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1          『漾虚集』における漱石のアイロニー

周
知
の
よ
う
に
漱
石
は
明
治
三
十
八
年(
一
九
〇
一f'

・,)  

一
月
一
日
発
行
の
雑

誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』(

第
八
巻
四
号)

に
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
第
二
早
を
、
そ

し
て
同
じ
く
明
治
三
十
八
年
一
月
十
日
発
行
の
雑
誌
『
帝
国
文
学
』(

創
刊
十
周

年
記
念
号)

に
「
倫
敦
塔
」
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
二
作
品
は
い
ず
れ
も

「
吾
輩
」
「
余
」
と
い
う
く
強
い
個
性
を
持
ち
、
鏡
舌
で
、
介
入
的
な
一
人
称

の
語
り>

に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
物
語
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
こ
の
時
期
の

「
自
然
主
義
文
学
」
が
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
日
本
の
文
壇
の
趨
勢
を
考
え

た
時
に
、
す
で
に
そ
の
こ
と
自
体
が
く
漱
石
の
創
作
の
態
度>

を
特
徴
的
に
示

す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
十
分
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
近
代
文
学
の
成
立
を
考
え
る
時
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
世
界
と
の
接

触
を
抜
き
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
明
治
十
年
代
か
ら

二
十
年
代
に
か
け
て
日
本
で
の
西
洋
文
学
紹
介
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
坪
内

逍
遥
か
ら
、
明
治
二
十
二
年
に
ゾ
ラ
を
紹
介
し
た
森
略
外
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ

経
由
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
が
紹
介
さ
れ
て
、
日
露
戦
争
後
、
す
な
わ
ち
明
治
三
八

年
以
降
「
自
然
主
義
」
の
文
学
が
主
流
に
な
っ
て
ゆ
く
状
況
に
つ
い
て
、
柄
谷

行
人
氏
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る,

日
露
戦
争
後
の
文
壇
を
支
配
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
来
た
「
文
学
」

の
観
念
で
あ
っ
た
。  

し
か
も
こ
の
傾
向
は
日
本
だ
け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
漱
石
が
研
究
し
た
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の

小
説
は
、
そ
の
時
代
で
は
ま
だ
文
学(

芸
術)

と
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ

た,

「
小
説
」(novel)

は
、
文
学P

oetics

に
入
ら
な
い
代
物
で
あ
っ
た,

し
か
し
、
実
は
、
そ
れ
は
散
文
の
ジ
ャ
ン
ル
の
一
切
の
可
能
性
を
ふ
く
ん

で
い
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
レ
ン
ズ
・
ス
タ
ー
ン
の
場
合
、
す
で
に
小
説
形

式
自
体
の
破
壊
に
い
た
る
自
己
言
及
的
な
意
識
が
あ
る,

し
か
し
、
こ
う



し
た
も
の
は
、
小
説
を
文
学
芸
術
と
み
な
す
十
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
は
、

た
ん
に
小
説
の
未
熟
な
萌
芽
的
段
階
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

(1
)る,

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
漱
石
が
当
時
よ
う
や
く
形
を
整
え
つ
つ
あ
っ
た

「
近
代
小
説
」
の
枠
組
み
を
、
あ
る
い
は^

小
説
ら
し
さ>

と
い
う
も
の
を
打

ち
壊
す
よ
う
な
地
点
か
ら
創
作
を
開
始
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
当
時

日
本
の
文
壇
の
主
流
で
あ
っ
た
「
自
然
主
義
」
文
学
に
つ
い
て
、
漱
石
は
明
治

四
一
年
に
行
わ
れ
た
講
演
「
創
作
家
の
態
度
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る,

歴
史
の
研
究
に
よ
っ
て
、
自
家
を
律
せ
ん
と
す
る
と
、
相
当
の
根
拠
を

見
出
す
前
に
、
現
在
即
ち
新
と
云
ふ
事
と
、
価
値
と
云
ふ
事
を
同
一
視
す

る
傾
が
生
じ
易
く
は
な
い
か
と
思
は
れ
ま
す
。(

中
略)

多
く
の
人
は
日
本

の
文
学
は
幼
稚
だ
と
云
ひ
ま
す,  

情
け
な
い
事
に
私
も
さ
う
思
っ
て
い
ま

す
。
然
し
な
が
ら
、
自
国
の
文
学
が
幼
稚
だ
と
自
白
す
る
の
は
、
今
日
の

西
洋
文
学
が
標
準
だ
と
云
ふ
意
味
と
は
違
ひ
ま
す,

幼
稚
な
る
今
日
の
日

本
文
学
が
発
達
す
れ
ば
必
ず
現
代
の
露
西
亜
文
学
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も

の
だ
と
は
断
言
出
来
な
い
と
信
じ
ま
す,  

又
は
必
ず
ユ
ー
ゴ
ー
か
ら
バ
ル

ザ
ッ
ク
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
か
ら
ゾ
ラ
と
云
ふ
順
序
を
経
て
今
日
の
仏
蘭
西
文

学
と
一
様
な
性
質
の
も
の
に
発
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
理
由
も

(2)

認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。  

こ
こ
で
漱
石
は
ま
ず
「
文
学
」  

の
歴
史
主
義
的
な
順
当
な
発
展
と
い
う
考
え

を
否
定
し
て
い
る,

さ
ら
に
は
次
の
一
文
で
あ
る,

(

自
然
主
義
・
ロ
マ
ン
主
義
に
つ
い
て)

名
前
こ
そ
両
種
で
あ
り
ま
す
か

ら
自
然
主
義
と
浪
漫
派
と
対
立
さ
せ
て(

中
略)

睨
み
合
っ
て
る
様
に
考

へ
ら
れ
ま
す
が
、
其
実
敵
対
さ
せ
る
事
の
出
来
る
の
は
名
前
丈
で
、
内
容

は
双
方
共
に
往
つ
た
り
来
た
り
随
分
入
り
乱
れ
て
居
り
ま
す,

の
み
な
ら

ず
、
あ
る
も
の
は
見
方
読
方
で
は
ど
っ
ち
へ
で
も
編
入
出
来
る
も
の
も
生

ず
る
筈
で
あ
り
ま
す,(

中
略)

誰
の
作
は
自
然
派
だ
と
か
、
誰
の
作
は
浪

漫
派
だ
と
か
、
さ
う
一
概
に
云
へ
た
も
の
で
は
な
い
で
せ
う,

そ
れ
よ
り

も
誰
の
作
の
こ.

・
、
・
一
一
一
の
所
は
こ
ん
な
意
味
の
浪
漫
派
で
、
一J

、
、
一
一
の
所
は
、
こ

ん
な
意
味
の
自
然
派
趣
味
だ
と
、
作
物
を
解
剖
し
て
一
々
指
摘
す
る
の
み

な
ら
ず
、
其
指
摘
し
た
場
所
の
趣
味
迄
も
、
単
に
浪
漫
、
自
然
の
二
字
を

以
て
単
簡
に
律
し
去
ら
な
い
で
、
ど
の
位
の
分
子
が
、
ど
の
位
の
割
合
で

交
つ
た
も
の
か
を
説
明
す
る
よ
う
に
し
た
ら
今
日
の
弊
が
救
は
れ
る
か
も

(3)

し
れ
な
い
と
思
ひ
ま
す
。

漱
石
は
直
線
的
な
歴
史
主
義
的
視
点
を
排
除
す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
ロ

マ
ン
主
義
・
自
然
主
義
と
い
う
文
学
史
上
の
概
念
を
、  

現
代
に
お
け
る
島
田
雅

彦
や
、
奥
泉
光
の
創
作
活
動
の
よ
う
に
、
文
体
的
特
徴
と
し
て
自
由
に
操
作
で

き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
漱
石
は
自
ら
の
作
品
を
主

義
・
イ
ズ
ム
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
を
、
文
化
的
状
況
を
背
景
と



(4)

す
る
様
々
な
「
要
素
」
と
し
て
取
り
入
れ
つ
つ
、
作
品
を
描
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。                                              .

の
み
な
ら
ず
漱
石
は
、
意
識
的
に
く
語
り
手>

が
主
人
公
と
な
る
一
人
称
の

<

語
り>

の
技
法
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫

で
あ
る
』
「
倫
敦
塔
」
と
明
治
三
十
九
年
に
発
表
さ
れ
た
島
崎
藤
村
の
『
破
戒
』

を
比
べ
て
み
る
と
、
そ
の
違
い
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

①
吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
無
い,

ど
こ
で
生
ま
れ
た
か
頓
と
見
当

が
っ
か
ぬ
。
何
で
も
薄
暗
い
じ
め
く
し
た
所
で
ニ
ヤ
ー
く
泣
い
て
居
た

事
丈
は
記
憶
し
て
居
る
。  

(

『
一n

[-

一
一
一
…
一
は-

-
E

で
あ
る
』
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』  

一
月
号

明
治
三-'

八
年
一
月
一
日)  

3          『漾虚集』における漱石のアイロニー

②
二
年
の
留
学
中
只
一
度
倫
敦
塔
を
見
物
し
た
事
が
あ
る
。(

中
略)

行
っ

た
の
は
着
後
ま
も
な
い
う
ち
の
事
で
あ
る,  

其
頃
は
方
角
も
よ
く
分
ら
ん

し
、
地
理
杯
は
固
よ
り
知
ら
ん
。
丸
で
御
殿
場
の
兎
が
急
に
日
本
橋
の
真

中
へ
抛
り
出
さ
れ
た
様
な
心
持
で
あ
っ
た,  

(

「
倫
敦
塔
」
『
帝
国
文
学
』

一
月
号

明
、
治
一r

「
八
年
一
月
十
日)  

③
丑
松
は
大
急
ぎ
で
下
宿
に
帰
っ
た,

月
給
を
受
け
取
っ
て
来
て
妙
に
気
強

い
や
う
な
心
地
に
な
っ
た
。
昨
日
は
湯
に
も
入
ら
ず
、
煙
草
も
買
は
ず
、

早
く
蓮
華
寺
へ
、
と
思
ひ
あ
せ
る
ば
か
り
で
、
暗
い
一
日
を
過
ご
し
た
の

で
あ
る
。
実
際
懷
に
は
一
文
の
小
使
も
な
く
て
、
笑
ふ
と
い
ふ
気
に
誰
が

な
ら
う
。                  (

島
崎
藤
村
『
破
戒
』
自
費
刊
行
、
明
治
三r-

・h:-

一
年
三
月)  

ま
ず
③
の
島
崎
藤
村
の
『
破
戒
』
の
く
語
り
手>

は
瀬
川
丑
松
の
内
面
を
代
弁

す
る
か
の
よ
う
に
、
彼
の
視
点
に
寄
り
添
い
、
日
立
た
な
い
位
置
か
ら
語
っ
て

い
る,

そ
れ
に
対
し
て
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
「
倫
敦
塔
」
で
は
、<

