
芥
川
再
見

そ
の
正
と
負

小
林
秀
雄
の
批
評
を
軸
と
し
て
一

佐

藤

泰

正

 
 
 
 
一

 
こ
の
夏
の
講
座
で
は
く
芥
川
再
見
一
そ
の
正
と
負
を
め
ぐ
っ
て
〉
と
題
し
て
、

い
く
ば
く
か
の
知
見
を
し
ゃ
べ
っ
て
み
た
。
い
ま
そ
の
核
心
と
も
い
う
べ
き
部

分
を
さ
ら
に
押
し
ひ
ら
い
て
、
芥
川
文
学
の
本
節
と
も
い
う
べ
き
所
に
迫
っ
て

み
た
い
と
思
う
わ
け
だ
が
、
さ
て
う
ま
く
ゆ
く
か
、
ど
う
か
。
か
す
か
な
予
感

は
あ
る
が
、
ま
ず
は
書
き
出
し
て
み
る
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。

 
芥
川
を
評
し
て
、
も
は
や
人
格
と
し
て
は
解
体
し
た
。
「
斯
く
し
て
彼
の
個

性
は
人
格
と
な
る
こ
と
を
止
め
て
一
つ
の
現
象
と
な
っ
た
」
と
は
、
小
林
秀
雄

が
自
身
処
女
評
論
と
呼
ぶ
『
芥
川
龍
之
介
-
美
神
と
宿
命
』
（
昭
2
・
9
）
末

尾
の
言
葉
だ
が
、
こ
れ
を
ど
う
読
む
か
。
か
つ
て
は
芥
川
び
い
き
と
し
て
は
、

い
さ
さ
か
み
も
ふ
た
も
な
い
苛
酷
な
批
判
と
も
み
え
た
が
、
あ
る
時
期
か
ら
こ

れ
は
．
小
林
自
身
を
つ
ら
ぬ
く
自
問
の
声
、
肺
腋
の
言
と
も
み
え
て
来
た
。
平
野

謙
は
昭
和
文
学
史
を
論
じ
て
、
そ
の
特
色
の
ひ
と
つ
は
「
人
間
性
の
解
体
」
に

あ
る
と
い
う
（
『
現
代
文
学
史
』
一
昭
和
、
『
現
代
文
学
全
集
』
別
巻
1
、
筑
摩

壼
旦
房
、
昭
3
4
・
4
）
。
小
林
秀
雄
の
い
う
所
も
ま
た
、
こ
の
「
人
間
性
の
解
体
」

そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
。
芥
川
に
あ
っ
て
人
格
は
解
体
し
、
一
個
の
現
象
と
化

し
た
と
い
う
。
そ
れ
が
時
代
の
必
然
、
ま
た
象
徴
と
み
え
た
時
、
こ
の
認
識
以

外
に
自
分
た
ち
の
踏
み
出
す
一
歩
は
ど
こ
に
あ
ろ
う
と
小
林
は
い
う
。
し
か
も

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

「
ひ
と
つ
の
現
象
と
な
っ
た
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
含
む
所
は
評
者
の
想
い
を

超
え
て
、
は
る
か
に
深
い
。
そ
れ
は
否
定
、
批
判
の
言
と
み
え
て
、
逆
に
ま
た

芥
川
と
い
う
作
家
の
、
あ
る
決
定
的
な
新
し
さ
を
も
意
味
す
る
。

 
小
林
は
先
ず
芥
川
を
「
神
経
的
な
存
在
」
と
評
し
、
大
正
と
い
ヶ
「
文
学
解

体
期
」
の
生
ん
だ
コ
人
の
犠
牲
者
」
で
あ
っ
た
と
も
い
う
。
「
僕
は
ど
う
云

ふ
良
心
も
、
一
芸
術
的
良
心
さ
へ
持
っ
て
る
な
い
。
が
、
神
経
は
持
ち
合
せ

て
み
る
」
と
自
身
い
う
ご
と
ぐ
、
彼
は
「
理
知
的
作
家
」
な
ら
ぬ
、
「
神
経
の

み
を
持
っ
て
る
た
作
家
な
の
」
だ
と
い
う
。
ま
た
「
『
鼻
』
に
始
ま
っ
て
『
河
童
』

に
終
み
ま
で
、
彼
の
全
作
品
は
殆
ど
逆
説
的
心
理
の
定
着
で
終
始
し
て
み
る
」

が
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
「
理
知
の
情
熱
」
な
ら
ぬ
、
「
神
経
の
情
緒
」
に
過
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ぎ
ぬ
と
い
う
。
こ
こ
に
「
神
経
的
存
在
」
、
神
経
的
作
家
と
い
う
言
葉
が
繰
り

 
 
 
 
 
 
 
ゴ

返
さ
れ
る
が
、
こ
の
〈
神
経
〉
と
い
う
言
葉
は
注
目
に
価
い
す
る
。
大
正
期
思

潮
の
特
色
と
し
て
〈
生
A
叩
王
義
〉
の
横
這
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
い
ま
ひ
と
つ
〈
神

経
〉
と
い
う
言
葉
も
ま
た
、
こ
の
時
代
を
象
徴
す
る
何
も
の
か
で
あ
ろ
う
。
広

津
和
郎
の
『
神
経
病
時
代
』
（
大
6
）
な
ど
も
そ
の
表
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

芥
川
生
前
の
同
時
代
評
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
所
で
あ
る
。

（197）

芥
川
再
見
1
そ
の
正
と
負

ハ
林
秀
雄
の
批
評
を
軸
と
し
て
ー



 
自
分
は
い
か
な
る
良
心
も
持
た
ぬ
。
あ
る
も
の
は
た
だ
神
経
の
み
だ
と
い
う

時
、
こ
れ
を
芥
川
的
逆
説
と
も
、
都
会
人
的
露
悪
と
も
み
る
こ
と
は
で
き
る
。

が
、
し
か
し
そ
れ
の
み
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
自
己
の
裡
な
る
く
無
数
の
分

裂
〉
を
言
い
つ
つ
、
そ
れ
を
現
代
作
家
の
負
荷
と
も
栄
光
と
も
み
る
口
吻
に
つ

な
が
る
、
ひ
そ
か
な
自
白
の
ひ
び
き
は
な
い
か
。
あ
る
も
の
は
神
経
の
み
と
は
、

も
は
や
ど
の
よ
う
な
絶
対
観
念
も
価
値
規
範
も
な
く
、
あ
る
も
の
は
た
だ
す
べ

て
を
相
対
と
み
る
く
意
識
〉
の
推
移
で
あ
り
、
〈
存
在
〉
と
は
も
は
や
一
個
の
〈
管
〉

の
ご
と
き
も
の
、
意
識
の
流
れ
そ
の
も
の
を
映
し
出
す
透
明
無
色
の
〈
管
〉
に

過
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
小
林
の
い
う
、
も
は
や
彼
は
ひ
と
つ
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の
「
現
象
と
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
芥
川
こ
そ
は
大
正
と
い
う

