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『
文
学
論
』
第
二
編
「
幻
惑
」
と
「
超
自
然F

」
と
の
関
連
に
つ
い
て佐    

藤    

裕    

子

序

漱
石
と
「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、  

一
九
〇
〇
年
十
月
四
日
、

英
国
留
学
に
赴
く
そ
の
船
上
で
、
熊
本
の
宣
教
師
グ
レ
ー
ス
・
キ
ャ
サ
リ
ン
・  

ニ
ー
ル
・
ノ
ッ
ト
嬢
の
母
親
、
ノ
ッ
ト
夫
人
に
再
会
し
、
彼
女
か
ら
一
冊
の
聖

書
を
贈
ら
れ
た
と
い
う
伝
記
的
事
実
が
あ
り
、
日
記
に
は
そ
の
前
後
の
「
キ
リ

ス
ト
教
」
へ
の
赤
裸
々
な
関
心
を
吐
露
し
、
加
え
て
ノ
ッ
ト
家
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
披
瀝

さ
れ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
」
へ
の
容
赦
な
い
批
判
や
、
率
直
な
信
条
が
語
ら
れ
る

そ
の
一
方
で
、
漱
石
は
「
キ
リ
ス
ト
教
」
を
英
文
学
研
究
の
対
象
と
し
て
客
観

的
に
捉
え
、
『
文
学
論
』
の
中
で
文
学
の
要
素
「
超
自
然F

」
の
項
日
の
一
つ

と
し
て
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
は
十
分
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

英
国
留
学
中
に
企
図
さ
れ
た
『
文
学
論
』
に
お
い
て
、
漱
石
は
ま
ず(F

+

f)

と
い
う
「
文
学
」
を
規
程
す
る
公
式
を
定
め
た
上
で
、
第
一
編
第
一
章
・  

第
二
章
に
お
い
て
「
文
学
」
の
要
素
と
な
る
「F

」
に
つ
い
て
の
分
類
を
行
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
の
作
業
は
、
視
覚
・
聴
覚
・
味
覚
・
触
覚
・
臭
覚
等
の
人
間

の
五
感
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
経
験
に
始
ま
り
、  

人
間
の
内
部
心
理

作
用
に
移
り
、
さ
ら
に
抽
象
的
観
念
へ
と
、
具
体
的
・
直
接
的
・
主
観
的
な
も

の
か
ら
、
抽
象
的
・
間
接
的
・
客
観
的
な
も
の
へ
と
「F

」
の
範
囲
を
広
げ
つ

つ
、  

広
範
多
岐
に
亘
る
英
文
学
作
品
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
を
引
用
し
て
い

る
。
そ
し
て
第
一
編
第
三
章
に
お
い
て
よ
う
や
く
、
「F

」
を(

一)

感
覚F

、

(

二)

人
事F

、(

三)

超
自
然F

、(

四)

知
識F

の
四
種
類
に
分
類
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
特
質
と
相
互
の
関
係
を
説
明
し
、
ど
の
要
素
「F

」
が
最
も
多
く
の

情
緒
を
喚
起
し
う
る
か
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
文
学
の
内
容
は
具
体
的

で
あ
れ
ば
あ
る
程
情
緒
を
喚
起
し
ゃ
す
い
」
と
い
う
仮
説
の
も
と
に
、
材
料
と

し
て
は
「
抽
象
」
よ
り
「
具
体
」
、
ま
た
表
現
と
し
て
は
「
間
接
」
「
純
客
観
」



よ
り
「
直
接
」
「
内
顧
的
主
観
」

明
ら
か
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
唯
一
例
外
と
し
て

の
方
が
よ
り
強
い
情
緒
を
導
き
出
す
こ
と
を

側
の
心
理
作
用
」

に
分
け
て
分
析
し
、さ
ら
に

「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
」
、
あ
る

い
は

「
宗
教
」
と
い
う
も
の
が
、

後
の
漱
石
作
品
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
表
現

「
超
自
然F

」
、

と
り
わ
け
「
キ
リ
ス
ト
教
」

さ
れ
た
の
か
、
併
せ
て
考
察
し
た
い
。  

と
「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
」
や
「
信
仰
」

に
関
わ
る
材
料
が
引
き
起
こ
す
「
情
緒

f

」

は
非
常
に
強
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

激
石
は
「
キ
リ
ス
ト
教
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か

第
一
編
第
三
章
と
、
続
く
第
二

編
の
中
心
的
課
題
で
あ
る
文
学
的
効
果
と
し
て
の

「
幻
惑
」

の
箇
所
に
お
い
て

漱
石
は
第
一
編
第
三
章
「
文
学
的
内
容
の
分
類
及
び
其
価
値
的
等
級
」
に
お

詳
細
に
解
説
し
て
い
る
の
だ
。
『
文
学
論
』
第
二
編
に
お
い
て
は
、<

現
実
と
虚

構
の
関
係>

、<

疑
似
体
験
と
し
て
の
読
書
行
為>

が
果
す
役
割
と
、
ま
た
所
調

い
て
、
「
文
学
」

の
素
材
と
な
る
要
素
「F

」
が
、
「
抽
象
的
」
か
つ  

「
客
観
的
」

で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
「
情
緒f

」

が
喚
起
さ
れ
る
度
合
い
が
少
な
く
な
る
と
指

「
本
当
ら
し
さ
」

(ve
risim

n
itu

de
)  

と
い
う
も
の
が
、
「
作
者
の
側
」
と
「
読

者
の
側
」  

の
双
方
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
効
果
こ
そ
が

「
幻
惑
」
な

摘
す
る
の
で
あ
る
が
、
だ
と
す
る
と
四
つ
に
分
類
さ
れ
た
「
感
覚F

」
「
人
事

F

」
「
超
自
然F

」
「
知
的F

」
の
う
ち
、
「
超
自
然F

」
と
「
知
的F

」
に
関

し
て
は
、
人
間
の
精
神
が
生
み
出
し
た
概
念
や
知
識
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

の
で
あ
る
が
、
作
者
が
ど
の
よ
う
な
表
出
の
方
法
を
用
い
て
、

「
超
自
然F

」        

ら
の
要
素
か
ら
喚
起
さ
れ
る

「
情
緒f

」

は
少
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
の
に

と
い
う
最
も
あ
り
え
そ
う
も
な
い
こ
と
を  

「
本
当
ら
し
く
」  
描
出
す
る
の
か
。  

ま
た
、
『
文
学
論
』
の
中
で
「
超
自
然F

」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
「
キ
リ
ス
ト

「
超
自
然F

」
の
み
が
そ
の
規
則
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
「
超
自
然

F

」
に
分
類
さ
れ
る
「
幽
一
霊
」
、
「
変
化
・
妖
怪
」
、
「
不
可
思
議
分
子
・
神
秘
的
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教
の
神
」
、
あ
る
い
は