語
り

手>

が
主
人
公
と
な
る
一
人
称
の
く
語
り>

が
採
用
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

「
吾
輩
」
あ
る
い
は
「
余
」
と
い
う
人
物
が
く
視
点
人
物>

と
く
語
り
手>

の

双
方
を
担
う
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
、
ま
た
こ
の
二
つ
の
物
語
が
回
想
形
式
に

よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
一
定
の
時
間
が
経
過
し
た
時
点
か
ら
、

自
ら
体
験
し
た
出
来
事
を
報
告
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
出
来
事
に
直
面
し
た
く
語

り
手>

が
何
を
感
じ
、
何
を
考
え
た
か
、
自
ら
の
意
識
の
流
れ
・
心
理
の
動
き

を
克
明
に
た
ど
り
再
現
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。  

そ
も
そ
も
「
視
点
人

物
」
と
「
語
り
手
」
が
一
致
す
る
場
合
、
物
語
内
の
出
来
事
は
す
へ
て
「
視
点

人
物
」
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
我
々
読
者
は
あ
く
ま
で
も
物
語

内
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
、<

語
り
手>

の
主
観
に
左
右
さ
れ
た
、
偏
っ
た
頼
り

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
読
み
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

ま

た
く
語
り
手>

自
ら
の
意
識
の
流
れ
・
心
理
の
動
き
を
克
明
に
た
ど
り
再
現
す

る
こ
と
に
も
ま
た
限
界
が
あ
る,

漱
石
は
『
文
学
論
』
第
三
編
冒
頭
に
お
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る,

如
此
く
文
章
の
上
に
於
て
示
さ
れ
た
意
識
は
極
め
て
省
略
的
の
も
の

な
る
を
以
て
、
仮
令
短
時
間
の
心
的
状
態
と
雖
も
其
一
々
の
推
移
を
遺
憾

な
く
文
字
を
以
て
連
続
的
に
描
し
出
さ
ん
こ
と
は
到
底
人
力
の
企
て
及



ぶ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
ぺ
く
、
か
の
所
謂
写
実
主
義
な
る
も
の
も
厳
正
な

る
意
義
に
於
て
は
全
然
無
意
味
な
る
を
知
る
べ
し,(

『
文
学
論
』
第
三
一
編)

こ
こ
で
は
く
現
実
の
人
間
の
意
識>

か
ら
、<

描
か
れ
た
意
識>

の
限
界
に

つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、  

こ
れ
と
同
様
の
記
述
を
『
吾
輩
は
猫
で

あ
る
』
第
五
章
冒
頭
に
見
る
こ
と
が
で
き
る,

二
十
四
時
間
の
出
来
事
を
洩
れ
な
く
書
い
て
、
洩
れ
な
く
読
む
に
は
少

な
く
と
も
二
十
四
時
間
かA
る
だ
ら
う
、
い
く
ら
写
生
文
を
鼓
舞
す
る
吾

輩
で
も
是
は
到
底
猫
の
企
て
及
ぶ
ぺ
か
ら
ざ
る
芸
当
と
自
白
せ
ざ
る
を

得
な
い
。(

『
一:

一
一::

一
一
一
ー
一
一
…
一
は--m

で
あ
る
』
一
・::-)

こ
の
よ
う
に
人
間
の
「
意
識
の
流
」
を
全
て
書
き
記
す
こ
と
の
不
可
能
性
を

繰
り
返
す
時
、
漱
石
は
ま
ず
く
客
観
的
真
実
・
写
実
的
描
写>

な
ど
と
い
う
も

の
は
す
で
に
あ
り
得
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
我
々
の
経
験
の
全
て
で
あ
る
は
ず

の
く
個
人
的
な
知
覚
や
意
識
の
流
れ>

も
ま
た
、
確
実
に
提
え
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
が
見
え
て
い
た,

そ
れ
は
っ
ま
り
漱
石
が
小
説
の
く
虚
構
性>
、

す
な
わ
ち
く
表
現>

と
く
表
現
さ
れ
る
べ
き
現
実>

と
の
ず
れ(

差
異)

と
い

う
も
の
に
対
し
て
、
常
に
意
識
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る,

漱
石
は

ま
さ
に
一
人
称
の
く
語
り>

の
限
界
と
、
回
想
形
式
の
限
界
を
見
据
え
つ
つ
、

そ
れ
を
逆
手
に
取
り
、<

語
り
手>

自
体
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
重
要
な
仕
掛
け

で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
創
作
を
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
一

『
漾
虚
集
』
に
は
「
倫
敦
塔
」
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
「
琴
の
そ
ら
音
」
「
趣

味
の
遺
伝
」
の
四
つ
の
一
人
称
の
く
語
り>

の
物
語
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
四
作
品
と
も
共
通
し
て
、<

語
り
手>

に
よ
っ
て
煽
ら
れ
た
読
者
の
期
待

は
、
結
末
に
お
い
て
翻
さ
れ
る
と
い
う
構
図
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
の
期
待
と

翻
さ
れ
た
現
実
の
差
異
が
く
ア
イ
ロ:1>

と
な
る,

こ
の
く
ア
イ
ロ:1>

  

を
意
識
的
に
作
り
出
す
こ
と
が
創
作
の
意
図
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
く
小
説
の

虚
構
性>

と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
漱
石
初
期
作
品
に
お
け

る<

ア
イ
ロ
ニ
ー
性>

が
、
そ
の
創
作
の
技
法
と
関
わ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
漱

石
固
有
の
表
現
と
し
て
形
象
さ
れ
た
か
を
解
明
し
た
い
。  

四
つ
の
作
品
に
共
通
す
る
も
の

そ
も
そ
も
『
漾
虚
集
』
中
の
一
人
称
の
く
語
り>

の
物
語
で
あ
る
「
倫
敦

塔
」
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
「
琴
の
そ
ら
音
」
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
四
作
品
は
、

採
用
さ
れ
た
小
説
の
技
法
、
作
品
の
枠
組
み
、
人
物
設
定
等
、
そ
の
内
実
を
探

る
と
次
の
よ
う
な
共
通
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る,

①
「
余
」
と
い
う
一
人
称
の
く
語
り>

が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と,

②
い
ず
れ
も
く
回
想
の
物
語>

で
あ
る
こ
と,

(

一o
)

③
読
者
を
強
く
誘
導
す
る<

語
り>

(In
tru

sive
  N

arrative
)

が
採
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

④<

視
点
人
物>

で
あ
り
、<

語
り
手>

で
も
あ
る
「
余
」
の
認
識
し
た
こ

と
・
意
識
の
変
化
を
徹
底
的
に
な
ぞ
る
物
語
で
あ
る
こ
と
。  
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⑤
「
余
」
の
移
動
に
伴
っ
て
体
験
さ
れ
た
く
意
識
の
高
ま
り>

を
克
明
に
描

き
出
し
て
い
る
こ
と,

⑥
い
ず
れ
の
場
合
も
、
「
余
」
は
く
教
育
程
度
の
高
い
人
物><

想
像
力
豊
か

な
人
物>
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑦
作
中
で
は
常
に
二
つ
の
時
間
の
流
れ
が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(6)

⑧
「
余
」
の
認
識
や
思
考
が
く
世
俗
的
な
も
の>

に
よ
っ
て
「
相
対
化
」
さ

れ
て
い
る
こ
と,

⑨
い
ず
れ
の
場
合
も
く
生
と
死
に
関
わ
る
問
題>

を
扱
っ
て
い
る
こ
と
。

①
の
一
人
称
の
く
語
り>

が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で

も
な
い
だ
ろ
う
。
②
に
つ
い
て
は
、
「
倫
敦
塔
」
と
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」

で
は
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、
ま
た
「
琴
の
そ
ら
音
」
と
「
趣
味
の
遺
伝
」
に
お

い
て
は
そ
の
末
尾
に
お
い
て
、
物
語
全
体
が
回
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

判
明
す
る
。
③
に
関
し
て
は
四
作
品
と
も
く
語
り
手>

で
あ
る
「
余
」
が
眼
前

に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
出
来
事
を
報
告
す
る
の
み
な
ら
ず
、
自
由
に
登
場
人
物
の

内
面
に
立
ち
入
り
、
時
に
は
彼
ら
の
思
考
に
「
余
」
自
身
の
価
値
観
が
強
く
投

影
さ
れ
た
解
説
を
加
え
、
感
慨
を
披
露
し
、
一
競
舌
で
、
物
語
の
展
開
に
頓
着
す

る
こ
と
な
く
自
由
に
介
入
す
る
イ
ン
ト
ゥ
ル
ー
シ
フ
・
ナ
ラ
テ
ィ
ブ

(In
tru

s
iv

e
  N

a
rra

tiv
e
)

の
典
型
で
あ
る,

④
と
⑤
に
つ
い
て
は
①
と
も
連

動
し
て
お
り
、<

視
点
人
物>

と^

語
り
手>

の
双
方
を
担
う
も
の
と
し
て
設

定
さ
れ
た
時
点
で
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
の
だ
が
、
「
倫
敦
塔
」
と
「
カ
ー
ラ

イ
ル
博
物
館
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
漱
石
の
留
学
地
ロ
ン
ド
ン
に
実
在
す

る
建
造
物
の
内
部
空
間
の
移
動
に
伴
う
く
意
識
の
流
れ
・
意
識
の
高
ま
り>

が

詳
細
に
再
現
さ
れ
、
「
琴
の
そ
ら
音
」
で
は
津
田
か
ら
聞
い
た^

夫
の
出
征
中

に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
こ
じ
ら
せ
て
死
ん
だ
若
妻
の
話>

が
、
白
山
御
殿
町
か

ら
小
石
川
に
あ
る
「
余
」
の
自
宅
に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
間
に
、<

許
婚
者
の

露
子
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
こ
じ
ら
せ
て
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い>

と
い
う
「
恐

怖
」
に
変
容
し
て
、
そ
の
「
恐
怖
」
が
徐
々
に
増
幅
さ
れ
高
ま
っ
て
ゆ
く
様
子

が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
「
趣
味
の
遺
伝
」
で
は
、
ま
ず
冒
頭
で
凱
旋

し
た
将
軍
の
顔
と
そ
の
様
子
を
見
た
時
「
胸
の
中
に
名
状
し
が
た
い
波
動
が
込

み
上
げ
て
来
」(

一)

る
場
面
と
、
「
寂
光
院
」
で
の
出
会
い
以
後
「
只
あ
の
不

思
議
な
女
の
素
性
と
浩
さ
ん
と
の
関
係
が
知
り
た
い
の
で
頭
が
一
杯
に
な
っ

て
」
「
冷
静
な
好
奇
獣
と
も
称
す
べ
き
代
物
」
に
な
る
場
面
の
二
箇
所
に
お
い

て
く
意
識
の
高
ま
り>

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
⑥
に
つ
い
て
は
、

「
倫
敦
塔
」
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
中
の
「
余
」
は
「
留
学
」
経
験
者
で
あ

る
こ
と
、
「
琴
の
そ
ら
音
」
の
「
余
」
は
「
法
学
士
」
で
あ
り
、
「
趣
味
の
遺

伝
」
の
「
余
」
は
「
西
片
町
に
住
む
学
者
」(

二)