時
代
を
予
見
し
て
、
有
島
が
か
つ
て
い
っ
た
時
代
の
特
性
を
み
ご
と
に
体
現
し

え
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

 
『
白
樺
』
創
刊
号
巻
頭
、
武
者
小
路
の
『
「
そ
れ
か
ら
」
に
つ
い
て
』
（
明
4
3
・

4
）
が
自
我
の
主
張
を
宣
明
し
て
、
新
世
代
の
新
た
な
登
場
を
告
げ
た
と
す
れ
，

ば
、
続
く
第
二
号
の
有
島
の
『
二
つ
の
道
』
（
明
4
3
・
4
）
は
、
こ
の
自
我
絶

対
の
主
張
を
も
相
対
化
し
つ
つ
、
さ
ら
な
る
新
時
代
の
到
来
を
予
見
し
た
も
の

と
．
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
人
は
相
対
界
に
彷
乱
す
る
動
物
」
で
あ
り
、
人
の

前
に
は
厳
た
る
「
二
つ
の
道
」
が
あ
る
と
い
う
。
人
は
こ
れ
を
「
ア
ポ
ロ
、
デ
イ

オ
ニ
「
ソ
ス
」
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
」
「
霊
、
肉
」
「
理
想
、
現
実
」

な
ど
様
々
に
呼
ぶ
が
、
ど
の
よ
う
な
名
を
用
い
よ
う
と
な
お
言
い
つ
く
せ
ぬ
も

の
が
あ
り
、
人
の
「
思
想
」
「
行
為
」
の
「
瞬
間
」
に
「
立
ち
現
は
れ
た
明
確

な
現
象
」
「
深
奥
な
残
酷
な
実
在
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
う
し
て
人
は
コ
つ

の
道
を
歩
む
時
」
、
も
は
や
「
人
で
な
く
な
る
」
。
人
間
が
つ
い
に
こ
の
存
在
の
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混
沌
に
対
し
て
、
論
理
を
「
結
着
す
る
程
の
能
力
」
（
「
も
一
度
「
二
つ
の
道
」

に
就
い
て
』
）
を
持
た
ず
、
「
信
仰
」
も
ま
た
「
遂
に
相
対
事
相
の
特
殊
な
変
態

と
見
る
外
は
な
い
」
と
す
れ
ば
、
我
々
は
「
此
の
矛
盾
こ
そ
人
間
本
来
の
立
場

だ
と
云
ふ
事
を
覚
っ
て
、
其
の
中
に
安
住
し
得
る
を
誇
る
べ
き
」
で
あ
り
、

「
先
づ
我
々
は
先
祖
伝
来
の
絶
対
観
念
に
暇
乞
を
し
て
、
自
己
に
立
ち
帰
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
。
こ
の
『
二
つ
の
道
』
、
さ
ら
に
『
も
一
度
「
二
つ
の
道
」

に
就
い
て
』
（
明
4
3
・
8
）
が
、
有
島
の
信
仰
離
反
に
つ
な
が
る
最
初
の
く
宣

言
一
つ
V
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
彼
は
く
相
対
V
の
場
に
、
そ
の
初
心
に
徹

す
べ
き
で
あ
っ
た
。

 
し
か
し
彼
の
論
理
は
、
宿
命
は
知
ら
れ
る
通
り
、
相
対
、
二
元
の
葛
藤
を
踏

ま
え
つ
つ
、
つ
い
に
一
元
的
当
為
に
、
一
元
の
生
に
収
束
し
て
い
っ
た
。
こ
こ

に
有
島
と
い
う
作
家
の
悲
劇
を
見
る
と
す
れ
ば
、
芥
川
は
ど
う
か
。
『
二
つ
の
道
』

が
有
島
文
学
の
起
点
で
あ
り
ま
た
大
正
文
学
の
起
点
で
も
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

芥
川
は
あ
え
て
こ
の
相
対
、
二
元
の
立
場
を
初
心
と
し
、
そ
の
内
的
亀
裂
を
現

代
に
生
き
る
作
家
の
栄
光
と
し
た
。
彼
が
つ
い
に
人
格
な
ら
ぬ
、
ひ
と
つ
の
く
現

象
〉
と
化
し
た
と
は
、
こ
の
大
正
と
い
う
時
代
を
つ
ら
ぬ
い
て
、
そ
の
末
期
の

尖
端
に
立
つ
自
身
の
姿
を
け
ざ
や
か
に
顕
示
し
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
評
家

が
彼
の
死
を
も
っ
て
大
正
の
終
り
と
し
（
臼
井
吉
見
『
現
代
文
学
史
』
1
大
正
）
、

こ
れ
を
承
け
て
昭
和
の
始
ま
り
と
み
る
（
平
野
謙
『
現
代
文
学
史
』
1
昭
和
）

意
味
も
ま
た
こ
こ
に
あ
る
。
た
だ
小
林
が
こ
の
新
し
さ
を
〈
現
象
〉
の
一
語
を

も
っ
て
言
い
つ
つ
、
そ
こ
に
批
判
、
否
定
の
口
吻
が
に
じ
む
と
す
れ
ば
、
こ
れ

は
逆
に
小
林
自
身
の
当
時
の
状
態
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
心
的
状
態
と

は
何
か
。

（198）



 
 
 
 
二

 
小
林
秀
雄
は
こ
の
芥
川
論
の
直
前
『
測
鉛
』
（
昭
2
・
5
）
と
題
し
た
評
論

の
な
か
で
次
の
ご
と
く
い
う
。
「
人
間
に
は
見
る
事
だ
け
し
か
許
さ
れ
て
み
な

い
。
真
理
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ポ
ー
ル
が
ダ
マ
ス
の
道
で
キ
リ
ス

ト
を
見
た
と
い
ふ
事
以
外
に
は
な
い
」
。
こ
れ
は
パ
ウ
ロ
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
迫

害
の
た
め
ダ
マ
ス
コ
へ
向
か
う
途
上
、
不
意
に
光
に
打
た
れ
て
倒
れ
、
彼
に
呼

び
か
け
る
キ
リ
ス
ト
の
声
に
ふ
れ
て
改
宗
す
る
と
い
う
、
聖
書
中
の
一
挿
話
か

ら
と
っ
た
も
の
だ
が
、
さ
ら
に
そ
の
延
長
と
も
い
う
べ
き
一
文
（
『
測
鉛
』
昭
2
・

8
）
で
も
、
「
批
評
の
普
遍
性
」
と
は
何
か
と
自
問
し
つ
つ
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
普

遍
性
と
は
改
宗
の
情
熱
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
以
て
答
え
る
。