「
宗
教
」
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
が
、

人
間
に
と
っ
て

分
子
」
、
「
人
間
の
観
応
」
、
「
宗
教
的
・
信
仰
的
材
料
」

の
中
で
、
と
り
わ
け

何
故
そ
れ
ほ
ど
の
強
い
情
緒
を
引
き
起
こ
す
の
か
。  

「
宗
教
的
・
信
仰
的
材
料
」
即
ち
「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
」

や
「
信
仰
」

に
関
わ

ま
ず
は
漱
石
が
「
キ
リ
ス
ト
教
」

「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
」
と
い
う
も
の
を
、

ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
を
『
文
学
論
』
の
記
述
の
中
か
ら
確
認
す
る
。  

次
に
そ
れ
ら
が
「
文
学
」
の
要
素
と
し
て
表
現
さ
れ
た
時
に
、
ど
の
よ
う
な

る
材
料
が
引
き
起
こ
す
「
情
緒f

」

摘
し
て
い
る
。  

は
非
常
に
強
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指

「
効
果(

幻
惑)

」
を
も
た
ら
す
の
か

「
作
者
の
側
の
仕
掛
け
」
と

「
読
者
の

今
翻
て
宗
教
的F

な
る
も
の
を
検
す
る
に
、

と
称
す
る
も
の
は
一
種
の
最
高
概
念
に
し
て
、
現
代
の
西
洋
人
が
所
謂
神

こ
れ
を
名
け
て
無
限
と
云  
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ひ
、
或
は
絶
対
と
云
ふ
。
さ
れ
ば
此F

に
伴
ふf

は
決
し
て
強
大
な
る
べ

き
理
な
き
に
も
か
、
は
ら
ず
、
宗
教
的F

は
最
も
強
大
を
極
む
る
も
の
・  

の
一
な
る
こ
と
一
見
甚
だ
奇
異
の
感
な
き
に
あ
ら
ず
。
只
其
理
由
を
宗
教

的F

の
性
質
及
び
発
達
の
う
ち
に
求
め
て
初
め
て
首
肯
し
得
べ
し
。  

今
の

所
謂
神
と
称
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
一
面
に
於
て
知
的
渇
望
よ
り
出
立
し

て
凡
百
の
現
象
の
原
因
を
こ
、
に
集
合
せ
し
め
た
る
も
の
、
の
如
し(

吾

人
は
知
識
的
に
其
合
理
な
る
や
、
否
や
を
問
ふ
も
の
に
あ
ら
ず)

。
さ
れ

ど
更
に
他
の
一
面
に
於
て
は
神
は
人
間
に
固
有
の
な
る
情
緒
の
う
ち
よ
り

湧
き
出
で
し
も
の
な
る
こ
と
も
亦
疑
の
余
地
な
き
に
似
た
り
。

(

中
略)

神
と
は
英
雄
を
無
限
に
拡
大
し
た
る
も
の
に
し
て
、
英
雄
は
神

の
縮
図
に
過
ぎ
ず
。
又
百
姓
の
神
は
穀
物
を
司
り
て
農
民
の
理
想
に
叶
ひ
、

軍
神
は
弓
矢
八
幡
に
し
て
、
武
士
の
理
想
を
顕
揚
す
る
も
の
と
す
。
か
く

の
如
く
神
の
性
格
は
当
代
英
雄
の
そ
れ
に
相
応
し
、
英
雄
の
性
格
は
更
に

当
時
社
会
の
好
め
る
主
義
に
か
た
ど
る
も
の
な
り
と
す
。
要
す
る
に
如
此

神
と
は
吾
人
が
な
さ
ん
と
欲
し
て
、
な
す
能
は
ざ
る
理
想
の
集
合
体
た
る

に
過
ぎ
ず
。(

中
略)

兎
も
角
も
以
上
の
理
に
よ
り
吾
人
が
神
に
対
す
る

情
緒
は
直
接
に
吾
人
の
第
一
目
的
た
る
人
生
其
物
に
密
接
の
関
係
を
有
す

る
が
故
に
、
知
力
分
子
增
加
し
て
神
の
属
性
が
違
く
発
展
し
て
遂
に
漠
然

と
意
義
な
き
に
至
れ
る
今
日
に
あ
り
て
も
、
其
強
烈
の
幾
分
を
保
存
し
得

た
る
な
り
。  

漱
石
は
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
の
人
々
、
特
に
西
洋
人
に
と
っ
て
「
神
」
と

は
「
最
高
概
念
」
で
あ
り
、
ま
た
「
無
限
」
「
絶
対
」
を
表
わ
し
、
人
間
の

「
長
怖
」
と
「
崇
拝
」
の
対
象
で
あ
る
と
し
、
ま
た
「
神
」
と
は
「
知
的
渇
望

よ
り
出
立
し
て
凡
百
の
現
象
の
原
因
を
こ
こ
に
集
合
せ
し
め
た
る
も
の
」
で
あ

る
と
同
時
に
、
「
人
間
に
固
有
な
る
情
緒
の
う
ち
よ
り
湧
き
出
で
し
も
の
」
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
人
間
が
い
か
な
る
経
緯
の
も
と
に
「
神
」

と
い
う
概
念
を
作
り
出
し
た
か
を
考
え
る
と
、
「
人
類
の
行
為
の
終
局
目
的
」

が
「
人
生
そ
の
も
の
」
に
存
在
す
る
以
上
、
人
間
に
何
ら
か
の
貢
献
を
与
え
る

も
の
を
好
み
、
人
間
に
害
を
与
え
る
も
の
を
憎
む
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。  

こ
の
「
憎
し
み
」
が
「
恐
怖
」
と
な
り
、
こ
の
「
恐
怖
」
が
人
間
の
力
の
及
ば

な
い
も
の
に
対
す
る
「
畏
敬
」
「
崇
拝
」
と
な
っ
て
「
宗
教
的
感
情
」
が
形
成

さ
れ
、
こ
の
「
猛
烈
な
る
情
緒
」
が
人
類
の
原
初
的
段
階
か
ら
順
に
「
自
然
物
」
、

「
人
間(

英
雄)