で
あ
っ
た,

ま
た
く
想
像

力
豊
か
な
人
物>

と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
四
作
品
と
も
「
余
」
は
単
に
「
余
」

の
視
点
に
よ
っ
て
写
し
取
ら
れ
た
現
実
の
状
況
を
伝
え
る
の
み
な
ら
ず
、
空
想

を
含
め
て
眼
前
の
光
景
か
ら
連
想
さ
れ
た
「
余
」
の
認
識
や
意
識
を
伝
え
る
傾

向
に
あ
る,
「
倫
敦
塔
」
で
は
ェ
ド
ワ
ー
ド
四
世
の
二
人
の
王
子
の
場
面
や



ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
ー
処
刑
の
場
面
、
ま
た
塔
中
で
出
会
っ
た
「
七
つ
許
り
の
男

の
子
を
連
れ
た
若
い
女
」  

に
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
ー
の
姿
を
投
影
し
て
ゆ
く
場
面

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る,

「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
で
は
、
作
品
冒
頭
の
ハ
イ
ド
・  

パ
ー
ク
で
の
「
カ
ー
ラ
イ
ル
と
演
説
使
ひ
の
話
」
を
再
現
し
た
場
面
や
、
博
物

館
内
都
で
階
上
へ  

「
上
が
れ
ば
上
る
程
一
性
し
い
心
持
が
起
こ
り
さ
う
で
あ
る
」

と
い
う
箇
所
か
ら
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
想
像
力
豊
か
な
と
い
う
意

(7)

味
に
加
え
て
、
「
常
態
喪
失
」
す
な
わ
ち
く
常
な
ら
ぬ
自
分
を
自
覚
す
る>

と

い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
「
琴
の
そ
ら
音
」
の
「
余
」
は
く
許
婚
者
の
死
の
恐
怖>

  

に
怯
え
た
自
分
の
姿
を
振
り
返
り
、
「
し
て
見
る
と
昨
夜
は
全
く
狸
に
致
さ
れ

た
訳
か
な
と
、
一
人
で
愛
想
を
つ
か
し
」
て
い
た
し
、
「
趣
味
の
遺
伝
」
の

「
余
」
は
「
此
日
に
於
け
る
余
は
平
生
の
様
な
同
情
的
動
物
で
は
な
い,

全
く

冷
静
な
好
奇
獣
と
も
称
す
べ
き
代
物
に
化
し
て
居
た
」
と
自
分
の
状
態
を
振
り

返
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
⑧
の
「
相
対
化
」
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
、
こ
こ
で
漱

石
は
巧
妙
に
彼
ら
が
一
様
に
平
生
と
は
異
な
る
状
況
の
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

体
験
を
し
て
い
る
こ
と
を
強
く
読
者
に
印
象
づ
け
た
上
で
物
語
を
進
め
て
い

る
の
で
あ
る
。

ま
た
⑦
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
②
の
く
回
想
の
物
語>

で
あ
る
こ
と
と
連
動

し
て
、
四
作
品
と
も
作
中
に
お
い
て
、
常
に
二
つ
の
時
間
の
流
れ
・
二
つ
の
物

語
が
対
比
さ
れ
て
い
る,

こ
れ
は
単
に
く
過
去>

と
く
小
説
的
現
在>

の
時
間

が
常
に
対
比
さ
れ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、<

小
説
的
現
在>

の
物
語
に
く
過
去>

  

の
物
語
が
投
影
さ
れ
る
こ
と
で
、<

小
説
的
現
在>

の
物
語
が
成
立
す
る
と
い

う
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る,

例
え
ば
「
倫
敦
塔
」
に
お
い
て

は
、
「
余
」
は
塔
の
中
で
非
業
の
死
を
遂
げ
た
く
過
去>

の
人
物
の
物
語
を
い

く
つ
か
の
場
所
に
お
い
て
想
像
す
る
の
み
な
ら
ず
、
「
余
」
は
塔
見
物
の
道
連

れ
と
な
っ
た
「
七
つ
許
り
の
男
の
子
を
連
れ
た
若
い
女
」
と
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
ー

の
物
語
を
重
ね
合
わ
せ
て
ゆ
く
し
、
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
に
お
い
て
は
、

そ
の
著
作
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
カ
ー
ラ
イ
ル
と
そ
の
遺
品
・
旧
居
か
ら

想
像
さ
れ
る
生
活
者
と
し
て
の
カ
ー
ラ
イ
ル
が
対
比
さ
れ
て
い
た,

「
琴
の
そ

ら
音
」
に
お
い
て
は
、
津
田
真
方
が
語
っ
た
日
露
戦
争
で
く
夫
が
出
征
中
に
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
こ
じ
ら
せ
て
死
ん
だ
若
妻>

の
物
語
が
、<

「
余
」
の
許
婚
者

露
子
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
患
し
て
臥
せ
っ
て
い
る>

と
い
う
現
実
に
重
ね

合
わ
さ
れ
て
い
た
し
、
「
趣
味
の
遺
伝
」
で
は
く
二
人
の
祖
先
の
悲
恋
の
物
語>

  

が
く
浩
さ
ん
と
寂
光
院
の
女
の
悲
恋
の
物
語>

に
投
影
・
吸
収
さ
れ
る
こ
と
で
、

物
語
が
成
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
⑧
の
「
相
対
化
」
の
問
題
は
、
「
倫
敦
塔
」
に
お
い
て
は
「
余
」
の
ロ

ン
ド
ン
塔
内
部
で
の
認
識
は
こ
と
ご
と
く
最
終
部
の
「
宿
の
主
人
」
に
よ
っ
て

相
対
化
さ
れ
て
い
た
し
、
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
で
の
案
内
人
の
声
は
、
「
余
」

の
認
識
を
現
実
に
引
き
戻
す
役
割
を
果
た
し
て
い
た,

ま
た
「
琴
の
そ
ら
音
」
で

は
「
余
」
は
「
床
屋
」
の
職
人
と
そ
こ
に
集
う
市
井
の
人
々
と
の
会
話
に
よ
っ

て
、<

許
婚
者
の
死
の
恐
怖>

に
怯
え
た
自
ら
の
行
動
と
心
理
と
を
相
対
化
さ



れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
趣
味
の
遺
伝
」
に
お
け
る
「
相
対
化
」
の
問
題
は
、

と
り
わ
け
「
余
」
が
「
清
き
涼
し
き
涙
」
を
流
す
と
い
う
行
為
の
中
に
現
れ
て

ま
さ
に
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

ア
イ
ロ
ニ
ー
」

と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
の
だ
が

こ
れ
こ
そ
漱
石
が
く
小
説
の
虚
構
性>

と

く
る,

「
余
」

が

<

現
実
に
引
き
戻
さ
れ
る>

  

の
は

ま
さ
に
凱
旋
し
た
将
軍

の
現
実
一
日
に
焼
け
、
白
髪
が
増
え
、
痩
せ
、
老
い
た
姿-

を
目
に
し
た

時
で
あ
っ
た
し
、
本
来
な
ら
ば
三
人
で
寄
り
添
う
べ
き
は
ず
の
と
こ
ろ
を
、
肝

心
の
「
浩
さ
ん
」
抜
き
で

そ
の
母
と
妻
に
な
る
べ
き
は
ず
の
女
性
と
が
残
さ

れ
、
そ
れ
で
も
な
お
仲
睦
ま
じ
い
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
に
、
「
余
」
は

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(8)

戦

争
の
現
実
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は

「
相
対
化
」
の
問
題
は
単
に
「
余
」

を
現
実
に
引
き
戻
す
と
い
う

『漾虚集』における漱石のアイロニー

こ
と
だ
け
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
倫
敦
塔
」
と
「
琴
の
そ
ら
音
」

で
作
品
最
終
部
に
お
い
て
「
余
」
の
認
識
が
現
実
に
引
き
戻
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は

そ
の
直
前
ま
で
の
記
述
内
容
が
果
た
し
て
き
た
効
果
が
全
て
覆
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る

ま
た
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
で
は
、
徹
底
し
て
「
一  

八
三
四
年
の
チ
ェ
ル
シ
ー
と
今
日
の
チ
ェ
ル
シ
ー
」と
を
比
較
す
る
こ
と
で

<

「
余
」

の
抱
く
カ
ー
ラ
イ
ル
像>

  

と

<

生
活
者
と
し
て
の
カ
ー
ラ
イ
ル
像>

  

と
の
乖
離
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。  

「
趣
味
の
遺
伝
」

に
お
い
て
も
同
様
で

た
と
え
「
余
」

の
抱
い
た
謎
は
解
明
さ
れ
て
も

「
浩
さ
ん
」

の
死
と
い
う
動

か
し
が
た
い
現
実
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
が

「
余
」

が
本
当
に
気

つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
に
作
品
を
描
き
つ
つ
、

一
方
で
自
ら
そ
の
作
品
に
距
離
を
取
る
と
い
う
こ
の
芸
術
的
反
省
の
態
度
は
、

い
う
も
の
に
対
し
て
常
に
意
識
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
⑨
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
四
作
品
に
一
貫
し
て^

生
と
死
の
問
題>

が
取

り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
は
な
い
が
、
注
目
す
べ
き
は^

虚
構
性>

の
問

題
と
関
わ
っ
て
、
「
倫
敦
塔
」
と
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
は
く
歴
史
的
に
実

在
し
た
人
物
の
死>

を
め
ぐ
る<

虚
構
の
物
語>

で
あ
り
、
「
琴
の
そ
ら
音
」

と
「
趣
味
の
遺
伝
」
は
く
現
実
の
歴
史
的
事
件>

を
め
ぐ
る<

虚
構
の
人
物
の

死>

の
物
語
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る,

言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

「
倫
敦
塔
」
と
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
で
は
実
在
す
る
歴
史
的
建
造
物(

空

間)

を
背
景
に
、
実
在
し
た
歴
史
的
人
物
の
死
を
め
ぐ
っ
て
、<

語
り
手>

で

あ
る
「
余
」
の
く
意
識>

が
生
み
出
し
た
く
虚
構
の
物
語>

が
語
ら
れ
た
の
に

対
し
て
、
「
琴
の
そ
ら
音
」
と
「
趣
味
の
遺
伝
」
で
は
、
「
日
露
戦
争
」
下
の

「
四
月
三
日
」
、
あ
る
い
は
「
松
樹
山
の
突
撃
」(

「
趣
味
の
遺
伝
」
二)

と
い

う
現
実
の
日
付
を
背
景
に
、^

虚
構
の
人
物>

の
く
虚
構
の
物
語>

が
「
余
」

に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の
だ,

大
岡
昇
平
氏
が
『
漾
虚
集
』
創
作
の
意
図
に
言
及

し
て  

「
小
説
と
い
う
も
の
は
絵
空
事
で
あ
っ
て
も
い
い
ん
だ
と
い
う
考
え
は

(9)

『

文
学
論
』
を
ま
と
め
る
段
階
で
固
ま
っ
て
い
た
は
ず
」  

と
指
摘
し
た
よ
う
に'  