こ
れ
ら
の
評
論
と
地
続
き
に
あ
の
芥
川
論
が
書
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
す
で

に
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
処
女
評
論
の
背
後
に
ひ

め
ら
れ
た
も
の
は
、
こ
の
一
種
衝
迫
的
な
求
心
へ
の
情
熱
で
あ
ろ
う
。
事
実
、

こ
の
後
者
の
一
文
中
に
す
で
に
芥
川
へ
の
言
及
が
あ
る
。

 
「
い
ま
の
日
本
の
文
壇
で
芥
川
氏
の
頭
程
美
神
と
宿
命
と
が
奇
妙
な
喧
嘩
を

し
て
み
る
頭
を
知
ら
な
い
。
こ
の
喧
嘩
を
掴
ま
ね
ば
『
芥
川
龍
之
介
論
』
な
る

も
の
は
無
意
味
と
さ
え
信
じ
て
み
る
」
が
、
こ
れ
は
い
つ
れ
書
き
た
い
と
思
ふ

か
ら
此
処
」
で
は
省
く
が
、
「
唯
最
も
重
要
な
事
を
言
っ
て
置
き
た
い
」
。
室
生

犀
星
は
芥
川
の
『
河
童
』
'
は
「
作
者
の
オ
モ
チ
ャ
箱
」
だ
と
い
う
が
、
「
問
題

は
作
者
が
何
故
に
自
分
の
オ
モ
チ
ャ
箱
を
人
に
見
せ
ず
に
居
ら
れ
な
か
っ
た

か
」
と
い
う
所
に
あ
る
。
「
こ
こ
に
作
者
内
奥
の
理
論
」
が
あ
り
、
「
作
者
の
宿

命
の
主
調
低
音
が
聞
こ
え
る
の
だ
」
。
こ
う
し
て
「
こ
こ
に
到
っ
て
批
評
」
は
「
君

自
身
の
問
題
」
と
な
り
、
「
発
見
し
た
生
命
が
自
身
の
血
肉
と
変
じ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
」
と
い
う
。

芥
川
再
見
一
そ
の
正
と
負

ハ
林
秀
雄
の
批
評
を
軸
と
し
て
一

 
こ
の
論
の
直
後
、
芥
川
の
死
が
あ
り
、
彼
は
殆
ど
続
編
の
ご
と
く
し
て
先
の

芥
川
論
を
書
く
こ
と
と
な
る
。
果
た
し
て
そ
こ
に
「
宿
命
の
主
調
低
音
」
は
聞

こ
え
た
か
。
「
美
神
と
宿
命
」
の
相
剋
と
、
そ
の
核
心
は
ど
う
掴
み
と
ら
れ
た
か
。
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そ
れ
は
芥
川
自
身
を
語
る
以
上
に
、
「
君
自
身
の
問
題
」
と
な
り
え
た
か
。
そ

こ
に
「
発
見
し
た
生
命
」
は
「
自
身
の
血
肉
と
変
じ
」
え
た
か
。
恐
ら
く
我
々

は
言
葉
を
返
し
て
、
小
林
に
こ
う
聞
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
は
い
う
一
「
自

然
」
を
「
一
人
の
美
神
」
と
す
れ
ば
、
「
宿
命
」
と
は
芸
術
家
め
裡
に
ば
た
ら

く
「
抽
象
的
思
想
の
力
」
で
あ
り
、
「
画
家
の
脳
髄
」
が
「
美
神
よ
り
宿
命
に

向
っ
て
動
く
」
と
す
れ
ば
、
「
文
学
者
の
脳
髄
は
宿
命
よ
り
美
神
に
向
っ
て
動

く
」
。
し
か
し
彼
、
芥
川
は
「
美
神
の
影
を
追
ひ
宿
命
の
影
を
追
っ
て
彷
畏
し
た
」

に
過
ぎ
ぬ
と
。
こ
う
し
て
芥
川
に
あ
っ
て
は
「
人
生
の
最
も
切
実
に
生
き
る
が

恒
久
の
実
質
の
な
い
も
の
に
見
え
た
散
文
が
彼
の
宿
命
と
見
え
、
人
生
を
切
実

に
活
き
な
い
が
最
も
命
の
永
い
実
質
を
有
す
る
も
の
と
見
え
た
拝
情
詩
が
彼
の

美
神
に
見
え
た
の
で
あ
る
」
と
。

 
こ
の
行
文
か
ら
一
拍
お
い
て
、
あ
の
最
後
の
一
行
が
来
る
。
「
斯
く
し
て
彼

の
個
性
は
人
格
と
な
る
事
を
止
め
て
一
つ
の
現
象
と
な
っ
た
」
と
。
こ
う
し
て

芥
川
と
は
常
に
「
逆
説
的
測
鉛
」
を
も
っ
て
人
生
の
表
裏
を
裁
断
し
た
、
真
の

「
逆
説
家
」
な
ら
ぬ
、
「
逆
説
的
風
景
画
家
」
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
主
題
の
変
奏

を
も
っ
て
こ
の
論
は
閉
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ま
た
逆
に
、
芥
川
な
ら
ぬ
、

小
林
自
身
の
「
逆
説
的
測
鉛
」
に
よ
っ
て
裁
断
し
、
切
り
と
ら
れ
た
一
枚
の
風

景
画
、
〈
作
家
の
風
景
〉
と
も
見
え
て
は
来
な
い
か
。
そ
こ
に
「
発
見
し
た
生
命
」

と
も
い
う
べ
き
も
の
は
あ
っ
た
か
。
「
宿
命
の
主
調
低
音
」
は
聞
き
と
ら
れ
え

た
か
。
「
逆
説
的
測
鉛
を
曳
く
も
の
は
、
測
鉛
の
重
さ
に
よ
っ
て
不
断
の
罰
を

受
け
る
。
」
，
「
彼
は
測
鉛
を
曳
く
宿
命
を
負
っ
た
自
身
の
危
険
な
資
質
を
意
識
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す
る
」
。
こ
う
し
て
「
彼
は
道
化
と
な
り
、
狂
者
と
な
る
。
若
年
の
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
イ
は
言
っ
た
。
『
今
私
に
唯
一
つ
な
す
べ
き
事
が
残
っ
て
み
る
。
そ
れ