」
、
「
偶
像
」
、
「
無
形
の
小
神
」
、
そ
し
て
最
終
的
に
「
全
知
全

能
の
神
」
に
付
与
さ
れ
る(

創
り
出
す)

と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
漱
石
は
「
神
」
の
属
性
に
つ
い
て
、
結
局
は
人
間
の
属
性
を
投
影
し

た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
「
無
限
」
と
い
う
概
念
も
、
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い

て
「
有
限
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
究
極
の
欲
望
で
あ
る
と
い
う
の

だ
。
次
に
続
く
「
神
と
は
英
雄
を
無
限
に
拡
大
し
た
る
も
の
に
し
て
、
英
雄
は

神
の
縮
図
に
過
ぎ
ず
」
と
い
う
言
葉
や
、
「
英
雄
の
性
格
は
更
に
当
時
社
会
の

好
め
る
主
義
に
か
た
ど
る
も
の
」
と
い
う
言
葉
や
、
ま
た
「
要
す
る
に
此
神
と
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は
吾
人
が
な
さ
ん
と
欲
し
て
、
な
す
能
は
ざ
る
理
想
の
集
合
体
た
る
に
過
ぎ
ず
」

等
の
言
葉
は
、
漱
石
が
「
神
」
と
い
う
概
念
が
、
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の

文
化
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
応
じ
て
生
み
出
し
た
く
究
極
の
理
想
の
姿>

  

で
あ
る
こ
と
を
、
知
的
・
合
理
的
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
「
神
」
の
み
な
ら
ず
、
「
極
楽
」
と
い
う
概
念
も
同
様
で
あ
り
、
「
神
の

観
念
は
知
識
と
共
に
推
移
」
す
る
も
の
で
、
「
知
的
分
子
増
加
し
て
神
の
属
性

が
違
く
発
展
し
て
遂
に
漢
然
と
意
義
な
き
に
至
れ
る
今
日
」  

に
お
い
て
も
、

「
文
学
」
に
お
い
て
「
神
」
「
宗
教
的
分
子
」
が
今
な
お
「
強
烈
の
幾
分
を
保
存

し
得
」
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

漱
石
は
自
ら
を
「
神
を
知
ら
ざ
る
」
者
と
位
置
づ
け
て
語
っ
て
い
る
が
、

「
神
」  

が
西
洋
に
お
い
て
ど
の
時
代
に
あ
っ
て
も
人
々
の
拠
り
所
で
あ
る
と
同

時
に
、
「
無
限
」
「
絶
対
」
を
示
す
究
極
の
記
号(

名
前
は
あ
る
が
実
体
を
確
認

で
き
な
い
も
の)

で
あ
る
こ
と
、
キ
リ
ス
ト
は
「
取
も
直
さ
ず
有
限
の
世
よ
り

無
限
の
界
に
進
む
架
け
橋
」
で
あ
る
と
い
う
激
石
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
つ
い

て
、
『
か
の
や
う
に
』
の
中
で
展
開
さ
れ
る
森
鴎
外
の
ド
イ
ツ
新
神
学
に
強
く

影
響
を
受
け
た
合
目
的
的
合
理
性
を
備
え
た
キ
リ
ス
ト
教
理
解
と
比
べ
る
と
、

非
常
に
正
確
で
、<

人
間
の
現
実>

に
即
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ

は
っ
ま
り
多
神
教
を
戴
く
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
を
ル
ー
ツ
に
も
つ
ギ
リ

シ
ャ
・
ロ
ー
マ
文
明
が
、
セ
ム
語
族
の
砂
漠
か
ら
生
ま
れ
た
一
神
教(

ユ
ダ
ヤ

教)

と
融
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
千
年
の
歴
史
を
か
け
て
育
ん
で
き
た
キ

リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
、  

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
が
抱
え
た
問
題
点
と
共
に
正
し
く
把

握
し
て
ぃ
る
と
ぃ
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
漱
石
が
、
西
洋
に
お
い
て

キ
リ
ス
ト
教
が
単
に
一
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
宗
教
法
と
世
俗
法
・
財

産
法
と
が
殆
ど
の
場
合
一
致
す
る
と
い
う
歴
史
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト

(

文
脈)

を
、
正
し
く
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
言
う
な
ら
ば
、

同
時
に
激
石
は
キ
リ
ス
ト
教
の
凋
落
も
見
て
い
た
。
漱
石
と
ニ
ー
チ
ェ
は
同
時

代
人
で
あ
る
。
漱
石
は
二
十
世
紀
初
頭
の
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
、
ま
さ
に
ニ
ー

チ
ェ
の
い
う
「
神
は
死
ん
だ
」
状
態
、
つ
ま
り
「
神
」
が
す
で
に
十
全
に
機
能

し
な
く
な
っ
て
い
る
終
末
的
・
ポ
ス
ト
キ
リ
ス
ト
教
的
な
現
代
的
状
況
、
漱
石

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
知
的
分
子
增
加
し
て
神
の
属
性
が
遠
く
発
展
し
て
遂
に

漠
然
と
意
義
な
き
に
至
れ
る
今
日
」
の
状
況
を
、
肌
で
感
じ
取
っ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。

一
方
鵬
外
は
一
連
の
「
秀
麿
も
の
」
の
中
で
「
キ
リ
ス
ト
教
」
に
し
ば
し
ば

言
及
し
て
い
る
。
例
え
ば
『
か
の
や
う
に
』
に
お
い
て
は
、
父
で
あ
る
五
条
子

爵
に
あ
て
た
手
紙
の
中
で
秀
麿
に
、
「
神
学
」
は
「
学
間
を
し
た
も
の
」
に
こ

そ
「
有
用
」
な
の
で
あ
り
、
「
教
育
の
あ
る
も
の
は
」
「
新
教
神
学
の
や
う
な
」

「
専
門
家
が
綺
麗
に
洗
ひ
上
げ
た
、
津
の
こ
び
り
付
い
て
ゐ
な
い
教
義
」
を
学

ぶ
こ
と
で
、
「
信
仰
は
し
な
い
ま
で
も
、
宗
教
の
必
要
性
丈
は
認
め
る
」
「
穏
健

な
思
想
家
」
を
作
り
出
す
と
語
ら
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
手
紙
を
読
ん
だ
子