漱
石
は
こ
れ
ら
四
つ
の
作
品
の
中
で
共
通
す
る
多
く
の
要
素
を
ち
り
ば
め
つ

つ
、
よ
り
く
虚
構
性>

の
強
い
作
品
を
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る,

次



節
で
は
そ
の
内
実
を
検
討
し
た
い
。  

公
リ
チ
ャ
ー
ド
、そ
し
て
ジ
ェ
ー
ング
レ
ー)  

を
選
び
出
す,

そ
し
て
く
犯

し
た
罪
の
故
に
死
を
余
儀
な
く
さ
れ
る>

と
い
う
の
で
は
な
く

誰
か
の
子
供

投
影
さ
れ
た
過
去
の
物
語-

「
倫
敦
塔
」
と
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」

で
あ
っ
た
と
か

誰
か
の
妻
で
あ
っ
た
と
い
う
彼
ら
の
く
存
在
そ
の
も
の
の
故

に
殺
害
さ
れ
る>

と
い
う
彼
ら
の
死
に
強
く
共
鳴
し

そ
こ
で
く
歴
史
的
に
実

前
節
に
お
い
て
は
、
「
倫
敦
塔
」
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
「
琴
の
そ
ら
音
」

「
趣
味
の
遺
伝
」
の
四
作
品
に
つ
い
て
共
通
項
を
検
証
し
て
き
た
が
、
ま
ず

「
倫
敦
塔
」
と
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
で
は
現
実
に
存
在
す
る
歴
史
的
建
造

物
や
歴
史
的
遺
物
の
内
部
を
巡
る
「
余
」
の
く
意
識>

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の

建
造
物
と
そ
こ
に
生
き
た
人
間
と
を
関
連
付
け
意
味
付
け
す
る
こ
と
で
物
語

が
成
立
し
て
い
る
。
つ
ま
り
歴
史
と
は
、
そ
れ
を
後
で
吟
味
す
る
人
間
が
そ
こ

に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
見
出
す
か
と
い
う
一
点
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ

(10)

と
な
の
で
あ
る
が
、
か
っ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
「
倫
敦
塔
」
で
の
「
余
」
の
空

想
は
、
塔
内
の
二
つ
の
空
間
一
血
塔
と
ボ
ー
シ
ャ
ン
塔
に
「
余
」
の
該
博
な

知
識
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
ド
ラ
ロ
ー
シ
ュ
の
絵
画
「
ェ
ド
ワ
ー
ド
の
王
子
た

ち
」

「
ジ
ェ
ー
ン

グ
レ
ー
の
処
刑
」

ま
た
文
学
で
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の

『
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
』

ェ
イ
ン
ズ
ワ
ー
ス
の
『
ロ
ン
ド
ン
塔
』

の
四
つ
の
テ

ク
ス
ト
が
投
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た,  

「
余
」
は
ま
ず
ロ
ン
ド
ン
塔
で
命
を
落
と
し
た
数
多
の
人
間
の
中
か
ら
、
「
い

(11)

ず
れ
も
自
分
の
意
思
か
ら
で
た
行
為
で
処
刑
さ
れ
た
の
で
は
な
い
」  

人
物
た

ち(

ェ
ド
ヮ
ー
ド
四
世
の
二
人
の
王
子
ウ
ェ
ー
ル
ズ
公
エ
ド
ヮ
ー
ド
と
ヨ
ー
ク

在
し
た
人
物
の
死>

を
め
ぐ
る<

虚
構
の
物
語>

を
我
々
読
者
の
前
に
開
示
し

て
い
る,

さ
ら
に
「
余
」
は
く
小
説
的
現
在>

と
く
過
去>

の
二
つ
の
時
間
を

交
差
さ
せ
て
、
塔
内
で
出
会
っ
た
「
七
つ
許
り
の
男
の
子
を
連
れ
た
若
い
女
」

に
、
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
ー
の
物
語
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
「
余
」
は
、

こ
の
「
若
い
女
」
に
対
し
て
、
「
怪
し
い
女
」
「
例
の
怪
し
き
女
」
「
益
不
思
議

な
女
だ
と
思
ふ
」
「
さ
う
云
へ
ば
今
ダ
ッ
ド
レ
ー
と
云
っ
た
と
き(

中
略)

恰

も
己
の
家
名
を
名
乗
っ
た
如
く
に
感
ぜ
ら
るA

」  

「
恰
も
ジ
ョ
ン
は
自
分
の
兄

弟
の
如
き
口
調
で
あ
る
」
「
余
は
益
此
女
を
怪
し
く
思
ふ
」
「
気
味
が
悪
く
な
っ

た
か
ら
通
り
過
ぎ
て
先
へ
抜
け
る
」
等
の
表
現
を
繰
り
返
す
こ
と
で
強
い
関
心

を
示
し
、
読
者
が
否
応
な
く
こ
の
「
若
い
女
」
と
「
ギ
ル
ド
フ
ォ
ー
ド
・
ダ
ッ

ド
レ
ー
」
と
を
関
連
付
け
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
強
引
な
く
語
り>

に
よ
っ
て
、

ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
ー
の
「
其
薄
命
と
無
残
の
最
後
」
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る,

ま
た
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
で
は
、
「
余
」
は
カ
ー
ラ
イ
ル
と
い
う
一
人

の
人
物
の
一
生
を
、
彼
の
生
活
空
間
を
た
ど
る
こ
と
、
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
生

活
空
間
と
い
う
別
の
テ
ク
ス
ト
を
投
影
す
る
こ
と
で
、
カ
ー
ラ
イ
ル
そ
の
人
の
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人
生
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
の
だ,  

し
か
も
こ
こ
で
比
較
さ
れ
る
の
は
、
し
ば

し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
カ
ー
ラ
イ
ル
が
生
き
た
百
年
前
の

ロ
ン
ド
ン
と
「
余
」
が
訪
問
し
た
二
十
世
紀
の
ロ
ン
ド
ン
、
カ
ー
ラ
イ
ル
の
思

想
と
カ
ー
ラ
イ
ル
の
日
常
生
活
と
い
う
具
合
に
、
そ
こ
に
確
実
に
大
き
な
隔
た

り
が
あ
る
事
柄
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
優
れ
た
業
績
で
あ
ろ
う
と
も
、

あ
る
い
は
ま
た
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
非
凡
な
足
跡
を
残
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら

は
限
り
な
く
平
凡
で
時
に
は
滑
稽
と
も
称
す
べ
き
日
常
の
瑣
末
な
出
来
事

l

食
事
や
入
浴
や
散
歩
と
い
っ
た
類
の
行
動-

に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
、
漱
石
は
「
余
」
を
カ
ー
ラ
イ
ル
の
住
居
を
隈
な
く
移
動
さ
せ
、
ま
た

<

窓
か
ら
顔
を
出
し
そ
こ
か
ら
周
囲
を
眺
め
る>

と
い
う
行
為
を
繰
り
返
さ
せ

る
こ
と
で
、
再
構
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。  

あ
り
し
世
を
偲
ば
し
む
る
の
具
と
な
る
に
過
ぎ
な
い,

わ
れ
は
去
る
、
わ

れ
を
伝
ふ
る
も
の
は
残
る
と
思
ふ
は
、
去
る
わ
れ
を
傷
ま
し
む
る
媒
介
物

の
残
る
意
に
て
、
わ
れ
其
物
の
残
る
意
に
あ
ら
ざ
る
を
忘
れ
た
る
人
の
言

葉
と
思
ふ,

未
来
の
世
迄
反
語
を
伝
え
て
泡
沫
の
身
を
嘲
る
人
の
な
す
事

と
思
ふ
。
余
は
死
ぬ
時
に
辞
世
も
作
る
ま
い
。
死
ん
だ
後
は
墓
碑
も
建

てA

も
ら
ふ
ま
い,

肉
は
焼
き
骨
は
粉
に
し
て
西
風
の
強
く
吹
く
日
大
空

に
向
っ
て
撒
き
散
ら
し
て
も
ら
は
う
杯
と
入
ら
ざ
る
取
越
苦
労
を
す
る
。  

し
か
し
こ
の
「
余
」
の
感
慨
は
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
題
辞
が
「
線
と
な
り
字
と

な
っ
て
生
き
」
る
こ
と
で
あ
り
、
「
生
を
欲
す
る
執
着
の
魂
魄
」
で
あ
る
と
い

う
く
人
間
は
遅
か
れ
早
か
れ
、
必
ず
死
ぬ
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

生
き
た
証
を
残
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か>

と
い
う
正
反
対
の
感
慨
を
も
引

し
か
も

こ
の
「
倫
敦
塔
」
と
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
と
い
う
二
つ
の
作

き
起
こ
し
て
い
る

何
故
な
ら
「
余
」
が
「
死
ぬ
時
に
辞
世
も
作
る
ま
い

墓

品
を
支
え
る
の
は
く
中
身
で
あ
る
人
間
自
体
が
い
な
く
な
っ
て
い
る
の
に
、
単

な
る
抜
け
殼
に
過
ぎ
な
い
建
造
物
・
一
肩
書
き
等
が
残
っ
て
い
る
こ
と
の
ア
イ
ロ

ニ
ー>

に
他
な
ら
な
い,

例
え
ば
ボ
ー
シ
ャ
ン
塔
一
階
の
壁
に
刻
ま
れ
た
「
九

十
一
種
の
題
辞
」
を
前
に
し
て
「
余
」
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

世
に
反
語
と
い
ふ
が
あ
る,

白
と
い
ふ
て
黒
を
意
味
し
、
小
と
唱
え
て

大
を
思
は
し
む,

凡
て
の
反
語
の
う
ち
自
ら
知
ら
ず
し
て
後
世
に
残
す
反

語
程
猛
烈
な
る
は
ま
た
と
あ
る
ま
い,

墓
碼
と
云
ひ
、
記
念
碑
と
い
ひ
、

賞
牌
と
云
ひ
、
授
賞
と
云
ひ
此
等
が
存
在
す
る
限
り
は
、
空
し
き
物
質
に
、

碑
も
建
てA

も
ら
ふ
ま
い
」
と
勝
手
な
こ
と
を
想
像
で
き
る
の
も
、
彼
ら
が
残

し
た
く
中
身
な
き
抜
け
殻>

で
あ
る
過
去
の
遺
物
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る

か
ら
こ
そ
の
言
葉
で
あ
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
こ
の
言
葉
は
、<

語
り
手>

で
あ

る
「
余
」
の
今
語
っ
て
い
る
行
為
・
現
に
語
り
つ
つ
あ
る
行
為
に
つ
い
て
の
自

己
矛
盾
を
指
摘
す
る
言
葉
に
も
な
っ
て
い
る
。

「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
に
お
い
て
も
、
事
情
は
同
様
で
あ
る
。

カ
ー
ラ
イ
ル
は
居
ら
ぬ
。
演
説
者
も
死
ん
だ
で
あ
ら
う,

然
し
チ
ェ
ル

シ
ー
は
以
前
の
如
く
存
在
し
て
居
る
。
否
彼
の
多
年
住
み
古
し
た
家
屋
敷
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さ
へ
今
猶
厳
然
と
保
存
せ
ら
れ
て
あ
る,  