は
発
狂
す
る
事
で
あ
る
』
と
」
。
し
か
し
「
芥
川
氏
は
こ
の
心
理
的
廟
弱
を
嘆

じ
た
事
は
」
な
く
、
「
測
鉛
は
永
遠
の
答
刑
」
な
ら
ぬ
、
「
彼
が
発
明
し
た
衛
生

学
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。

 
果
た
し
て
芥
川
は
測
鉛
を
曳
く
が
故
の
「
心
理
的
巌
弱
を
嘆
じ
」
え
な
か
っ

た
か
。
そ
の
故
の
「
永
遠
の
答
刑
」
を
感
じ
な
か
っ
た
か
。
恐
ら
く
は
逆
で
あ

ろ
う
。
遺
稿
『
歯
車
』
を
見
る
が
い
い
。
そ
こ
で
は
「
衛
生
学
」
の
「
発
明
」

な
ら
ぬ
、
「
逆
説
的
測
鉛
」
を
曳
き
つ
づ
け
た
が
故
の
心
理
の
、
い
や
魂
の
「
癩

弱
」
が
、
そ
の
後
の
逃
れ
え
ぬ
「
答
刑
」
の
痛
み
が
、
い
さ
さ
か
の
誇
張
を
含

み
な
が
ら
も
し
る
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
。
そ
こ
で
は
く
僕
〉
と
い
う
分
身

は
「
郁
郵
の
歩
み
を
学
ば
な
い
う
ち
に
寿
陵
の
歩
み
を
忘
れ
て
し
ま
ひ
、
蛇
行

葡
質
し
て
帰
郷
し
た
と
云
ふ
『
韓
非
子
』
中
の
青
年
」
、
そ
の
名
を
と
っ
て
「
寿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し

陵
余
子
」
と
名
づ
け
た
か
つ
て
の
「
ペ
ン
・
ネ
エ
ム
」
が
、
ま
さ
に
誰
の
眼
に

も
「
今
日
の
僕
」
の
姿
で
は
な
い
か
と
問
い
、
『
暗
夜
行
路
』
の
主
人
公
や
『
赤

光
』
と
い
う
歌
集
の
存
在
に
打
ち
ひ
し
が
れ
る
自
分
の
姿
を
隠
さ
な
い
。

 
ま
た
『
或
阿
呆
の
一
生
』
で
は
そ
の
終
末
、
「
偶
然
或
る
古
道
具
屋
の
店
に

剥
製
の
白
鳥
」
を
見
つ
け
、
「
そ
れ
は
頸
を
挙
げ
て
立
っ
て
る
た
も
の
の
、
黄

ば
ん
だ
羽
根
さ
へ
虫
に
食
は
れ
て
る
た
」
そ
の
姿
に
、
「
彼
は
彼
の
一
生
を
思
ひ
、

涙
や
冷
笑
の
こ
み
上
げ
る
の
を
感
じ
た
」
（
四
十
九
 
剥
製
の
白
鳥
）
と
い
う
。

し
か
も
そ
れ
が
「
『
或
阿
呆
の
一
生
』
を
書
き
上
げ
た
後
」
の
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
の
を
み
れ
ば
、
こ
こ
で
も
自
己
の
人
生
な
ら
ぬ
、
〈
逆
説
の
測
鉛
〉
を
曳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

き
続
け
た
表
現
者
と
し
て
の
痛
み
は
深
い
。
そ
れ
が
「
剥
製
の
白
鳥
」
に
過
ぎ

ぬ
と
い
う
痛
み
は
ま
た
、
晩
期
の
作
品
『
年
末
の
一
日
』
（
大
1
5
・
1
）
終
末

の
一
風
景
に
も
つ
な
が
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
彼
は
年
末
の
ひ
と
日
、
な
じ
み
の

新
聞
記
者
と
久
し
ぶ
り
に
「
先
生
」
（
漱
石
）
の
墓
を
訪
ね
て
、
雑
司
ヶ
谷
の

墓
地
で
迷
う
。
日
の
暮
方
、
自
宅
に
近
い
八
幡
坂
の
下
に
止
ま
っ
て
い
た
箱
車

を
み
て
、
声
を
か
け
押
し
始
め
る
。
北
風
の
吹
き
お
ろ
す
日
暮
の
坂
道
を
「
妙

な
興
奮
を
感
じ
な
が
ら
、
ま
る
で
僕
自
身
と
闘
ふ
や
う
に
一
心
に
箱
車
を
押
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え
な

つ
づ
け
て
行
っ
た
」
と
い
う
。
そ
れ
は
「
東
京
胞
衣
会
社
」
と
書
い
た
車
で
あ
っ

た
と
い
う
。
そ
こ
に
い
さ
さ
か
の
作
為
が
は
た
ら
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
措
く

と
し
て
、
す
で
に
言
わ
ん
と
す
る
所
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
「
人
間
を
押
す
の
で
す
。
文
士
を
押
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
（
大
5
・
8
・

24
H
川
、
久
米
正
雄
宛
書
簡
）
と
は
、
漱
石
か
ら
受
け
た
貴
重
な
忠
告
で
あ
っ

た
が
、
自
分
が
押
し
続
け
、
描
き
続
け
て
来
た
も
の
は
く
人
間
な
ら
ぬ
〉
、
こ

 
 
え
な

の
く
胞
衣
〉
の
ご
と
き
生
命
の
抜
殻
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
よ
う
な
課
意
を

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
晩
期
芥
川
の
痛
嘆
の
思
い
は
充
分
に
伝

わ
っ
て
来
よ
う
。
自
分
の
描
い
て
来
た
も
の
が
、
人
生
の
〈
逆
説
〉
な
ら
ぬ
、

し
ば
し
ば
〈
逆
説
的
風
景
〉
で
は
な
か
っ
た
か
と
は
、
誰
よ
り
も
芥
川
自
身
の

深
く
自
得
す
る
所
で
あ
っ
た
。
な
ら
ば
小
林
に
こ
の
よ
う
な
芥
川
の
自
問
の
声

は
聴
こ
え
な
か
っ
た
の
か
。
引
く
と
も
そ
の
芥
川
論
の
書
か
れ
た
時
期
か
ら
み

れ
ば
、
遺
稿
『
歯
車
』
や
『
或
阿
呆
の
一
生
』
な
ど
は
勿
論
眼
に
は
い
っ
て
は

い
な
い
。
だ
と
し
て
も
芥
川
の
全
文
脈
を
『
鼻
』
か
ら
『
河
童
』
ま
で
と
引
き

括
っ
て
見
せ
た
所
に
、
小
林
の
批
判
の
所
在
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
三

 
恐
ら
く
小
林
の
芥
川
論
に
は
二
つ
の
問
題
が
残
る
。
そ
の
一
つ
は
先
に
も
ふ

れ
た
ご
と
く
、
彼
は
す
で
に
一
個
の
〈
現
象
〉
と
化
し
た
と
い
う
時
、
そ
の
批
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評
が
お
の
ず
か
ら
孕
む
対
者
の
決
定
的
な
新
し
さ
を
ど
う
見
て
い
た
か
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
芥
川
が
す
で
に
ふ
れ
た
当
時
の
小
林
自
身
の
切

