ
給
ふ
て
、

国
府
の
典
薬
の
お
も
だ
た
し
き
ま
で
迎
へ
給
へ
ど
も
、
其
の
し
る
し
も

な
く
終
に
む
な
し
く
な
り
ぬ
。
ふ
と
こ
ろ
の
璧
を
う
ば
は
れ
、
挿
頭
の

花
を
嵐
に
さ
そ
は
れ
し
お
も
ひ
、
泣
に
涙
な
く
、
叫
ぶ
に
声
な
く
、
あ

ま
り
に
嘆
か
せ
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
火
に
焼
き
、
土
に
葬
る
事
を
も
せ

で
、
臉
に
臉
を
も
た
せ
、
手
に
手
を
と
り
く
み
て
日
を
経
給
ふ
が
、
終

に
心
神
み
だ
れ
、
生
き
て
あ
り
し
日
に
違
は
ず
戯
れ
つ
つ
も
、
其
の
肉

の
腐
り
爛
る
る
を
吝
み
て
、
肉
を
吸
ひ
骨
を
嘗
て
、
は
た
喫
ひ
つ
く
し

ぬ
。
」
（
上
田
秋
成
、
『
雨
月
物
語
』
、
岩
波
文
庫
、
２
０
１
８
年
、
長
島

弘
明
校
注
） 

４
７ 

人
身
御
供
を
捧
げ
る
権
力
者
の
姿
を
見
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ア

ン
ド
ロ
メ
ダ
、
イ
ピ
ゲ
ニ
ア
な
ど
の
ギ
リ
シ
ア
神
話
、
聖
ジ
ョ
ー
ジ

（
ゲ
オ
ル
ギ
ウ
ス
）
の
キ
リ
ス
ト
教
神
話
か
ら
櫛
名
田
姫
ま
で
、
こ
と

に
処
女
を
人
身
御
供
に
捧
げ
る
神
話
は
多
い
。
王
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
が
娘

イ
ピ
ゲ
ニ
ア
を
捧
げ
る
よ
う
に
、
権
力
者
が
身
を
切
る
ほ
ど
効
果
が
あ

る
の
だ
ろ
う
。 

４
８ 

画
師
が
有
力
貴
族
に
庇
護
さ
れ
て
い
た
例
に
つ
い
て
は
『
御
堂

関
白
記
』
長
和
四
年
十
二
月
一
九
日
の
記
載
に
、
「
地
獄
変
御
屏
風
画

画
師
等
賜
禄
」
と
あ
る
と
言
う
（
家
永
三
郎
、
「
地
獄
變
と
六
道
繪
」
、

『
美
術
研
究
』
１
５
０
、
１
９
４
８
年
）
。
ま
た
地
獄
図
は
屏
風
の
形

で
描
か
れ
る
場
合
は
、
寺
院
に
寄
進
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
家
永
三

郎
に
よ
る
と
、
「
こ
の
時
代
の
貴
族
階
級
の
人
々
に
と
っ
て
最
も
親
し

い
関
係
を
持
ち
、
そ
の
精
神
生
活
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
寺
壁
の
地

獄
変
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
内
裏
の
仏
名
会
に
使
用
せ
ら
れ
た
地
獄

変
屏
風
で
あ
っ
た
」
と
い
う
（
同
論
文
。
漢
字
を
常
用
に
、
か
な
遣
い
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を
現
代
か
な
遣
い
に
改
め
た
。
） 

４
９ 

例
え
ば
「
歓
喜
」
は
、
歓
喜
天
と
し
て
は
「
形
像
は
象
頭
人
身

で
、
双
身
の
も
の
は
男
女
和
合
の
姿
に
作
ら
れ
る
」
と
い
う
。
ま
た

「
開
眼
」
は
「
女
陰
を
開
く
こ
と
。
処
女
と
関
係
す
る
こ
と
」
の
義
も

あ
る
と
い
う
（
い
ず
れ
も
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
に
よ

る
）
。 

 

た
だ
浅
野
洋
は
、
「
恍
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
」
と
い
う
表
現
が
『
戯

作
三
昧
』
や
『
沼
地
』
（
１
９
１
９
（
大
正
８
）
年
）
な
ど
で
繰
り
返

さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
恍
惚
た
る
法
悦
の
輝
き
」
も
こ
の
時
期

の
芥
川
の
同
工
異
曲
の
常
套
句
で
あ
っ
た
、
と
す
る
（
浅
野
洋
、
前
掲

論
文
）
。 

５
０ 

吉
田
精
一
に
よ
る
、
日
本
近
代
文
学
大
系
本
（
角
川
書
店
、
１

９
７
０
年
）
に
付
さ
れ
た
注
で
は
、
「
突
然
け
た
た
ま
し
く
お
笑
い

に
」
に
つ
い
て
、
「
良
秀
の
言
お
う
と
す
る
こ
と
を
察
し
と
り
、
そ
れ

が
冷
酷
無
残
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
驚
き
、
し
か
も
大
殿
の
意