一
七
〇
八
年
チ
ェ
イ
ン
、
ロ
ウ

が
出
来
て
よ
り
以
来
幾
多
の
主
人
を
迎
へ
幾
多
の
主
人
を
送
っ
た
か
は

知
ら
ぬ
が
兎
に
角
今
日
迄
昔
の
儘
で
残
っ
て
居
る'

カ
ー
ラ
イ
ル
の
没
後

は
有
志
家
の
発
起
で
彼
の
生
前
使
用
し
た
る
器
物
調
度
図
書
典
籍
を
蒐

め
て
之
を
各
室
に
按
配
し
好
事
の
も
の
に
は
何
時
で
も
縦
覧
せ
し
む
る

便
宜
さ
へ
謀
ら
れ
た,(
中
略)

只
カ
ー
ラ
イ
ル
の
旧-lf

の
み
は
六
ペ
ン

ス
を
払
へ
ば
何
人
で
も
ま
た
何
時
で
も
随
意
に
観
覧
が
出
来
る,

さ
ら
に
は
次
の
箇
所
で
あ
る,

其
外
に
カ
ー
ラ
イ
ル
の
八
十
の
誕
生
日
の
記
念
の
為
に
鋳
た
と
い
ふ

銀
牌
と
銅
牌
が
あ
る
。
金
牌
は
一
つ
も
な
か
っ
た
様
だ
。
凡
て
の
牌
と
名

の
つ
く
も
の
が
無
暗
に
か
ち
く
し
て
何
時
迄
も
平
気
に
残
っ
て
居
る

の
を
、
も
ら
う
た
者
の
畑
の
如
き
寿
命
と
対
照
し
て
考
へ
る
と
妙
な
感
じ

が
す
る,

こ
の
よ
う
に
「
倫
敦
塔
」
と
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
に
お
い
て
は
、
繰
り

返
し
く
死
に
絶
え
て
い
っ
た
人
間>

と
く
何
世
紀
も
の
時
代
を
経
て
な
お
現
存

す
る
建
造
物
や
什
器>

と
が
対
比
さ
れ
、<

中
身
で
あ
る
人
間
自
体
が
い
な
く

な
っ
て
い
る
の
に
、  

単
な
る
抜
け
殻
に
過
ぎ
な
い
建
造
物
・
肩
書
き
そ
の
他
が

残
っ
て
い
る
こ
と
の
ア
イ
ロ:1>

が
強
調
さ
れ
て
い
る,

さ
ら
に
遺
さ
れ
た

建
造
物
に
は
「
六
ペ
ン
ス
を
払
へ
ば
何
人
で
も
ま
た
何
時
で
も
随
意
に
観
覧
」

で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
新
た
な
物
語
が
再
生
さ
れ
続
け
る

の
だ
。  

四

投
影
さ
れ
た
過
去
の
物
語-

「
琴
の
そ
ら
音
」
と
「
趣
味
の:i

・
伝
」

さ
て
「
琴
の
そ
ら
音
」
と
「
趣
味
の
遺
伝
」
も
ま
た
、
作
品
内
部
の
も
う
一  

つ
の
物
語
の
枠
組
み
が
、
現
在
進
行
し
つ
つ
あ
る
物
語
に
投
影
さ
れ
る
こ
と
で'  

現
在
の
物
語
の
枠
組
み
が
完
成
す
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る,  

「
琴
の
そ

ら
音
」
で
は
、
津
田
の
語
る<

夫
の
出
征
中
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
こ
じ
ら
せ

て
死
ん
だ
若
妻
の
話>

と
い
う
物
語
と
、
使
用
人
の
「
婆
さ
ん
」
の
語
る<

本

郷
か
ら
小
石
川
の
方
へ
動
く
と
家
内
の
若
い
女
に
一
崇
り
が
あ
る>

と
い
う
可
能

性
と
し
て
の
物
語
が
結
び
合
わ
さ
れ
、<

結
婚
を
控
え
て
許
婚
者
の
露
子
が
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
患
し
て
い
る>

と
い
う
「
余
」
の
現
在
の
物
語
に
投
影
さ

れ
る
こ
と
で
、  

新
た
な
る
物
語
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る,

ま
ず
作
品
は
日
露
戦
争
下
の
四
月
三
日
の
夕
刻
、
友
人
の
文
学
士
津
田
真
方

(12)

の
下
宿
を
訪
問
し
た
法
学
士
の
「
余
」
と
の
会
話
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の

津
田
の
下
宿
で
の
会
話
に
よ
っ
て
、
物
語
の
前
提
と
な
る
実
に
様
々
な
情
報
が

読
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る,

津
田
と
「
余
」
は
高
等
学
校
時
代
か
ら
の
友
人
で

あ
る
こ
と
、
大
学
で
の
専
攻
は
異
な
る
も
の
の
卒
業
後
も
交
流
を
続
け
て
い
る

こ
と
、
津
田
は
心
理
学
者
で
現
在
「
幽
霊
」
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
こ
と
、

「
余
」
は
四
谷
に
住
む
宇
野
露
子
と
の
結
婚
を
控
え
、
最
近
本
郷
の
下
宿
を
引
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き
払
い
、
宇
野
家
の
斡
旋
で
お
手
伝
い
の
婆
や
を
雇
い
、
月
七
円
五
十
銭
の
家

を
借
り
て
住
み
始
め
た
こ
と
等
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
柄
を

前
提
と
し
て
「
余
」
が
津
田
に
語
っ
た
「
二
尸
を
構
え
た
」
「
主
人
」
と
し
て

の
他
愛
の
な
い
苦
労
話
に
端
を
発
し
て
、
会
話
は
「
余
」
の
予
想
も
し
な
か
っ

た
展
開
と
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
発
端
と
な
る
の
が
使
用
人
の
「
婆
さ
ん
」
が

「
迷
信
」
深
い
人
物
で
、
「
月
に
二
三
返
は
伝
通
院
辺
の
何
と
か
云
ふ
坊
主
の

所
に
相
談
に
行
く
」
と
い
う
設
定
に
あ
る
。
こ
の
「
迷
信
」
深
い
「
婆
さ
ん
」

が
信
奉
す
る
「
坊
主
」
が
、
「
余
」
が
本
郷
か
ら
小
石
川
の
現
在
の
住
居
に
引
っ

越
し
を
す
る
に
あ
た
り
「
屹
度
家
内
に
不
幸
が
あ
る
」
「
若
い
女
に
祟
る
」
と

予
言
し
た
こ
と
で
、
「
婆
さ
ん
」
は
こ
の
予
言
を
「
余
」
が
こ
れ
か
ら
持
と
う

と
し
て
い
る
新
世
帯
と
、
未
来
の
妻
宇
野
露
子
に
あ
て
は
め
、
さ
ら
に
近
所
の

「
野
良
犬
の
遠
吠
」
を
何
か
の
異
変
の
前
兆
で
あ
る
と
決
め
付
け
、
そ
こ
へ
露

子
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
患
し
た
こ
と
か
ら
、
「
余
」
に
再
度
の
引
越
し
を

迫
り
い
さ
さ
か
閉
口
し
て
い
る
と
い
う
の
が
「
余
」
が
津
田
に
語
っ
た
話
の
内

容
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
や
否
や

津
田
の
様
子
が
変
わ
り
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
こ
じ
ら
せ
て
死
ん
だ
親
戚
の
若

い
女
性
の
話
を
す
る
に
及
ん
で
、
そ
れ
ま
で
の
冗
長
な
会
話
が
に
わ
か
に
別
の

様
相
を
帯
び
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
話
と
は
夫
の
出
征
中
に
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
を
こ
じ
ら
せ
て
死
ん
だ
若
妻
が
、
生
前
の
「
魂
魄
だ
け
は
御
傍
へ
行
っ
て
、

も
う
一
遍
御
目
に
懸
か
り
ま
す
」
と
い
う
約
束
ど
お
り
、
夫
に
持
た
せ
た
手
鏡

の
中
に
そ
の
姿
を
現
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
婆
さ
ん
」
の
話
を
「
迷

信
」
、
津
田
の
話
を
「
林
家
正
三
の
怪
談
」
と
し
て
取
り
合
わ
な
か
っ
た
「
余
」

が
、
津
田
が
さ
ら
に
「
現
に
僕
杯
も
其
手
紙
を
見
る
迄
は
信
じ
な
い
一
人
で
あ

っ
た
」
こ
と
を
語
る
に
及
ん
で
、
「
是
非
共
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
様
に
」
変

化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と

は
、
完
全
に
信
じ
る
こ
と
で
は
な
い
。<

本
当
は
信
じ
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

信
じ
ざ
る
を
得
な
い>

と
い
う
揺
ら
ぎ
の
た
だ
中
に
「
余
」
は
投
げ
出
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
き
て
「
余
」
の
読
者
に
向
け
て
の
く
語
り>

は

実
に
巧
妙
で
、
そ
も
そ
も
「
余
」
は
法
学
士
で
「
刻
下
の
事
件
を
有
の
儘
に
見

て
常
識
で
捌
い
て
行
く
」
合
理
主
義
を
旨
と
す
る
勤
め
人
で
あ
る
こ
と
か
ら

「
幽
霊
だ
、
崇
だ
、
因
縁
だ
杯
と
雲
を
掴
む
様
な
事
を
考
へ
る
の
は
一
番
嫌
で

あ
る
」
こ
と
を
提
示
し
、
さ
ら
に
「
頭
脳
は
余
よ
り
も
三
十
五
六
枚
方
明
晰
」

で
あ
る
津
田
が
「
躍
起
に
な
る
迄
弁
護
す
る
の
だ
か
ら
満
更
の
出
鱈
目
で
も
あ

る
ま
い
」
と
、
読
者
も
ま
た
半
信
半
疑
の
中
で
否
応
無
く
こ
の
「
幽
霊
談
」
を

信
じ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
状
況
に
追
い
込
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で

<

遠
景>

に
あ
っ
た
物
語
が
、
俄
か
に
真
実
味
を
帯
び
て^

前
景>

に
移
動
し
、

「
余
」
と
露
子
の
物
語
を
の
み
込
ん
で
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で

「
余
」
の
胸
に
植
え
付
け
ら
れ
た
く
許
婚
者
の
露
子
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
こ

じ
ら
せ
て
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い>

と
い
う
「
恐
怖
」
の
念
は
、
小
石
川
の
自
宅

に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
間
に
様
々
な
事
象
を
目
に
す
る
こ
と
で
徐
々
に
増
幅
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さ
れ
て
ゆ
く
。
花
冷
え
の
夜
の
寒
さ
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
聞
こ
え
て
く
る
鐘