爵
に
、
「
自
分
は
神
話
と
歴
史
と
を
は
っ
き
り
別
に
し
て
考
へ
て
ゐ
な
が
ら
、



そ
れ
を
わ
ざ
と
構
き
交
ぜ
て
子
供
に
教
へ
て
、
怪
し
ま
ず
に
ゐ
る
の
で
は
あ
る

行
し
て
ゆ
く
。  
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ま
い
か
」
と
自
間
さ
せ
て
も
い
る
の
だ
。  

こ
れ
は
っ
ま
り
旧
約
聖
書
の

「
創
世

「
超
自
然F

」
を
ど
の
よ
う
に
描
く
か/

ど
の
よ
う
に
読
む
か

記
」

の
記
述
と
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の「
進
化
論
」
と
を
、

そ
の
矛
盾
を
さ
し
て
疑

い
も
せ
ず
に
、

ろ
が
鴎
外
は
、

受
け
入
れ
て
い
た
明
治
の
状
況
を
指
す
言
葉
で
も
あ
る
。
と
こ

『
文
学
論
』
第
二
編
に
お
け
る
中
心
的
な
課
題
「
幻
惑
」
を
説
明
す
る
の
に
、

五
条
秀
唐
と
父
に

<

キ
リ
ス
ト
教
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の

漱
石
は
ま
ず
人
間
の

「
情
緒f

」

が
、
「
直
接
経
験
」

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

か>
  

と
い
う
間
題
の
核
心
近
く
ま
で
踏
み
込
ま
せ
て
お
き
な
が
ら
、
結
局
秀
麿

れ
る
も
の
か
、
「
間
接
経
験
」

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
か
、

の
手
紙
に
対
す
る
子
爵
の
返
信
は

「
宗
教
間
題
な
ん
ぞ
に
立
ち
入
ら
ず
に
、

「
記
憶
想
像
のF

に
伴
う
て
生
ず
るf

」

(

現
実
経
験
か
ら
生
ま
れ
るf)  

即
ち

な
の

只
委
細
承
知
し
た
ど
う
ぞ
な
る
べ
く
穏
健
な
思
想
を
養
っ
て

国
家
の
用
に

か

「
記
述
叙
景
の
詩
文
に
対
し
て
起
すf

」(

表
現
さ
れ
た
も
の
か
ら
生
ま
れ

立
つ
人
物
に
な
っ
て
帰
っ
て
く
れ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
宗
教
間
題
」
に
対
す
る
漱
石
と
鵬
外
の
反
応
を
比
べ
て
み
る
と
、
双

方
と
も
「
宗
教
」
の
歴
史
的
背
景
や
教
義
等
の
知
識
を
十
分
に
理
解
し
つ
つ
、

鵬
外
が
深
み
に
入
る
こ
と
は
せ
ず
に
あ
え
て
避
け
て
通
る
と
い
う
方
法
を
取
っ

た
の
に
対
し
、
漱
石
は
「
宗
教
」
が
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
人
間
の
人
生

に
お
い
て
、
苦
し
み
を
救
済
す
る
手
段
と
し
て
存
在
し
続
け
た
こ
と
を
、<

そ

れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
も
の>

と
し
て
真
面
目
に
受
容
し
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。  

本
来
な
ら
ば

「
超
自
然F

」
と
い
う
、

現
実

(

知
的
・
合
理
的
思
考)  

に
お

い
て
は
、
在
り
得
な
い
は
ず
の
事
柄
が
一
日
一
「
文
学
作
品
」
と
し
て
描
か
れ
た

時
に
、
何
故
人
間
に
強
大
な
「
情
緒f

」
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
が
可
能
と
な
る

の
か
。
漱
石
の
思
考
は
、
文
学
的
効
果
と
し
て
の
「
幻
惑
」
と
い
う
課
題
に
移

るf)

な
の
か
を
区
別
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
実
世
界

に
お
い
て
は
耐
え
難
い
苦
痛
や
、
困
難
や
、
恐
怖
や
、
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た

い
出
来
事
も
、
文
学
作
品
の
中
で(

す
な
わ
ち
間
接
経
験
と
し
て)

描
か
れ
た

場
合
、
「
吾
人
は
此
れ
を
豪
も
怪
し
ま
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
時
と
し
て
は
こ
れ

を
歓
迎
す
る
」
も
の
に
変
化
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、<

疑
似
体

験
と
し
て
の
読
書
行
為>

、<

現
実
と
虚
構
と
の
関
係>

が
果
す
役
割
が
語
ら
れ

て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
本
当
ら
し
さ
」(verisim

nitude)

と
い

う
も
の
が
「
作
者
の
側
」
と
「
読
者
の
側
」
の
双
方
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ

て
、
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
双

方
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
効
果
が
「
幻
惑
」
な
の
で
あ
・
る
が
、

「
作
者
の
側
の
仕
掛
け
」
を
、
漱
石
は
「
表
出
の
方
法
」
即
ち
「
作
家
の
文
学

的
内
容
に
対
す
る
態
度
」
と
規
程
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
作
家
の
文
学
的



内
容
に
対
す
る
態
度
」
と
は
、
第
一
編
で
四
つ
に
分
類
し
た
「
感
覚F

」
、
「
人

事F
」
、
「
超
自
然F

」
、
「
知
的F

」
に
分
類
さ
れ
る
「
文
学
的
内
容F

」
を
、

<

ど
の
よ
う
な
立
場
・
ど
の
よ
う
な
見
地
・
視
点
か
ら
語
る
か>

と
い
う
く
語

り>

の
間
題
に
収
一
一
一
一
一
一
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
論
に
お
い
て

特
に
問
題
と
す
る
「
超
自
然F

」
の
よ
う
に
、
語
り
方
次
第
で
く
あ
り
そ
う
も

な
い
こ
と
を
、
あ
る
か
の
よ
う
に
語
る
語
り
方>

を
、
「
文
学
」
の
表
現
方
法

得
べ
し
。
耶
蘇
は
耶
蘇
な
り
。
耶
蘇
は
一
に
し
て
二
あ
る
に
あ
ら
ず
。
去

れ
ど
も
此
耶
蘇
を
見
る
の
立
場
の
異
な
る
よ
り
、
此
耶
蘇
を
解
釈
す
る
の

見
識
の
一
に
限
ら
ざ
る
よ
り
吾
人
は
絶
対
的
反
対
な
る
道
徳
的
批
判
を
彼

に
与
ふ
る
を
得
べ
し

余
は
事
実
を
曲
げ
虚
妄
を
列
ね
て
叙
述
を
左
右
し

の
一  

つ
と
し
て
自
覚
的
に
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。  

漱
石
に
お
け
る

<

ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
関
す
る
間
題>

  
は

従
来
『
文
学
論
』
第
四
編
「
間
隔
論
」

の
箇
所
で
議
論
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
実
は
そ
れ
よ
り
も
早
い
段
階
の
第