迫
し
た
芸
術
観
、
人
生
観
の
な
か
で
、
選
び
と
ら
れ
た
〈
負
〉
の
役
割
を
に
な

う
と
し
て
も
、
そ
こ
に
敢
て
削
ぎ
落
と
さ
れ
た
い
く
ば
く
か
の
、
貴
重
な
部
分

は
な
か
っ
た
か
。
こ
れ
を
言
う
の
は
ほ
か
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
が
小
林
の
第
二

の
出
発
と
も
い
う
べ
き
『
様
々
な
る
意
匠
』
の
一
部
分
に
か
か
わ
る
が
故
で
あ

る
。
そ
の
芥
川
論
を
第
一
の
出
発
と
す
れ
ば
、
彼
の
批
評
家
と
し
て
の
自
覚
と

確
立
は
恰
度
二
年
後
の
『
様
々
な
る
意
匠
』
（
昭
4
・
9
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。

こ
の
画
期
の
論
の
第
一
の
独
創
は
批
評
の
生
理
と
自
意
識
の
問
題
を
か
ら
め
て

の
、
批
評
の
肉
体
へ
の
透
視
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
批
評
と
い
う
芸
術

活
動
の
基
底
と
し
て
の
く
言
葉
〉
そ
の
も
の
の
問
題
を
問
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

と
み
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
両
者
は
一
つ
で
あ
っ
て
、
二
つ
で
は
な
い
。

小
林
の
功
績
は
評
論
の
世
界
に
言
語
論
を
導
入
し
た
こ
と
だ
と
言
わ
れ
る
が
、

た
し
か
に
そ
こ
に
は
独
自
の
言
語
観
が
表
明
さ
れ
る
。
彼
は
い
う
。

 
 
神
が
人
間
に
自
然
を
与
へ
る
に
際
し
、
こ
れ
を
命
名
し
つ
・
人
間
に
明
か

 
し
た
と
い
ふ
事
は
、
恐
ら
く
神
の
叡
知
で
あ
っ
た
ら
う
。
又
、
人
間
が
火
を

 
発
明
し
た
様
に
人
類
と
い
ふ
言
葉
を
発
明
し
た
事
も
尊
敬
す
べ
き
事
で
あ
ら

 
う
。
然
し
人
々
は
、
そ
の
各
自
の
内
面
論
理
を
捨
て
て
、
言
葉
本
来
の
す
ば

 
ら
し
い
社
会
的
実
践
性
の
海
に
投
身
し
て
了
つ
た
。
人
々
は
こ
の
報
酬
と
し

 
て
生
き
生
き
し
た
社
会
関
係
を
獲
得
し
た
が
、
又
、
罰
と
し
て
、
言
葉
は
さ

 
ま
ざ
ま
な
る
意
匠
と
し
て
、
彼
等
の
法
則
を
も
つ
て
人
々
を
支
配
す
る
に
至

 
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
言
葉
の
魔
術
を
行
は
ん
と
す
る
詩
人
は
、
先
づ
言

 
葉
の
構
造
を
自
覚
す
る
事
か
ら
始
め
る
の
で
あ
る
。

 
彼
は
こ
こ
で
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
語
る
。

芥
川
再
見
1
そ
の
正
と
負

ハ
林
秀
雄
の
批
評
を
軸
と
し
て
一

 
子
供
は
母
親
か
ら
海
は
青
い
も
の
だ
と
教
へ
ら
れ
る
。
こ
の
子
供
が
品
川
の

 
海
を
写
生
し
よ
う
と
し
て
、
眼
前
の
海
の
色
を
見
た
時
、
そ
れ
が
青
く
も
な

 
い
赤
く
も
な
い
事
を
感
じ
て
、
愕
然
と
し
て
、
色
鉛
筆
を
投
げ
だ
し
た
と
し

 
た
ら
彼
は
天
才
だ
。
然
し
嘗
て
世
間
に
そ
ん
な
怪
物
は
生
れ
な
か
っ
た
だ
け

 
だ
。
そ
れ
な
ら
子
供
は
「
海
は
青
い
」
と
い
う
概
念
を
持
っ
て
る
る
の
で
あ

 
る
か
？
だ
が
、
品
川
湾
の
傍
に
住
む
子
供
は
、
品
川
湾
な
く
し
て
海
を
考
え

 
得
ま
い
。
子
供
に
と
っ
て
言
葉
は
概
念
を
指
す
の
で
も
な
く
対
象
を
指
す
の

 
で
も
な
い
。
言
葉
が
こ
の
中
間
を
彷
擬
す
る
事
は
、
子
供
が
こ
の
世
に
成
長

 
す
る
た
め
の
必
須
な
条
件
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
は
生
涯
を
通
じ
て
半
分
は

 
子
供
で
あ
る
。
で
は
子
供
を
大
人
と
す
る
あ
と
の
半
分
は
何
か
？
ひ
と
は
こ

 
れ
を
論
理
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
言
葉
の
実
践
的
公
共
性
に
、
論
理

 
の
公
共
性
を
附
加
す
る
事
に
よ
っ
て
子
供
は
大
人
と
な
る
。
こ
の
言
葉
の
二

 
重
の
公
共
性
を
拒
絶
す
る
事
が
詩
人
の
実
践
の
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
に
こ
の
評
論
の
「
真
の
主
題
」
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
評
家
は
言
う
（
亀

井
秀
雄
『
小
林
秀
雄
論
』
）
。
同
時
に
こ
の
「
言
葉
に
よ
る
社
会
関
係
の
獲
得
と

い
う
行
為
が
惹
き
起
す
問
題
に
つ
い
て
の
認
識
を
、
小
林
秀
雄
は
ど
こ
か
ら
得

て
来
た
か
、
海
と
い
う
実
物
と
海
と
い
う
言
葉
に
関
す
る
子
供
の
経
験
の
喩
え

話
を
ど
こ
か
ら
引
き
出
し
て
き
た
か
」
と
問
い
、
こ
の
認
識
、
ま
た
原
理
は
疑

い
も
な
く
、
彼
が
当
時
手
に
し
て
い
た
マ
ル
ク
ス
の
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
』
や
『
経
済
学
批
判
』
か
ら
掴
み
と
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

 
「
言
葉
は
意
識
と
共
に
古
い
。
1
言
葉
は
実
用
的
で
、
他
人
に
と
っ
て
も

存
在
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
当
の
本
人
に
と
っ
て
も
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
現

実
的
意
識
で
あ
り
、
意
識
と
同
じ
く
、
他
の
人
々
と
交
通
し
よ
う
と
い
う
欲
望

な
い
し
必
要
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
発
生
す
る
」
と
マ
ル
ク
ス
は
い
う
。
そ
の
言
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葉
通
り
人
間
は
「
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
を
他
人
と
共
有
す
る
た
め
に
は

言
葉
に
頼
る
以
外
に
方
法
は
な
い
の
で
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
の
内
的
個
有
性