の
音
、
降
り
出
し
た
雨
、
「
極
楽
水
」
の
暗
さ
・
陰
気
さ
、
「
乳
飲
み
子
」
の
葬

列
、
そ
の
葬
列
に
付
き
添
う
二
人
の
男
の
「
昨
日
生
ま
れ
て
今
日
死
ぬ
奴
も
あ

る
し
」
「
寿
命
だ
よ
、
全
く
寿
命
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
言
葉
、
切
支

丹
坂
の
張
札
、
「
茗
荷
谷
の
坂
の
中
途
」
に
見
え
た
「
赤
い
鮮
や
か
な
火
」
、
そ

し
て
そ
の
火
が
「
不
意
と
消
え
て
仕
舞
っ
た
」
こ
と
、
す
れ
ち
が
っ
た
巡
査
の

雨
で
ぬ
か
る
ん
だ
道
を
注
意
す
る
「
惡
い
か
ら
御
気
を
付
け
な
さ
い
」
と
い
う

言
葉
等
、
目
新
し
く
見
る
も
の
な
ど
何
一
つ
な
い
は
ず
で
あ
る
の
に

あ
り
ふ

れ
た
そ
れ
ら
の
現
実
が
全
く
違
っ
た
意
味
を
帯
び
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る

こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
乳
飲
み
子
」
の
葬
列
に
付
き
添
う

二
人
の
男
の
言
葉
と
、
ぬ
か
る
ん
だ
道
を
注
意
す
る
巡
査
の
言
葉
で
あ
る,

こ

こ
で
我
々
読
者
は
こ
れ
ら
の
言
葉
本
来
の
意
味
と
、
「
余
」
の
胸
中
の
不
安
に

よ
っ
て
生
じ
た
新
た
な
意
味
の
、
二
つ
の
意
味
の
間
で
生
ま
れ
た
「
恐
怖
」
を

「
余
」
と
共
に
味
わ
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
こ
そ
く
こ
と
ば
の
意
味
は
そ
の

も
の
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト(

文
脈)

に
よ
っ
て
決
定
す

れ
る
こ
と
に
な
る
。
相
対
化
さ
れ
る
の
は
「
余
」
の
心
理
だ
け
で
は
な
い,  

「
迷
信
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る<

理
性
的
判
断
か
ら
み
て
不
合
理

と
考
え
ら
れ
る
事
柄>

を
指
す
と
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
婆
さ
ん
」
の
語
つ

た
く
転
居
し
な
い
と
若
い
女
に
祟
る>

と
い
う
話
も
「
其
後
露
子
は
以
前
よ
り

も
一
層
余
を
愛
す
る
様
な
素
振
に
見
え
た
」
と
い
う
一
行
が
あ
る
の
み
で
、
そ

の
後
の
消
息
は
分
か
ら
な
い
し
、
ま
た
津
田
の
語
つ
た
く
死
ん
だ
若
妻
が
魂
魄

と
な
っ
て
戦
地
の
夫
に
会
い
に
行
っ
た
話>

も
、
合
理
的
に
は
説
明
の
つ
か
な

い
こ
と
に
対
し
て
、
後
か
ら
そ
れ
を
超
え
た
レ
ベ
ル
の
と
こ
ろ
か
ら
相
応
の
解

釈
・
意
味
づ
け
が
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
分
そ
こ
に
は
、

夫
が
戦
地
に
赴
い
て
留
守
中
に
そ
の
妻
が
思
い
が
け
ず
に
死
ぬ
こ
と
へ
の
不

憫
さ
、
戦
争
で
死
ぬ
こ
と
の
確
率
が
高
い
は
ず
な
の
に
銃
後
に
お
い
て
病
死
す

る
と
い
う
こ
と
の
意
外
さ

妻
の
若
さ
、
出
征
前
に
二
人
の
間
で
交
わ
さ
れ
た

約
束
の
哀
切
さ
等
に
加
え
て
、
世
界
中
に
存
在
す
る<

死
ん
だ
人
間
が
愛
し
い

人
に
魂
と
な
っ
て
会
い
に
行
く>

説
話
・
伝
承
と
が
相
俟
つ
て
、
こ
れ
ら
の
解

釈
を
生
み
出
す
土
壊
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る,

し
か
も
皮
肉
な
こ
と
に
、

る>

と
い
う
こ
と
を
利
用
し
た
漱
石
の
仕
掛
け
で
あ
る,  

結
局
「
余
」
が
苦
し

か
っ
て
指
摘
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が

「
琴
の
そ
ら
音
」

め
ら
れ
た
く
露
子
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
こ
じ
ら
せ
て
死
ぬ
か
も
し
れ
い>

と

い
う
「
恐
怖
」
は
翌
日
元
気
な
露
子
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
消
え

は
物
語
開
始
以
前
の
作
品
の
題
名
に
集
約
さ
れ
て
い
る

と
い
う
作
品
の
結
末

す
な
わ
ち
「
そ
ら
音
」

と
は
「
実
際
に
鳴
っ
て
い
な
い
の
に
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
音
」
の

去
る
が

さ
ら
に
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
床
屋
の
職
人
と
そ
こ
に
集
う
市
井
の

こ
と
で
あ
り

現
実
に
音
は
聞
こ
え
な
い
の
で
あ
る

つ
ま
り
た
と
え
ど
の
よ

人
々
の
会
話
の
中
で
、
「
余
」
は
昨
夜
の
自
ら
の
行
動
と
心
理
と
を
相
対
化
さ        

う
な
物
語
が
展
開
さ
れ
よ
う
と
も

実
際
に
は
起
こ
ら
な
い
こ
と
が
保
障
さ
れ
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て
い
る
の
だ,

一
方
「
趣
味
の
遺
伝
」
も
同
様
で
、
「
趣
味
」
と
い
う
「
も
の
ご
と
を
味
わ

い
感
じ
取
る
力
、
美
的
な
感
覚
の
持
ち
方
、
好
み
」
と
い
う
多
分
に
恣
意
的
で
、

か
つ
生
活
環
境
に
大
い
に
左
右
さ
れ
る
事
柄
と
、
「
遺
伝
」
と
い
う
当
時
最
先

端
の
学
問
領
域
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
人
間
が
経
験
的
に
一
番
良
く
知
つ
て
い

る
事
柄
と
を
結
び
つ
け
た
題
名
に
よ
っ
て
、
物
語
の
展
開
に
つ
れ
て
く
何
が
遺

伝
し
た
の
か>

が
理
解
で
き
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る,

作
品
は
「
カ
ー
ラ
イ

ル
博
物
館
」
の
冒
頭
と
同
じ
よ
う
に
、
「
余
」
の
空
想
の
場
面
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
。陽

気
の
所
為
で
神
も
気
違
に
な
る
。
「
人
を
屠
り
て
飢
え
た
る
犬
を
救

へ
」
と
雲
の
裡
よ
り
叫
ぶ
声
が
、
逆
し
ま
に
日
本
海
を
撼
か
し
て
満
州
の

果
迄
響
き
渡
っ
た
時
、
日
人
と
露
人
は
は
っ
と
応
へ
て
百
里
に
余
る
一
大

屠
場
を
朔
北
の
野
に
開
い
た
。(

一)

こ
こ
で
「
日
本
海
」
「
満
州
」
「
日
人
」
「
露
人
」
と
い
う
固
有
名
詞
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
佐
藤
泉
氏
が
「
戦
争
は
語
り
手
の
空
想
癖
の
中

(13)

で
一
度
概
念
的
に
把
握
さ
れ
て
か
ら
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
る
」
と
指
摘
す
る

よ
う
に
、
戦
争
の
結
果
と
し
て
の
現
実
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
形
で
描
き
出
し
て

ゆ
く
。
大
量
の
殺
戮
の
末
に
野
晒
し
に
さ
れ
た
兵
士
た
ち
の
遺
体
は
確
実
に
腐

敗
し
、
さ
も
な
く
ば
犬
に
限
ら
ず
野
の
゛
獣
や
鳥
た
ち
が
喰
ら
い
啄
ば
む
と
い
う

現
実
を
、
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
形
で
示
す
こ
と
で
強
い
普
遍
性
が
与
え
ら
れ
て
い

る
の
だ
。
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
繰
り
返
さ
れ
る
「
狂
へ
る
神
」
と
い
う

表
現
は
く
狂
わ
な
い
神>

の
存
在
も
連
想
さ
せ
、
「
神
」
の
存
在
を
人
格
化
さ

せ
る
こ
と
で
大
陸
で
の
利
権
争
い
か
ら
恣
意
的
に
始
め
ら
れ
た  

「
日
露
戦
争
」

の
実
態
を
、
見
事
に
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
空
想
の

場
面
に
続
い
て
、
「
余
」
は
図
ら
ず
も
凱
旋
兵
士
の
行
列
に
遭
遇
し
、
そ
の
中

に
亡
友
「
浩
さ
ん
」
と
「
兄
弟
と
見
違
え
る
迄
よ
く
似
て
居
る
」
軍
曹
と
、
そ

の
軍
曹
を
出
迎
え
る
母
親
の
姿
を
目
撃
し
た
こ
と
か
ら
、
「
浩
さ
ん
」
の
秘
め

た
恋
を
探
る
と
い
う
行
動
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
竹
盛
天
雄
氏
は
こ

こ
で
描
写
さ
れ
る
新
橋
駅
頭
で
の
凱
旋
風
景
に
つ
い
て
「
漱
石
は
、
ま
だ
そ
れ

に
該
当
す
る
軍
隊
が
帰
還
し
な
い
う
ち
に
、
先
取
り
し
た
か
た
ち
で
架
空
の
設

定
を
し
な
が
ら
、
そ
の
凱
旋
を
む
か
え
る
こ
と
の
意
味
を
小
説
の
か
た
ち
を
と

(l4)

お
し
て
考
え
よ
う
と
」
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
っ
ま
り
漱
石
が
「
松

樹
山
の
突
撃
」
の
ほ
ぼ
一
年
後
と
い
う
設
定
の
中
で
、
歩
兵
の
戦
死
傷
率
九
十

(1)

二'

九
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
の
死
者
の
上
に
く
虚
構
の
人
物>

の
く
虚
構
の

死
の
物
語>

を
描
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る,

こ
の
場
面
に
続
い
て
し
ば
し
ば

指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
「
余
」
の
く
語
り>

は
饒
舌
で
あ
る,

「
は
か
ら
ず

も
此
話
を
か
く
動
機
」
と
な
る
「
浩
さ
ん
」
に
生
き
写
し
の
軍
曹
に
た
ど
り
着

く
ま
で
に
、
周
囲
の
状
況
を
伝
え
る
の
み
な
ら
ず
、
帰
還
し
た
将
軍
の
様
子
に

深
い
関
心
を
寄
せ
、
「
万
歳
」
の
声
か
ら
「
名
状
し
が
た
い
波
動
」
に
つ
い
て

の
説
明
に
費
や
し
、
な
か
ん
ず
く
「
余
」
は
自
ら
を
「
天
下
の
逸
民
」
で
あ
る
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と
位
置
づ
け
て
い
る,