二
編
に
お
い
て
出
て
来
て
い
る
と
ぃ
う
こ
と
で
あ
る
。  

文
学
作
品
に
お
け
る
「
作
者
」

の
担
う
役
割
に
つ
い
て
漱
石
は
、
「
篇
中
の

人
物
」
に
対
し
て
彼
等
を
優
れ
た
希
有
の
人
物
と
描
く
事
も
、
ど
う
し
よ
う
も

な
い
人
物
と
描
く
こ
と
も
可
能
な
「
生
殺
与
奪
の
大
権
」
を
握
っ
て
い
る
と
語

得
る
が
故
に
し
か
り
と
云
ふ
に
あ
ら
ず
。
事
実
其
物
を
列
挙
す
る
の
み
に

て
然
あ
る
べ
し
と
云
ふ
な
り
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
成
し
た
業
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
が
、
彼
の
成
し

た
業
を
そ
の
ま
ま
伝
え
た
時
に
、
も
う
一
つ
の
無
力
な
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の

姿
も
、
ま
た
浮
ん
で
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
全
く
逆

の
場
合
も
成
立
す
る
。

ま
た
コ
リ
オ
レ
ー
ナ
ス
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

吾
人
今C

oriolanus

の
如
く
気
宇
広
闊
に
し
て
他
人
に
身
を
屈
す
る
こ

と
を
知
ら
ざ
る
英
雄
の
伝
記
を
綴
る
と
せ
よ
。
吾
人
は
又
其
事
実
を
曲
ぐ

る
。  

そ
の
例
と
し
て
、
漱
石
は
ま
ず
「
邪
蘇(

イ
エ
ス

キ
リ
ス
ト)
」
と
い

る
こ
と
な
く
事
実
其
物
を
直
写
し
て

然
も
容
易
に
彼
を
し
て
名
誉
あ
る

139漱石とキリスト教

う
人
物
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。  

吾
人
今
か
り
に
耶
蘇
を
描
く
と
せ
ん
に
、
人
己
の
右
頬
を
撃
て
ば
左
頬

を
出
し
左
頬
を
撃
て
ば
右
頬
を
出
す
底
の
修
養
を
具
へ
虚
懐
謙
譲
に
し
て

毫
も
抵
抗
す
る
事
な
き
無
上
有
徳
の
人
物
と
作
り
上
ぐ
る
も
容
易
な
り
。  

又
は
気
魄
な
く
、
熱
情
な
く
、
卑
屈
優
柔
に
し
て
死
に
至
る
迄
愚
痴
を
並

べ
て
婦
女
子
の
如
く
神
の
救
を
求
め
た
る
軟
骨
漢
と
も
書
き
上
ぐ
る
事
を

英
雄
の
地
位
を
失
は
し
む
る
こ
と
を
得
べ
し
。
吾
人
は
云
ひ
得
べ
し
、
彼

は
剛
慢
な
り
、
尊
大
な
り
、
不
遜
な
り
、
強
情
な
り
、
没
理
性
の
喧
嘩
好

き
な
り
、  

一
日
一
怒
を
発
す
れ
ば
其
怒
を
抑
へ
て
其
身
を
全
う
す
る
こ
と
を

知
ら
ざ
る
愚
人
な
り
、
人
に
頭
を
下
ぐ
る
こ
と
を
解
せ
ざ
る
頑
固
一
筋
の

武
骨
者
な
り
、
変
通
も
知
ら
ね
ば
遺
り
繰
り
も
心
得
ず
、
腹
を
立
つ
れ
ば

妻
と
母
と
を
棄
て
て
敵
国
に
味
方
す
る
如
き
軽
佻
の
輩
な
り
と
。  
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ま
た
、
さ
ら
に
続
け
て
漱
石
は
「
ア
ー
サ
ー
王
と
ギ
ニ
ヴ
ィ
ア
」
に
つ
い
て
、

テ
ニ
ソ
ン
の
『
ギ
ニ
ヴ
ィ
ア
』(G

u
=
fn

e
ve

re
)

を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ

う
に
語
る
。

T
e
n
n
yso

n

のA
rth

u
r

が
其
妻G

u
in

e
ve

re

に
対
す
る
所
作
を
見
よ
。

彼
は
始
め
よ
り
夫
と
し
て
毫
も
間
然
と
す
る
と
こ
ろ
な
き
所
調
紳
士
の
手

本
な
り
き
。  

犯
せ
る
罪
を
、
恥
じ
てG

u
ine

ve
re

のA
lm

e
sbu

ry

の
尼
寺
に

逃
れ
入
り
し
と
き
彼
は
こ
れ
を
追
踪
し
て
、  

浮
世
を
隔
つ
る
僧
扉
を
叩
い

て
、
罪
あ
る
妻
を
見
た
り
。
此
時
王
の
語
調
は
毫
も
乱
る
、
こ
と
な
き
の

み
な
ら
ず
無
量
の
親
切
と
叮
嚀
と
を
含
め
る
が
如
し
。
彼
は
其
不
貞
の
妻

の
一
髪
だ
も
を
傷
く
る
に
忍
び
ざ
る
が
故
に
終
生
護
衛
の
兵
を
与
へ
ん
と

約
し
、
且
日
く
、

I  c
an

n
o
t  to

u
c
h
  th

yn
P

s-
th

e
y  are

  n
o
t  m

in
e
-

B
u
t  

」an
c
e
lo

t-
s:n

ay-
th

e
y  n

e
ve

r  W
e
re

  th
e
  K

in
9
-
s.