を
捨
象
し
、
犠
牲
に
し
な
が
ら
も
、
言
葉
を
共
有
し
合
っ
て
生
き
て
い
る
。
」

「
こ
う
し
て
、
例
え
ば
海
は
青
い
と
い
う
言
葉
が
私
た
ち
の
問
に
残
さ
れ
」
る
。

「
母
親
は
子
供
に
、
そ
れ
を
教
え
る
。
た
だ
こ
の
ば
あ
い
母
親
が
教
え
る
の
は
、

あ
く
ま
で
も
海
は
青
い
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
て
、
そ
の
前
提
と
し
て
実
物
の
青

い
海
、
海
の
青
さ
が
二
人
の
眼
の
前
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
必

要
で
は
な
い
。
」
「
海
は
青
い
と
母
親
が
言
い
、
地
球
は
丸
い
と
私
た
ち
が
言
い

う
る
た
め
に
は
、
お
そ
ら
く
身
近
な
環
境
に
つ
い
て
の
感
性
的
意
識
を
捨
て
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ほ
と
ん
ど
否
定
す
る
よ
う
に
し
て
そ
れ
を
振
り
切
ら
ね
ば

な
ら
な
い
」
。
こ
の
よ
う
に
「
言
葉
ば
、
言
葉
と
し
て
正
し
く
と
も
、
間
違
い

を
含
む
。
こ
の
言
葉
の
逆
説
性
、
矛
盾
性
を
自
覚
す
る
こ
と
が
、
批
評
の
始
ま

り
で
あ
る
」
（
前
掲
書
）
と
評
者
は
い
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
「
そ
の
と
き
小
林

秀
雄
が
見
て
い
た
の
は
、
母
親
の
言
葉
と
子
供
や
事
物
と
の
間
の
関
係
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
そ
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
と
は
一
切
を
商
品
化
す
る
世
界
で
あ
り
、
「
海
は
青
い
と
い
う
言
葉

の
一
種
の
抽
象
的
普
遍
と
し
て
存
在
し
、
青
く
も
赤
く
も
な
い
現
実
の
海
と
い

う
も
の
を
間
違
っ
た
海
と
し
て
否
定
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
、
そ
う
い
う
世
界

で
あ
る
」
と
も
い
う
。

 
小
林
は
い
ま
そ
の
世
界
に
敢
て
身
を
投
じ
よ
う
と
す
る
。
「
人
々
は
、
そ
の

各
自
の
内
面
的
論
理
を
捨
て
て
、
言
葉
本
来
の
す
ば
ら
し
い
社
会
的
実
践
性
の

海
に
投
身
し
て
了
つ
た
。
人
々
は
こ
の
報
酬
と
し
て
生
き
生
き
し
た
社
会
関
係

を
獲
得
し
た
が
、
又
、
罰
と
し
て
、
言
葉
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
匠
と
し
て
、
彼
ら

の
法
則
を
も
つ
て
、
彼
ら
の
魔
術
を
も
つ
て
人
々
を
支
配
す
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
」
と
い
う
、
小
林
が
語
る
先
の
一
節
に
も
、
「
マ
ル
ク
ス
か
ら
学
び
得
た

言
語
論
が
、
そ
の
言
語
論
に
基
づ
く
批
評
論
が
、
明
ら
か
に
読
み
と
れ
る
は
ず
」

で
あ
り
、
同
時
に
『
様
々
な
る
意
匠
』
に
よ
っ
て
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
海
に

身
を
投
ぜ
ん
と
す
る
小
林
秀
雄
自
身
の
覚
悟
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
蒙
る
で
あ

ろ
う
『
罰
』
の
自
覚
も
、
は
っ
き
り
と
う
か
が
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
」
と
評
者

（
亀
井
）
は
い
う
。
こ
う
し
て
小
林
秀
雄
は
「
お
の
れ
の
直
な
る
詩
人
を
転
換

さ
せ
、
批
評
家
」
と
な
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
小
林
が
詩
を
捨
て
た
詩
人
で
あ
る
と
は
、
中
村
光
夫
を
は
じ
め
多
く
の
評
家

の
い
う
所
だ
が
、
彼
が
敢
て
批
評
家
と
し
て
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
海
に
身
を

投
じ
」
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
対
極
に
停
つ
ひ
と
り
の
詩
人
が
あ
る
。
い
う
ま
で

も
な
く
中
原
中
也
で
あ
り
、
彼
も
ま
た
詩
人
の
言
葉
と
は
何
か
を
直
観
的
に
、

ま
た
根
源
的
に
掴
み
と
っ
た
ひ
と
り
で
あ
る
。
「
こ
れ
が
『
手
』
だ
と
『
手
』

と
い
ふ
名
辞
を
口
に
す
る
前
に
感
じ
て
み
る
手
、
そ
の
手
が
深
く
感
じ
ら
れ
て

み
れ
ば
よ
い
」
「
芸
術
と
い
ふ
の
は
名
辞
以
前
の
世
界
の
作
業
で
生
活
と
は
諸

名
辞
間
の
交
渉
で
あ
る
」
「
生
命
の
豊
か
さ
熾
烈
さ
だ
け
が
芸
術
に
と
っ
て
重

要
な
の
で
」
「
生
命
の
豊
か
さ
そ
の
も
の
と
は
、
前
面
小
児
が
手
と
知
ら
ず
し

て
己
が
手
を
見
て
興
ず
る
が
如
き
も
の
で
あ
り
…
…
」
。
こ
れ
ら
は
い
う
ま
で

も
な
く
中
原
の
詩
論
の
集
約
と
も
い
う
べ
き
『
芸
術
論
覚
え
書
』
の
一
部
で
あ

り
、
こ
こ
に
は
小
児
が
そ
れ
を
〈
手
〉
と
知
ら
ず
、
あ
る
い
は
〈
海
〉
と
知
ら

ず
し
て
興
ず
る
〈
名
辞
〉
以
前
の
世
界
が
語
ら
れ
、
彼
は
こ
れ
を
「
直
観
層
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

「
純
粋
持
続
」
「
生
命
の
豊
か
さ
」
な
ど
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
。

ま
た
「
芸
術
は
、
認
識
で
は
な
い
。
認
識
と
は
、
元
来
、
現
職
過
剰
に
堪
え
ら

れ
な
く
な
っ
て
発
生
し
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
」
「
生
命
の
豊
富
と
は
こ

れ
か
ら
新
規
に
実
現
す
る
可
能
の
豊
富
で
あ
り
、
そ
れ
は
謂
は
f
現
識
の
豊
富
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で
あ
る
」
と
も
い
う
。
 
 
 