「
余
」
が
「
図
書
館
以
外
の
空
気
を
あ
ま
り
吸
っ
た
事

の
な
い
人
間
」
「
書
斎
以
外
に
如
何
な
る
出
来
事
が
起
る
か
知
ら
ん
で
も
済
む

天
下
の
逸
民
」
「
気
楽
な
人
間
」
「
書
物
と
睨
め
く
ら
を
し
て
居
る
も
の
」
で
あ

る
こ
と
を
繰
り
返
し
語
る
時
、
「
戦
争
か
ら
帰
っ
た
者
」
と
「
内
地
に
暮
ら
し

た
人
」
「
余
」
と
の
隔
た
り
が
強
調
さ
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
と

同
時
に
「
戦
争
」
の
悲
惨
が
否
応
な
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。  

こ
れ
も
ま
た
「
諷
語
」(

ア
イ
ロ
ニ
ー)

で
あ
り
、
竹
盛
天
雄
氏
が
指
摘
す
る

(16)

よ
う
に
「
余
」
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
が
「
『
諷
語
』
的
存
在
」
で
あ
る
こ
と
の

証
左
で
あ
ろ
う,

し
か
も
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
物

語
が
ま
ず
「
浩
さ
ん
」
に
直
結
す
る
の
で
は
な
く
、<

そ
の
人
に
生
き
写
し
で

あ
る
人
物
か
ら
連
想
さ
れ
る>

と
い
う
形
で
、
「
浩
さ
ん
」
が
登
場
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
の
『
行
人
』
に
お
け
る
「
黒
い
大
き
な
眸
」(

「
友
達
」

一
一
十
三)

を
持
っ
た
「
狂
気
の
娘
」
の
登
場
の
仕
方
と
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り

ま
ず
そ
の
面
差
し
が
よ
く
似
て
い
る
と
い
う
芸
者
が
登
場
し

気
の
娘
」
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
構
造
と
同
様
に'  

そ
こ
か
ら
「
狂

ま
ず
何
に
も
ま

し
て
そ
の
人
物
が
思
い
出
さ
れ
登
場
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
代
替
者

が
先
に
現
れ
、
そ
こ
か
ら
肝
心
の
そ
の
人
の
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
螺
旋
を
描
く
よ
う
に
徐
々
に
対
象
物
に
に
じ
り
寄
っ
て
ゆ
く
そ
の
姿

勢
は
、
ま
さ
に
漱
石
固
有
の
手
法
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

続
く
二
章
は
二
つ
目
の
戦
闘
場
面
か
ら
始
ま
る
が
、
戦
場
を
俯
瞰
す
る
視
点

に
よ
っ
て
、
戦
死
す
る
数
多
の
一
括
り
に
さ
れ
た
名
前
の
な
い
兵
士
た
ち
と
そ

の
中
に
埋
も
れ
る
「
浩
さ
ん
」
の
姿
は
、
佐
藤
泉
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
新

(17)

た
な
知
覚
と
そ
れ
に
対
応
し
た
新
た
な
人
間
の
登
場
の
予
見
」
と
い
え
る
だ

ろ
う,

こ
の
高
い
と
こ
ろ
か
ら
見
下
ろ
す
視
点
は
他
に
二
箇
所
あ
り
、
一
つ
は

「
去
年
の
春
麻
布
の
さ
る
町
を
通
行
し
た
」
時
に
「
土
塀
」
越
に
「
女
が
四
人

で
テ
ニ
ス
を
し
て
居
た
」  

の
を
覗
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
る
箇
所
と
、

「
も
う
一
遍
将
軍
の
顔
が
見
た
い
」
と
考
え
た
「
余
」
が
「
高
飛
び
の
術
」
を

応
用
し
て
将
軍
の
顔
を
見
よ
う
と
決
意
す
る
箇
所
の
二
つ
で
あ
る,  

飛
び
上

が
っ
た
「
余
」
は
、
そ
の
視
界
に
入
っ
た
光
景
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

幌
を
開
い
た
ラ
ン
ド
ウ
が
横
向
に
凱
旋
門
を
通
り
抜
け
様
と
す
る
中

に-

居
た1

居
た,

例
の
黒
い
顔
が
湧
き
返
る
声
に
囲
ま
れ
て
過
去
の
記

念
の
如
く
華
や
か
な
る
群
衆
の
中
に
点
じ
出
さ
れ
て
居
た,

将
軍
を
迎
へ

た
儀
仗
兵
の
馬
が
万
歳
の
声
に
驚
い
て
前
足
を
高
く
あ
げ
て
人
込
の
中

に
外
れ
様
と
す
る
の
が
見
え
た
。
将
軍
の
馬
車
の
上
に
集
の
旗
が
一
流
れ

颯
と
な
び
く
の
が
見
え
た,

新
橋
へ
曲
が
る
角
の
三
階
の
宿
屋
の
窓
か
ら

藤
鼠
の
着
物
を
き
た
女
が
白
い
ハ
ン
カ
チ
を
振
る
の
が
見
え
た
。

そ
し
て
「
凡
て
が
一
瞬
間
の
作
用
で
あ
る
。
ば
つ
と
射
る
稲
妻
の
飽
く
迄
明
る

く
物
を
照
ら
し
た
後
が
常
よ
り
は
暗
く
見
え
る
様
に
余
は
茫
然
と
し
て
地
に

下
り
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
「
余
」
の
目
に
映
じ
た
そ
の
光
景
は
、
脈
絡

が
な
く
、
動
き
つ
つ
あ
り
、
集
・
藤
鼠
と
い
う
同
系
色
の
色
と
白
い
ハ
ン
カ
チ
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と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
中
で
、
将
軍
の
「
例
の
黒
い
顔
」
が
あ
た
か
も
「
宿
世

の
夢
の
焼
点
」(

「
一
一
一
一
ー
一
一
一
一
一
一
一
一
一
」)

の
様
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。  

こ

れ
は
ま
さ
に
『
漾
虚
集
』
に
共
通
す
る
表
現
と
い
え
る
だ
ろ
う,

こ
の
後
「
寂
光
院
」
へ
「
浩
さ
ん
」
の
墓
参
り
に
出
か
け
た
「
余
」
は
、
そ

の
墓
前
で
「
眼
の
大
き
な
一
類
の
緊
つ
た
領
の
長
い
」
「
美
く
し
い
若
い
女
」
と

出
会
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
華
や
か
さ
、
美
し
さ
が
「
寂
光
院
」
の
「
古
い
、

物
寂
び
た
、
憐
れ
の
多
い
、
捕
え
る
程
確
と
し
た
痕
跡
も
な
き
迄
、
淡
く
消
極

的
な
情
緒
」
「
寂
寞
の
感
」
を
一
層
深
く
し
た
こ
と
を
語
る
「
余
」
の
饒
舌
さ

は
、
い
ま
さ
ら
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
皮
肉
な
こ
と
に
「
余
」

が
「
諷
語
」(

ア
イ
ロ
ニ
ー)

を
標
榜
す
る
ま
で
も
な
く
、
若
く
、
美
し
く
、

華
や
か
に
装
っ
た
娘
の
姿
と
「
寂
光
院
」
の
佇
ま
い
の
組
み
合
わ
せ
の
意
外
性

唐
突
感
の
効
果
は
『
マ
ク
ベ
ス
』
の
引
用
と
共
に
認
め
た
上
で
、
そ
の
「
淋

し
さ
」
を
強
調
す
る
「
余
」
の
饒
舌
さ
の
故
に
、
逆
に
妙
齢
の
娘
の
「
活
気
に

充
ち
」
「
前
途
の
希
望
に
照
ら
さ
れ
て
、
見
る
か
ら
に
陽
気
な
心
持
の
す
る
」

状
態
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
。
「
寂
光
院
の
女
」
の
「
立
ち
枯
れ
す
る

ほ
か
な
い
余
生
を
、
人
知
れ
ず
生
き
る
と
き
、
そ
の
生
に
は
充
足
の
し
か
た
も

(18)

な
い
」
と
指
摘
し
た
の
は
鈴
木
醇
爾
氏
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
一
人
残
さ
れ
た

「
寂
光
院
の
女
」
に
「
希
望
に
照
ら
さ
れ
」
た
未
来
は
存
在
し
な
い,

こ
の
後

「
余
」
が
「
浩
さ
ん
」
と
「
寂
光
院
の
女
」
と
の
関
係
を
探
り
あ
て
、
「
趣
味

の
遺
伝
」
と
い
う
理
論
の
正
当
性
を
確
認
す
る
最
終
部
ま
で
、
大
岡
昇
平
氏
が

指
摘
す
る
「
そ
れ
ま
で
は
事
実
か
ら
帰
納
し
て
行
く
の
に
反
し
て
、
こ
こ
で
は

(19)

趣
味
の
遺
伝
と
い
う
仮
説
か
ら
出
発
し
て
、
事
実
に
解
釈
を
ほ
ど
こ
す
」
と
い

う
手
法
に
よ
っ
て
強
引
に
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
結
局
こ
の
「
趣
味
の
遺
伝
」
と

い
う
作
品
は
、
「
余
」
の^

意
識>

に
よ
っ
て
、
「
浩
さ
ん
」
と
小
野
田
の
娘
の

そ
れ
ぞ
れ
の
祖
先
の
く
結
ば
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
悲
恋
の
物
語>

を
、<

「
浩

さ
ん
」
と
小
野
田
の
娘
の
間
に
生
ま
れ
た
物
語>

に
投
影
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

初
め
て
成
立
す
る
物
語
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、<

戦

争
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
た
恋
人
た
ち>

あ
る
い
は
く
戦
争
に
よ
っ
て
恋
人
に

先
立
た
れ
る
話>

と
い
う
、
ど
の
時
代
の
ど
の
戦
争
下
に
も
よ
く
あ
る
話
と
し

て
終
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
和
歌
山
藩
の
元
家
老
の
老
人
の
口
か

ら
、
あ
た
か
も
昔
話
か
説
話
・
伝
承
の
類
の
よ
う
に
「
浩
さ
ん
」
と
小
野
田
の

娘
の
祖
先
の
「
憐
れ
な
話
」
が
語
ら
れ
た
時
、
別
な
光
芒
を
放
ち
な
が
ら
「
趣

味
の
遺
伝
」  

の
物
語
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
だ
。  

結

以
上
の
よ
う
に
『
漾
虚
集
』
の
中
の
一
人
称
の
物
語
の
基
本
的
な
構
造
と
ア

イ
ロ
ニ
ー
性
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
き
た
が
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
は
通
常
、
表
現

者
の
現
実
認
識
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
倫
敦
塔
」
を
前
に
し
た

「
余
」
が
こ
だ
わ
り
続
け
、
ま
た
対
比
し
続
け
た
の
は
く
二
十
世
紀>

と
い
う

現
実
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
『
漾
虚
集
』
中
の
四
つ
の
「
余
」
の
物
語
全
て
に
底
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流
し
て
お
り
、<

二
十
世
紀>

は
例
え
ば
ロ
ン
ド
ン
の
街
の
「
蜘
妹
手
十
字
に

往
来
す
る
」
「
交
通
機
関
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
高
度
な
文
明
社
会
や
、
合