I  c
an

n
o
t  take

  th
y  h

an
d:th

at  to
o
  is  fle

sh
-

A
n
d  in

  th
e
  fle

sh
  th

o
u
  h

ast  sin
n
-
dlan

d  m
y  o

w
n
  fie

sh
-

H
e
re

lo
o
kin

9
  do

w
n
  o

n
  th

in
e
  P

o
n
u
te

d.c
rie

s

Ilo
ath

e
  th

e
e
:-

(G
u
::fln

e
ve

re
-
n
5
5
1
,6

)

君
子
は
其
罪
を
憎
み
て
其
人
を
憎
ま
ず
と
云
へ
ばA

rth
u
r

は
世
界
に

於
る
最
高
級
の
君
子
な
る
べ
し
。  

詩
人
は
初
めG

u
ine

ve
re

とL
an

c
e
lot

と
の
恋
を
理
想
化
し
、
今
ま
た
此
処
に
此
寺
院
に
於
て
操
を
破
れ
る
王
妃

を
慎
み
深
き
可
憐
の
罪
人
と
な
せ
り
。
そ
れ
に
て
差
支
あ
り
と
云
ふ
に
あ

ら
ず
。
ロ
ハ
反
対
の
方
面
よ
り
窺
ふ
時
は
、
此
皇
后
は
不
埒
な
る
婦
女
な
り
、

容
赦
す
べ
か
ら
ざ
る
罪
人
な
り
、A

rthur

の
優
し
き
言
葉
に
値
せ
ざ
る

人
物
な
り
。  A

rthur

と
て
も
同
じ
事
な
り
。
如
斯
き
場
合
に
立
ち
至
り

て
か
、
る
不
貞
の
女
性
を
、
か
く
迄
庇
護
す
る
は
馬
鹿
気
た
る
感
な
き
能

は
ず
、
一
派
の
人
の
見
識
を
以
て
す
れ
ば
所
謂
野
呂
間
の
頂
上
な
り
。
さ

れ
ば
仮
に
此
詩
人
の
態
度
を
一
変
し
て
其
反
対
の
点
よ
り
同
事
件
を
写
し

てA
rthur

が
寸
毫
仮
借
も
な
く
其
妻
の
不
義
を
罰
す
る
様
を
描
く
と
す

る
も
彼
は
依
然
と
し
て
一
種
の
立
派
な
る
人
格
を
具
へ
た
るA

rthur

と

認
め
ら
れ
得
べ
き
理
な
り
。
勿
論
か
く
す
れ
ば
君
子
の
資
格
を
失
ひ
上
品

な
る
能
は
ざ
る
べ
き
も
、
其
代
わ
り
彼
は
未
練
な
き
男
、
女
に
鼻
毛
を
読

ま
れ
ぬ
人
と
な
り
て
出
現
す
べ
し
。
元
来
紳
士
と
云
ひ
、
君
子
と
云
ふ
は

す
べ
て
こ
れ
表
面
的
通
語
に
し
て
其
裏
面
に
は
多
少
野
呂
間
、
馬
鹿
等
の

意
味
を
含
む
に
相
違
あ
る
べ
か
ら
ず
。
同
時
に
利
口
な
る
人
と
云
ひ
、
俊

快
な
る
漢
と
云
ふ
は
矢
張
り
表
面
的
通
語
に
て
其
裏
面
に
は
ず
る
き
人
、

馬
の
眼
を
抜
く
人
と
云
ふ
義
を
自
ず
か
ら
蓄
へ
た
る
も
の
な
り
。  

故
に

A
rthur

がG
uinevere

に
対
す
る
態
度
を
課
題
と
し
て
吾
人
は
国
王
を
馬

鹿
気
た
る
も
の
と
な
す
も
、
気
の
利
き
た
る
も
の
と
す
る
も
要
は
作
家
の

腕
に
あ
る
の
み
。

例
え
ば
、
「
美
し
い
」
と
書
け
ば
、
「
美
し
く
な
い
」
と
い
う
意
味
が
生
ま
れ
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る
し
、
「
好
き
だ
」
と
書
け
ば
、
「
好
き
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
が
生
ま
れ
る

こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
こ
こ
で
漱
石
は
あ
ら
ゆ
る
人
事
・
物
事
が
必
然
的
に
両

義
的
で
あ
り
得
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
「
作
者
」
は
意
識
的
あ
る
い
は
無

意
識
的
に
そ
れ
ら
を
一
旦
相
対
化
し
た
後
に
、
ど
ち
ら
か
の
視
点
に
寄
り
添
い

物
語
を
書
き
始
め
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
漱
石
の
論
理
は
、  

現
代
の
ポ
ス
ト
構
造
主
義
者
た
ち
が

指
摘
す
る
「
脱
構
築(de

・construction)

」
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
重

要
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
漱
石
は
、
時
代
に
先
駆
け
て
独
自
の
文
学
理
論
を
展

開
し
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
創
作
を
開
始
す
る
以
前
に
、
こ
と
ば
と

い
う
も
の
が
、
透
明
に
あ
る
概
念
を
伝
え
ら
れ
る
訳
で
は
な
く
、
そ
こ
に
い
く

つ
も
の
意
味
が
派
生
し
て
し
ま
う
余
地
が
あ
る
こ
と
、<

一
つ
の
表
現
は
、
必

ず
そ
の
対
極
に
存
在
す
る
意
味
を
同
時
に
暴
い
て
ゆ
く>

  
こ
と
に
気
付
い
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
「
読
者
の
側
に
は
如
何
な
る
心
理
現
象
」
が
働
い
て
、
「
如
何
な
る
幻

惑
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
漱
石
は
「
文
学
作
品
を
玩
味
す
る
」

際
の
「
読
者
の
態
度
」
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
「
情
緒
の
再
発
」(

情
緒
の
復

帰)

、
「
除
去
法
」
と
い
う
二
つ
の
現
象
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
除
去

法
」
の
中
の
「
超
自
然F

に
関
す
る
知
的
分
子
の
除
去
」
に
絞
っ
て
考
察
を
進

め
た
い
。
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初
め
に
神
は
天
と
地
を
創
造
さ
れ
た
。
地
は
混
沌
で
あ
っ
て
、
闇
が
深

淵
の
面
に
あ
り
、
神
の
霊
が
水
の
面
を
動
い
て
い
た
。
神
は
言
わ
れ
た
。

「
光
あ
れ
」
。
こ
う
し
て
、
光
が
あ
っ
た
。
神
は
光
を
見
て
、
良
し
と
さ
れ

た
。
神
は
光
と
闇
を
分
け
、
光
を
昼
と
呼
び
、
闇
を
夜
と
呼
ば
れ
た
。
夕

べ
が
あ
り
、
朝
が
あ
っ
た
。
第
一
の
日
で
あ
る
。
『
旧
約
聖
書
』
「
創
世
記
」

第
二
早
第
一
節)

漱
石
は
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、  

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
一
節
を
読
む
者
は
信
徒
と
信
徒
た
ら
ざ
る
と
に
論
な
く
自
ら
壮
大