・

 
こ
の
旧
識
〈
ア
ラ
や
識
〉
こ
そ
芸
術
の
、
詩
の
母
胎
で
あ
り
、
根
源
で
あ
る

と
い
う
。
中
原
は
ま
た
「
凡
そ
分
析
な
る
も
の
は
、
私
に
は
吸
気
の
気
持
で
な

く
呼
気
の
気
持
で
な
さ
れ
る
も
の
と
思
は
れ
る
」
と
言
い
、
「
近
時
芸
術
の
萎

調
す
る
理
由
」
は
、
「
時
代
の
呼
気
的
情
勢
に
あ
る
か
ら
だ
」
と
考
え
る
と
も

い
う
。
こ
こ
に
敢
て
批
評
界
に
踏
み
出
た
小
林
へ
の
、
言
わ
ば
終
生
の
ラ
イ
バ

ル
と
し
て
の
中
原
の
ひ
そ
か
な
、
屈
折
し
た
批
判
を
読
み
と
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
。
小
林
が
そ
れ
の
裡
な
る
「
内
面
的
論
理
を
捨
て
て
」
、
言
葉
本
来
の
「
社

会
的
実
践
の
海
に
投
身
」
し
、
〈
吸
気
〉
な
ら
ぬ
、
〈
呼
気
〉
そ
の
も
の
と
も
い

う
べ
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
に
跳
び
込
ん
で
み
せ
た
と
す
れ
ば
、
中
原
は

逆
に
「
内
面
的
固
有
性
」
に
、
己
れ
の
「
感
性
の
意
識
」
に
徹
底
的
に
殉
じ
て

み
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
中
原
の
詩
人
と
し
て
の
姿
勢
で
あ
り
、
方
法
で
あ
っ

た
。 

こ
れ
を
さ
ら
に
踏
み
込
め
ば
両
者
を
め
ぐ
る
詩
と
批
評
の
葛
藤
に
か
か
わ
る

こ
と
と
も
な
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
別
席
の
問
題
と
し
て
、
再
び
先
の
指
摘
に
還

れ
ば
、
小
林
に
お
け
る
独
自
の
言
語
観
も
、
あ
の
海
と
子
供
の
比
喩
も
、
す
べ

て
が
マ
ル
ク
ス
か
ら
の
く
啓
示
Y
と
影
響
と
い
え
る
か
ど
う
か
。
寒
く
と
も
後

者
に
つ
い
て
は
別
の
材
源
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

芥
川
後
期
の
作
品
『
少
年
』
の
語
る
所
で
あ
る
。
-
芥
川
も
ま
た
子
供
と
〈
海
〉

を
め
ぐ
っ
て
言
葉
と
認
識
の
齪
齪
を
語
る
。

 
 
 
四

 
保
吉
の
海
を
知
っ
た
の
は
五
歳
か
六
歳
の
頃
で
あ
る
。
尤
も
海
と
は
云
ふ

も
の
の
、
万
里
の
大
洋
を
知
っ
た
の
で
は
な
い
。
唯
大
森
の
海
岸
に
狭
苦
し

芥
川
再
見
1
そ
の
正
と
負

ハ
林
秀
雄
の
批
評
を
軸
と
し
て
一

 
い
東
京
湾
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
狭
苦
し
い
東
京
湾
も
当
時
の
保
吉

 
に
は
驚
異
だ
つ
た
。

 
（
中
略
）

 
 
彼
は
従
来
海
の
色
は
青
い
も
の
と
信
じ
て
み
た
。
両
国
の
「
大
平
」
に
売

 
つ
て
み
る
月
耕
や
年
方
の
錦
絵
を
は
じ
め
、
当
時
流
行
の
石
版
画
の
海
は
い

 
つ
れ
も
同
じ
や
う
に
ま
つ
青
だ
つ
た
。
殊
に
縁
日
の
「
か
ら
く
り
」
の
見
せ

 
る
黄
海
の
海
戦
の
光
景
な
ど
は
黄
海
と
云
ふ
の
に
も
関
ら
ず
、
毒
々
し
い
ほ

 
ど
青
い
浪
に
白
浪
が
し
ら
を
躍
ら
せ
て
み
た
。
し
か
し
目
前
の
海
の
色
は
一

 
一
工
程
目
前
の
海
の
色
も
沖
だ
け
は
青
あ
を
と
煙
っ
て
み
る
。
が
、
渚
に
近

 
い
海
は
少
し
も
青
い
色
を
帯
び
て
み
な
い
。
正
に
ぬ
か
る
み
の
た
ま
り
水
と

 
選
ぶ
と
こ
ろ
の
な
い
泥
色
を
し
て
み
る
。
い
や
、
ぬ
か
る
み
の
た
ま
り
水
よ

 
り
も
一
層
鮮
か
な
追
録
色
を
し
て
み
る
。
彼
は
こ
の
代
紅
色
の
海
に
予
期
を

 
裏
切
ら
れ
た
寂
し
さ
を
感
じ
た
。
し
か
し
同
時
に
勇
敢
に
も
残
酷
な
現
実
を

 
承
認
し
た
。
海
を
青
い
と
考
へ
る
の
は
沖
だ
け
見
た
大
人
の
誤
り
で
あ
る
。

 
こ
れ
は
誰
で
も
彼
の
や
う
に
海
水
浴
を
し
さ
へ
す
れ
ば
、
異
存
の
な
い
真
理

 
に
違
ひ
な
い
。
海
は
じ
つ
は
代
赫
色
を
し
て
み
る
。
バ
ケ
ツ
の
錆
に
似
た
代

 
蒲
色
を
し
て
み
る
。

 
こ
れ
は
芥
川
後
期
の
自
伝
的
作
品
『
少
年
』
四
章
「
海
」
の
一
節
だ
が
、
語

り
手
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
て
は
ま

 
 
三
十
年
前
の
保
吉
の
態
度
は
三
十
年
後
の
保
吉
に
も
そ
の
ま
ま
当
嵌
る

 
態
度
で
あ
る
。
代
赫
色
の
海
を
承
認
す
る
の
は
一
刻
も
早
い
の
に
越
し
た
こ

 
と
は
な
い
。
且
又
こ
の
代
緒
色
の
海
を
青
い
海
に
変
へ
よ
う
と
す
る
の
は
所

 
 
 
 
 
を
は

 
詮
徒
労
に
畢
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
代
緒
色
の
海
の
渚
に
美
し
い

 
貝
を
発
見
し
よ
う
。
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そ
の
後
喜
の
買
っ
て
く
れ
た
浦
島
太
郎
の
本
に
保
吉
は
彩
色
を
加
え
る
の
だ

が
、
龍
宮
や
乙
姫
や
浦
島
を
終
り
、
「
最
後
に
海
は
代
緒
色
で
あ
る
。
バ
ケ
ツ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
か