理
主
義
的
思
考
や
、
遺
伝
と
い
っ
た
最
先
端
の
科
学
的
知
識
や
、
そ
う
い
っ
た

も
の
に
姿
を
変
え
て
四
つ
の
作
品
に
繰
り
返
し
現
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

作
品
に
共
通
す
る
「
余
」
の
姿
は
、
漱
石
が
小
説
の
手
本
と
し
た
十
八
世
紀
英

文
学
の
作
品
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
強
い
個
性
を
持
ち
、
露
出
し
て
い
て
、
饒

舌
で
、
介
入
的
な
く
語
り
手>
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い,

そ
れ
に
加
え
て
漱

石
は
「
余
」
を
か
な
り
く
風
変
わ
り
な
存
在><

滑
稽
な
存
在>

と
し
て
描
い

て
い
る
。
教
養
が
あ
っ
て
、
お
節
介
で
、
正
し
い
紳
士
が
、
我
々
読
者
に
向

か
っ
て
揺
る
ぎ
な
き
普
遍
的
価
値
観
に
基
づ
く
正
し
い
文
明
批
評
を
す
る
と

い
う
の
が
、
漱
石
が
手
本
に
し
た
く
十
八
世
紀
英
文
学
の
枠
組
み>

だ
と
し
た

ら
、
漱
石
は
そ
の
枠
組
み
を
利
用
し
つ
つ
、
そ
こ
に
二
十
世
紀
に
生
き
る
作
家

と
し
て
く
二
十
世
紀
な
る
も
の
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム>

の
要
素
を
加
え
て
ゆ
く
。
モ

ダ
ニ
ズ
ム
と
は
形
式
的
な
も
の
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
い
。
統
一
的
な
価
値
観

が
崩
壊
し
て
、
人
々(

共
同
体)

が
普
遍
的
な
世
界
観
を
共
有
す
る
こ
と
が
も

は
や
で
き
な
い
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
十
八
世
紀
の
小
説
の
く
語
り
手>

が
介

入
的
だ
と
い
う
こ
と
は
、
裏
返
し
て
言
え
ば
介
入
し
て
で
も
引
き
戻
す
べ
き
規

範
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る,

し
か
し
二
十
世
紀
に

は
も
は
や
介
入
す
べ
き
規
範
も
、
普
遍
的
な
価
値
観
も
存
在
し
な
い
。  

例
え
ば

二
十
世
紀
の
文
明
批
評
は
、
「
倫
敦
塔
」
の
「
余
」
の
よ
う
に
、
「
常
態
喪
失
」

と
い
う
一
種
の
く
狂
気>

あ
る
い
は
く
パ
ニ
ッ
ク>

の
中
で
、
し
か
も
断
片
的

に
行
わ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
琴
の
そ
ら

音
」
の
「
余
」
の
よ
う
に
、<

人
間
は
日
々
死
に
ゆ
く
も
の
で
あ
る>

と
い
う

真
理
や
、<

恋
人
へ
の
思
い
の
強
さ>

と
い
っ
た
も
の
が
、
恐
怖
の
中
で
高
ま

り
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
く
感
覚>

の
中
に
し
か
現
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。  

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
社
会
的
に
権
威
の
あ
る
人
、
客
観
的
な
事

実
と
い
っ
た
も
の
の
中
に
は
、
も
は
や
く
真
実>

は
存
在
せ
ず
、<

真
実>

は

逆
に
く
風
変
わ
り
な
人><

特
殊
な
状
況>

の
中
に
、
し
か
も
断
片
的
に
し
か

存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
そ
う
い
っ
た
閉
塞
的
状
況
を
、<

現
実>

  

と
く
空
想>

と
が
錯
綜
す
る
中
に
描
き
出
す
こ
と
が
、
漱
石
初
期
作
品
の
主
要

な
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
論
に
お
い
て
は
、
『
漾
虚

集
』
中
の
一
人
称
作
品
に
焦
点
あ
て
考
察
し
て
き
た
が
、
残
る
三
人
称
作
品
で

あ
る
「
幻
影
の
盾
」
「
一
夜
」
「
薤
路
行
」
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
検
証
し
た

いo
  

※
論
文
中
漱
石
作
品
か
ら
の
引
用
は
、
『
漱
石
全
集
』(

岩
波
書
店
刊
、
全
十
八

巻
、
一
九
八
四
年
十
月
か
ら
一
九
八
六
年
三
月
の
間
発
行)

に
拠
っ
た
。
但

し
漢
字
に
つ
い
て
は
概
ね
常
用
漢
字
に
改
め
た
。  

註(l)(4)

一
一m

一
一
一:
行
人
「
激
石
と
ジ
ャ
ン
ル
」
『
群
像
』
・':-,:::--

〇
年
一
月
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(2)(3)

夏
目
漱
石
「
講
演  

創
作
家
の
態
度
」
明
治
四
十
一
年
二
月
、
束
京
青

年
会
館

(5)

イ
ン
ト
ゥ
ル
ー
シ
フ
・(

ナ
ラ
テ
ィ
プ
と
は
、
作
品
中
で
登
場
人
物
や
状
況
に

つ
い
て
読
者
を
誘
導
す
る
た
め
に
、
特
権
的
に
介
入
し
て
く
語
り
手>

自
身
の

価
値
観
を
強
く
投
影
さ
れ
る<

語
り>

の
こ
と
で
あ
る,

そ
も
そ
も
こ
の
く
語

り
手>
と
い
う
装
置
自
体
が
、
作
者
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
物
語
を
進
め
る
た

め
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う,

(6)

こ
の
「
相
対
化
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
宮
一
一
一
隆
氏(

『
漱
石
の-

一
一
一
術.

一
岩

波
書
店
、
一
九
四
二
年
十
二
月)

が
、
作
品
最
終
部
で
「
宿
の
、f

人
」
が
「
漱

石
の
『
一
一~

一
一
』
を
片
端
か
ら
、
残
る
所
な
く
打
ち
壊
は
さ
し
め
る
」
と
指
摘
し
た

の
が
始
ま
り
で
あ
る,

ま
た
三
好
行
雄
氏(

「
夏
目
漱
石
の
人
と
作
品
」
『
鑑
賞

日
本
現
代
文
学
更
目
漱
石
』
角
川
書
店
、
・
儿
八
四
年
三
月)

は
、
漱
石
が

「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
文
体
に
よ
っ
て
一
一
一
一
一
や
無
意
識
を
ど
う
描
く
か
と
い
う
方
法

論
」
に
「
も
っ
と
も
自
覚
的
だ
っ
た
最
初
の
作
家
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

上
で
、
「
漱
石
の
描
く
夢
は
常
に
現
実
と
相
対
化
さ
れ
、
瓦
解
す
る
」
こ
と
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る,

(7)

竹
盛
天
雄
「
『:

備
敦
塔
』
幻
想
の
国
へ
の
飛
翔
」
『
漱
石
文
学
へ
の
端
緒.-]

筑
摩

書
房
、
一
九
九
一
年

(8)(9)

大
岡
昇
平
氏
は
「
漱
石
の
国
家
意
識
」(

『
大
岡
昇
平
全
集
』
第
十
三
巻
、

中
央
公
論
社
一
九
七
四
年
九
月)

の
中
で
「
愛
し
合
い
、
幸
福
な
家
庭
を
作
っ

た
か
も
し
れ
な
い
一
組
の
男
女
が
、
前
線
に
い
る
一
一
一
ノ
の
夢
と
墓
参
り
と
い
う
形

で
し
か
、
そ
の
愛
を
実
現
し
て
い
な
い
、
残
さ
れ
た
者
同
士
が
、
仲
好
く
な
っ

て
、
一
緒
に
飯
を
食
っ
た
り
す
る
幸
福
の
真
似
事
に
し
か
、
そ
の
愛
の
結
果
は

現
れ
な
い
、
と
い
う
悲
し
い
構
図
に
お
い
て
し
か
、
愛
の
物
語
は
書
か
れ
な

か
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る,

(10)

な
お
「
倫
敦
一
塔
」
と
「
カ
ー
ラ
イ
ル
一
時
物
館
」
に
関
し
て
、
拙
稿
「
漱
石
の
モ

ダ
ニ
ズ
ム
ー
『
一
一
一
一
虚
集
』
に
お
け
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て1

」

(

「
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
第
三
十
七
号
、  

二
〇
〇
二
年
三
年
」

を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い,

(11)

岩
上
順
一
「
初
期
の
理
想
主
義
作
品
」
『
漱
石
入
門
』
中
央
公
論
社
、
一
・
几
五

九
年
五
月

(12):

描
論
「
『
昨
日
生
ま
れ
て
今
日
死
ぬ
奴
も
あ
る
し
』-

漱
石
『
琴
の
そ
らll--

』

と
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
一S

tran
9
e
  F

its  o
f  P

a
ss

ion
  H

av
e
  I  K

n
o
w

:n

一
を
め
ぐ
っ

てI

」(

『
漱
石
解
読
』
、
和
泉----

院
、
二
〇
〇
〇
年
五
月)

の
中
で
、
「
一
一
一
ー
一
の

そ
ら
音
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
、
併
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い,

(13)

佐
藤
泉
「
『
趣
味
の-l--

伝
』-

旅
順
上
空
、
三
次
元
の
限
に
つ
い
て1

」

『
国
文
学
』
一
月
臨
時
增
刊
号
、
一
九
九
四
年
一
月

(14)(16)

竹
盛
一
大
雄
「
『
趣
味
の
遺
伝
』1

『.--i-

語
』
の
仕
掛
け
」
『
漱'

イ
文
一
字

へ
の
端
結
』
筑
庫1

一
一
ー
一
房
、  

一
九
九
一
年

(15)

大
江
志
一':

一
夫
『
日
露
戦
争
の
軍
事
史
的
研
究
』
岩
波
書
店
、
一-:-

一
七
六
年

(17)

佐
藤
泉
「
『
趣
味
の
遺
伝
』-

旅
順-r

一
空
、
一:

次
元
の
限
に
つ
い
て-

」

前
掲
書

(18)

鈴
木
醇
爾
『
趣
味
の
遺
伝.n

に
っ
て-

漱
石
に
お
け
る
揮
真
文
学
へ
の
方
法

的
模
索
」
「
国
文
学
ノ
ー
ト
」
一,

几
七,

几
年

(19)

大
岡
昇
平
前
掲
書

※  

本
稿
は
二
〇
〇
二
年
度
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
特
別
研
修
制
度
を
利
用
し
て
ま

と
め
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る,

ま
た
本
稿
は
二
〇
〇
二
年
九
月
二
〇
日
、
日
本

女
子
大
学
で
行
な
わ
れ
た
日
本
比
較
文
学
会
東
京
支
部
九
月
例
会
に
お
い
て  

「
『m

様

虚
集
』
に
お
け
る
漱
石
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
と
い
う
題
目
で
口
頭
発
表
し
た
内
容
に
加

一
一
一
一
一
し
た
も
の
で
あ
る,

(

本
学
教
授)  