の
感
に
打
た
れ
て
ひ
と
り
襟
を
正
す
を
禁
じ
得
ざ
る
べ
し
。
余
の
如
き
も

不
信
者
の
一
人
な
り
。
哲
学
的
に
案
出
せ
る
神
さ
へ
存
在
す
る
と
は
肯
は

ず
。
況
ん
や
此
不
合
理
の
神
に
於
て
を
や
。
た
゛
・
吾
前
に
あ
る
は
神
力
の

偉
大
な
る
叙
述
の
み
。
而
し
て
吾
感
ず
る
は
偉
大
な
る
情
緒
の
み
。
知
を
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離
れ
識
を
絶
し
て
只
此
叙
述
を
荘
厳
と
の
み
思
ふ
。
其
時
宇
宙
混
沌
と
し

て
水
天
未
だ
分
れ
ず
。
暗
模
糊
裏
天
自
ら
動
き
地
自
か
ら
動
い
て
万
有
悉

く
神
意
の
命
ず
る
如
く
に
出
現
し
来
る
。
其
威
力
を
想
見
し
、
其
四
囲
を

髣
髴
と
す
る
と
き
崇
高
の
念
自
然
と
吾
血
を
満
身
に
漲
ら
し
む
。
然
れ
ど

も
一
た
び
情
界
を
去
っ
て
知
界
に
入
る
と
き
創
世
の
弁
は
頭
に
徹
し
尾
に

徹
し
て
偽
な
り
。
荒
誕
な
り
、
無
稽
な
り
。
只
此
偽
を
忘
れ
、
此
荒
誕
と

無
一
稻
と
を
遺
失
し
て
只
崇
高
の
一
念
を
把
住
す
る
と
き
雲
山
、
漫
々
た
り
海

水
蕩
々
た
り
。

こ
こ
で
激
石
は
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
「
神
」
も
、
ま
た
西
洋
哲
学
が
常

に
追
い
求
め
て
き
た
「
超
越
的
絶
対
者
」
と
し
て
の
「
神
」
の
存
在
も
信
じ
る

こ
と
は
で
き
な
い
し
、
「
不
合
理
」
だ
と
し
つ
つ
も
、
読
者
が
「
知
的
分
子
」

を
除
去
し
て
こ
の
件
を
読
ん
だ
場
合
、
「
自
ら
壮
大
の
気
に
打
た
れ
て
ひ
と
り

衿
を
正
す
を
禁
じ
得
ざ
る
べ
し
」
と
語
る
の
で
あ
る
。

創
作
の
眼
目
は
、
読
者
に
、
描
か
れ
て
あ
る
こ
と
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
忘

れ
さ
せ
、
描
か
れ
た
世
界
に
没
入
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
、
描
か
れ
た

出
来
事
が
現
実
に
は
起
こ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、  

創
作
と
し
て
優

れ
た
表
現
と
な
る
訳
で
、
漱
石
が
「
作
者
の
側
の
仕
掛
け
」
、
「
読
者
の
側
の
心

理
作
用
」
の
双
方
を
説
明
す
る
際
に
、
最
も
あ
り
え
な
い
「
超
自
然F

」
を
例

に
取
り
説
明
す
る
の
は
必
然
の
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
小
説

家
夏
目
漱
石
は
、
「
超
自
然F

」
と
り
わ
け
「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
」
や
「
信
仰
」

と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
っ
た
の
か
。  

結

漱
石
は
「
神
」
と
人
間
と
の
関
わ
り
を
ど
の
よ
う
に
描
い
た
か

こ
の  

「
神
」
と
い
う
存
在
を
め
ぐ
る
作
家
漱
石
の
知
性
と
情
緒
の
せ
め
ぎ
あ

い
は
、
『
門
』
か
ら
『
行
人
』
、
そ
し
て
『
道
草
』
へ
と
確
実
に
変
化
し
つ
つ
、

人
間
の
苦
悩
を
救
済
す
る
可
能
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
「
神
」
の
存
在
に
つ

い
て
の
考
察
は
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
「
神
」
に
つ
い
て
、
『
文
学
論
』
以

後
、
漱
石
作
品
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
い
く
つ

か
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

例
え
ば
『
門
』
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
御
米
、
御
前
信
仰
の
心
が
起
っ
た
事
が
あ
る
か
い
」
と
或
時
宗
助
が

御
米
に
聞
い
た
。
御
米
は
、
た
一
、
「
あ
る
わ
」
と
答
へ
た
丈
で
、
す
ぐ

「
貴
方
は
」
と
聞
き
返
し
た
。
宗
助
は
薄
笑
ひ
を
し
た
ぎ
り
、
何
と
も
答

え
な
か
っ
た
。
其
代
り
推
し
て
、
御
米
の
信
仰
に
就
い
て
、
詳
し
い
質
問

も
掛
け
な
か
っ
た
。
御
米
に
は
、
そ
れ
が
仕
合
せ
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。

彼
女
は
そ
の
方
面
に
、  

是
と
い
ふ
程
判
然
し
た
凝
り
整
っ
た
何
物
も
有
つ

て
ゐ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
人
は
兎
角
し
て
会
堂
の
腰
掛
に
も
倚
ら

ず
、
寺
院
の
門
も
潜
ら
ず
に
過
ぎ
た
。
さ
う
し
て
只
自
然
の
惠
か
ら
来
る

月
日
と
云
ふ
緩
和
剤
の
力
丈
で
、
漸
く
落
ち
付
い
た
。
時
々
違
く
か
ら
不

意
に
現
れ
る
訴
も
、  

苦
し
み
と
か
恐
れ
と
か
い
ふ
残
酷
の
名
を
付
け
る
に



は

あ
ま
り
微
か
に

あ
ま
り
薄
く
、
あ
ま
り
に
肉
体
と
欲
得
を
離
れ
過

に
あ
る
苦
悩
か
ら
逃
れ
る
道
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

し
か
し
「
死
」
も

ぎ
る
様
に
な
っ
た

必
竟
ず
る
に
、
彼
等
の
信
仰
は
、
神
を
得
な
か
っ
た        

「
狂
気
」
も
、
人
間
が
何
か
を
判
断
し
た
り
思
考
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る

た
め

論
者

仏
に
逢
は
な
か
っ
た
た
め
、

『
門
』
十
七)  

互
を
目
標
と
し
て
働
い
た

(

傍
線

状
態
の
も
の
で
は
な
い

た
だ

「
宗
教
」
だ
け
が
、

人
間
の
何
ら
か
の
思
考
や

こ
こ
で
く
語
り
手>

  