に
従
わ
な
い
女
性
に
対
す
る
報
復
と
一
致
し
た
こ
と
に
対
す
る
満
足
を

表
し
て
い
る
」
と
あ
る
。 

５
１ 

傍
点
は
田
島
に
よ
る
。 

５
２ 

大
殿
の
口
角
の
泡
は
も
ち
ろ
ん
唾
液
に
は
違
い
な
い
。
だ
が
、

泡
状
の
体
液
と
い
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
ア
プ
ロ
デ
ィ
テ

（Ἀ
φ

ροδίτη

、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
）
の
誕
生
が
思
い
出
さ
れ
る
。
父
ウ
ラ
ノ

ス
の
精
液
が
白
い
泡
と
な
っ
て
海
原
を
漂
い
、
そ
の
泡
の
中
か
ら

(ἀ
φ

ρογενής)

が
生
ま
れ
る
（
ヘ
シ
オ
ド
ス
、
『
神
統
記
』
、
岩
波
文

庫
、
１
９
８
４
年
、
廣
川
洋
一
訳
、
１
８
８−

１
９
７
行
）
。
口
角
の
泡

は
精
液
の
表
象
か
も
し
れ
な
い
。 

５
３ 

三
島
由
紀
夫
は
『
地
獄
變
』
を
１
９
６
３
年
に
義
太
夫
狂
言
と

し
て
劇
化
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
そ
の
解
釈
を
語
っ
て
い
る
。
「
私
も
大

臣
を
可
也
偽
善
者
に
描
い
た
。
そ
し
て
車
が
火
で
焼
か
れ
る
の
を
見

て
、
は
じ
め
て
そ
の
本
質
を
露
わ
に
し
、
幕
切
れ
で
異
常
な
昂
奮
の
哄

笑
を
す
る
よ
う
に
描
い
た
。
大
臣
の
本
質
は
、
日
本
の
サ
ド
公
爵
で
あ

り
、
チ
ェ
ザ
ー
レ
・
ボ
ル
ジ
ヤ
で
あ
り
、
幼
児
殺
戮
者
ジ
ル
・
ド
・
レ

エ
で
あ
る
と
思
っ
て
い
い
。
」
（
「
竹
本
劇
『
地
獄
變
』
歌
舞
伎
座
プ
ロ

グ
ラ
ム
２
８
・
１
２
」
、
『
三
島
由
紀
夫
全
集
』
２
１
巻
、
新
潮
社
、
所

収
」
）
。
三
島
は
芥
川
の
素
材
を
、
良
秀
の
物
語
で
は
な
く
大
殿
の
物
語

と
し
て
戯
曲
化
し
て
い
る
。 

５
４ 

『
文
章
』
（
１
９
２
４
（
大
正
１
３
）
年
）
の
中
で
、
堀
川
安
吉

は
「
普
通
の
英
和
辞
書
に
は
出
て
お
ら
ん
」
よ
う
なm

asochism

の
意

味
を
童
顔
の
中
尉
に
説
明
し
て
い
る
。 

５
５ 

例
え
ば
、
近
松
門
左
衛
門
の
『
女
殺
油
地
獄
』
、
お
吉
殺
し
の

場
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
、
引
寄
せ
て
、
右
手
よ
り
左
手
の
太
腹
へ
、

刺
い
て
は
刳
り
、
抜
い
て
は
切
り
、
お
吉
を
迎
ひ
の
冥
途
の
夜
風
、
庭

も
心
も
暗
闇
に
。
う
ち
撒
く
油
、
流
る
る
血
、
踏
み
の
め
ら
か
し
、
踏

滑
り
、
身
う
ち
は
血
潮
の
赤
面
赤
鬼
、
邪
慳
の
角
を
振
立
て
て
、
お
吉

が
身
を
裂
く
剣
の
山
、
目
前
油
の
地
獄
の
苦
し
み
」
（
鳥
越
文
蔵
校

注
、
『
近
松
門
左
衛
門
集 

二
』 

日
本
古
典
文
学
全
集
４
４
、
小
学

館
、
１
９
７
５
年
）
も
っ
と
も
、
芥
川
は
こ
の
劇
を
嫌
っ
て
い
た
よ
う

だ
。
（
『
有
楽
座
の
「
女
殺
油
地
獄
」
』
（
１
９
１
９
（
大
正
８
）
年
、
岩

波
全
集
版
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
４
巻
） 

５
６ 

月
岡
芳
年
に
つ
い
て
は
、
『
開
化
の
良
人
』
（
１
９
１
９
（
大
正

８
）
年
）
で
言
及
が
あ
る
。
伊
藤
晴
雨
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
よ
う

だ
が
、
木
股
知
史
は
芥
川
と
の
同
時
代
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
木
股

知
史
、
「
芥
川
龍
之
介
『
地
獄
変
』
覚
書 : 

イ
メ
ー
ジ
の
相
互
関
連
性

の
視
点
か
ら
」
、
『
甲
南
大
學
紀
要
・
文
学
編
』 (

１
６
７)

、
２
０
１

６
年
） 

５
７ 

例
え
ば
谷
崎
潤
一
郎
の
『
悪
魔
』
（
１
９
１
２
年
）
。
芥
川
は
こ

の
作
品
を
、
『
彼 

第
二
』
（
１
９
２
７
（
昭
和
２
）
年
）
で
、
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
人
の
彼
に
「
世
界
で
一
番
汚
い
こ
と
を
書
い
た
小
説
」
と
言
わ

せ
て
い
る
。 