は

宗
助
と
御
米
の
苦
悩
が
「
月
日
と
い
う
緩
和
剤
の

力
」
で
、
表
面
上
は
落
ち
付
い
て
い
る
が
、
根
本
的
な
解
決
に
は
な
っ
て
い
な

い
こ
と
、
そ
し
て
も
し
「
神
」
を
得
た
な
ら
ば(

或
は
仏
と
逢
っ
て
い
た
な
ら

ば)

違
っ
て
い
た
こ
と
を
、
我
々
読
者
に
告
げ
て
い
る
。
そ
し
て
く
語
り
手>

  

は
理
性
的
に
宗
教
の
果
た
す
役
割
や
、
人
間
に
与
え
る
効
果
を
語
り
つ
つ
、
同

時
に
宗
教
、
あ
る
い
は
信
仰
を
持
た
な
い
が
た
め
に
宗
助
と
御
米
が
抱
く
深
い

空
疎
感
・
空
虚
感
を
も
描
き
出
し
て
い
る
の
だ
。  
「
宗
教
」
や

う
最
も
抽
象
的
な
も
の
が
、
最
も
強
い
情
緒
を
喚
起
す
る
の
は
、 「

信
仰
」
と
い

ま
さ
に
人
間

判
断
と
無
縁
で
は
な
く
、
人
聞
の
苦
悩
の
解
決
の
方
策
と
し
て
選
び
取
ら
れ
る

可
能
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
『
道
草
』
で
は
、
次
か
ら
次
へ
と
健
三
の
前
に
押
し
寄
せ
て
く
る
様
々

な
塵
労
に
対
し
て
、
健
三
は
「
神
で
な
い
以
上
公
平
は
保
て
な
い
」
「
神
で
な

い
以
上
辛
抱
だ
っ
て
し
切
れ
な
い
」(

『
道
草
』
九
十
六)

と
考
え
て
い
る
。
こ

れ
は
健
三
が
「
神
」
と
い
う
存
在
を
、
ど
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
も
厳
正
に

公
平
さ
を
保
ち
、
ど
の
よ
う
な
苦
難
を
も
辛
抱
す
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
存

在
と
し
て
「
神
」
の
存
在
を
考
え
て
い
る
こ
と
を
同
時
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。  

こ
こ
で
い
う
「
神
」
と
は
、

精
進
す
る
こ
と
で
仏
に
な
れ
る
と
い
う
仏
教
的
な

の
こ
の
深
い
空
疎
感
・
空
虚
感
を
映
し
出
す
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
え
よ

、
つo

  

<

超
越
的
絶
対
者>

  

と
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、<

人
間
は
ど
れ
ほ
ど
努
力
し
て
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ま
た
『
行
人
』

で
は
、
「
死
ぬ
か
、
気
が
違
ふ
か

夫
で
な
け
れ
ば
宗
教
に

入
る
か
。
僕
の
前
途
に
は
此
三
つ
の
も
の
し
か
な
い
」(

『
行
人
』
三
十
六)
と

い
う
一
郎
の
言
葉
に
、
人
聞
の
苦
悩
を
救
済
す
る
存
在
と
し
て
の
「
宗
教
」
が

登
場
し
て
い
る
。

「
死
」
と
「
狂
気
」
と

こ
で
併
記
さ
れ
て
い
る
が
、

「
宗
教
」  

と
い
う
三
つ
の
異
な
る
次
元
の
も
の
が
こ

「
死
」
と
「
狂
気
」

の
状
態
は
、
確
か
に
今
眼
前

も
決
し
て
神
に
は
な
れ
な
い>

と
い
う
く
神
と
人
間
と
の
間
の
深
い
断
絶>

を

前
提
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
く
超
越
的
絶
対
者>

と
し
て
の
「
神
」
を
指
し

て
い
る
。
第
一
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
漱
石
は
「
神
」
と
い
う

も
の
が
く
人
間
の
理
想>

を
担
う
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し

て
い
る
。
何
故
な
ら
人
間
は
ま
さ
に
く
理
想
と
は
ほ
ど
遠
い
存
在>

、
即
ち

く
等
身
大>

で
し
か
あ
り
え
な
い
か
ら
こ
そ
、
「
世
の
中
に
片
付
く
な
ん
て
も
の

は
殆
ど
あ
り
ゃ
し
な
い
」(

『
道
草
』
百
二)

と
、
健
三
に
語
ら
せ
て
い
る
か
ら



144  

で
あ
る
。

本
論
に
お
い
て
は
、
漱
石
が
「
キ
リ
ス
ト
教
」
あ
る
い
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の

神
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
押
さ
え
た
上
で
、
『
文
学
論
』

第
二
編
に
お
け
る
「
文
学
的
効
果
と
し
て
の
幻
惑
」
を
生
み
出
す
「
作
者
の
側

の
技
法
」
即
ち
く
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
関
す
る
間
題>

と
、
「
読
者
の
心
理
作
用
」

と
し
て
の
「
知
的
分
子
の
除
去
」
を
説
明
す
る
際
に
、
漱
石
が
「
超
自
然F

」
、

と
り
わ
け
「
キ
リ
ス
ト
教
」
「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
」
を
解
説
の
例
と
し
て
集
中

的
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、  

後
の
漱
石
作
品
と
の
関
連
も
絡
め
て
考

察
し
た
。

現
実
に
は
在
り
得
な
い
も
の
を
「
本
当
ら
し
く
」
描
き
出
す
こ
と
こ
そ
、
創

作
家
の
役
割
で
あ
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
文
学
」
の
果
す
重
要
な
役

割
で
あ
る
こ
と
を
、
漱
石
は
見
抜
い
て
い
る
。
小
説
家
夏
目
漱
石
の
誕
生
は
、

必
然
の
も
の
で
あ
っ
た
。  

(

本
学
教
授)  

※
漱
石
作
品
か
ら
の
引
用
は
全
て
『
漱
石
全
集
』(

岩
波
書
店
刊
、
全
二
十
八

巻
・
別
巻
一
、  

一
九
九
五
年
発
行)

に
拠
る
。

※
本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
五
月
二
十
日
、
清
泉
女
子
大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
た

日
本
比
較
文
学
会
東
京
支
部
五
月
例
会
に
お
い
て
、
「
夏
目
漱
石
『
文
学
論
』

再
考
」
と
い
う
題
目
で
口
頭
発
表
し
た
内
容
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。  