の
錆
に
似
た
代
草
色
で
あ
る
」
。
得
意
気
な
彼
に
、
母
は
「
海
の
色
は
可
笑
し

い
ね
え
」
「
続
載
色
の
海
な
ん
ぞ
あ
る
も
の
か
ね
」
と
い
う
。
し
か
し
彼
は
「
う

う
ん
、
丁
度
こ
ん
な
色
を
し
て
み
た
」
と
言
い
張
る
。
母
は
そ
れ
で
も
「
こ
の

疑
ふ
余
地
の
な
い
代
漁
色
の
海
だ
け
は
信
じ
な
か
っ
た
」
。
保
吉
は
こ
の
「
『
海
』

の
話
」
に
、
「
も
っ
と
小
説
の
結
末
ら
し
い
結
末
を
つ
け
」
て
み
よ
う
と
す
る
。

た
と
え
ば
「
保
吉
は
母
と
の
問
答
の
中
に
も
う
一
つ
重
大
な
発
見
を
し
た
。
そ

れ
は
誰
も
代
赫
色
の
海
に
は
、
⊥
生
に
横
は
る
代
籍
色
の
海
に
も
目
を
つ

ぶ
り
易
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
」
と
。

 
 
「
け
れ
ど
も
こ
れ
は
事
実
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
満
潮
は
大
森
の
海
に
も

青
い
色
の
波
を
立
た
せ
て
る
る
。
す
る
と
現
実
と
は
代
赫
色
の
海
か
。
そ
れ
と

も
亦
青
い
色
の
海
か
？
所
詮
は
我
々
の
リ
ア
リ
ズ
ム
も
甚
だ
当
に
な
ら
ぬ
と
い

ふ
外
は
な
い
。
か
た
が
た
保
吉
は
前
の
や
う
な
無
技
巧
に
話
を
終
る
こ
と
に
し

．
た
。
が
、
話
の
体
裁
は
？
芸
術
は
諸
君
の
云
ふ
や
う
に
何
よ
り
も
ま
つ
内
容
で

あ
る
。
形
容
な
ど
は
ど
う
で
も
差
支
へ
な
い
」
。
こ
こ
で
『
少
年
』
の
一
章
「
海
」

と
い
う
小
品
は
終
る
。
恐
ら
く
こ
こ
に
芥
川
の
い
う
作
家
を
め
ぐ
る
「
真
の
主

題
」
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
彼
の
作
品
の
背
後
に
は
、
い
つ

も
あ
の
「
代
鴇
色
の
海
」
が
透
け
て
み
え
る
。
こ
の
現
実
の
変
革
が
つ
い
に
「
徒

労
に
畢
る
」
ほ
か
は
な
い
と
す
れ
ば
、
我
々
は
こ
の
「
代
鼠
色
の
海
の
渚
」
に
、

せ
め
て
「
美
し
い
貝
を
発
見
」
す
る
ほ
か
は
あ
る
ま
い
と
い
う
。
恐
ら
く
作
者

が
こ
こ
で
語
ら
ん
と
し
た
も
の
は
、
そ
れ
が
錯
覚
で
あ
れ
、
何
で
あ
れ
、
見
た

も
の
は
見
た
と
い
う
事
実
の
刻
印
で
あ
り
、
見
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
こ
の
「
残

酷
な
事
実
を
承
認
」
し
て
し
ま
っ
た
も
の
の
深
い
徒
労
感
で
も
あ
ろ
う
。

 
小
林
が
彼
の
い
う
作
品
の
底
を
流
れ
る
「
作
者
の
宿
命
の
主
調
低
音
を
き
く
」

（『

l
々
な
る
意
匠
』
）
と
す
れ
ば
、
こ
こ
以
外
に
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
果

た
し
て
ど
う
か
。
小
林
は
い
う
。
芸
術
家
の
仕
事
と
は
常
に
「
種
々
の
色
彩
3

種
々
の
陰
騎
を
擁
し
て
豊
富
で
あ
る
。
こ
の
豊
富
性
の
為
に
、
私
は
、
彼
等
の

作
品
か
ら
思
ふ
処
を
抽
象
す
る
事
が
出
来
る
、
と
云
ふ
事
は
又
何
を
抽
象
し
て

も
何
物
か
が
残
る
と
い
ふ
事
だ
。
こ
の
白
豆
富
津
の
裡
を
彷
帯
し
て
、
私
は
、
そ

の
作
家
の
思
想
を
完
全
に
了
解
し
た
と
信
ず
る
、
そ
の
途
端
、
不
思
議
な
角
度

か
ら
、
新
し
い
思
想
の
断
片
が
私
を
見
る
。
見
ら
れ
た
が
最
後
、
断
片
は
も
は

や
断
片
で
は
な
い
、
忽
ち
拡
大
し
て
、
今
了
解
し
た
私
の
思
想
を
呑
ん
で
了
ふ

と
い
ふ
事
が
起
る
。
こ
の
彷
程
は
恰
も
解
析
に
よ
っ
て
己
れ
の
姿
を
捕
へ
よ
う

と
す
る
然
程
に
等
し
い
」
。
か
く
て
、
次
の
ご
と
き
結
語
が
来
る
。

 
「
か
う
し
て
私
は
、
私
の
解
析
の
誓
言
の
末
、
傑
作
の
豊
富
性
の
底
を
流
れ

る
、
作
者
の
主
調
低
音
を
き
く
の
で
あ
る
。
こ
の
時
私
の
騒
然
た
る
夢
は
や
み
、

私
の
心
が
私
の
言
葉
を
語
り
始
め
る
、
こ
の
時
言
は
私
の
批
評
の
可
能
を
語
る

の
で
あ
る
。
」
l
I
ま
さ
に
小
林
は
こ
こ
で
批
評
の
生
理
を
、
そ
の
可
能
性
を
、

即
ち
批
評
の
肉
体
そ
の
も
の
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
同
時
に
当
代
の
多
く
の

批
評
家
た
ち
が
、
な
ぜ
「
批
評
の
対
象
が
そ
の
宿
命
を
明
か
す
時
ま
で
待
っ
て

る
ら
れ
な
い
」
の
か
、
そ
の
「
短
気
」
が
「
私
に
は
常
に
不
審
な
事
で
あ
る
」

と
い
う
。
こ
う
し
て
「
最
後
の
逆
説
を
語
る
時
」
が
来
た
と
言
い
、
「
私
は
、

バ
ル
ザ
ッ
ク
が
『
人
間
喜
劇
』
を
書
い
た
様
に
、
あ
ら
ゆ
る
天
才
等
の
喜
劇
を

書
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。

 
し
か
し
こ
こ
で
先
の
芥
川
論
に
還
っ
て
い
え
ば
、
小
林
は
つ
い
に
芥
川
を
論

じ
て
、
そ
の
正
負
を
論
じ
つ
く
し
た
一
篇
の
〈
喜
劇
〉
を
書
き
え
た
で
あ
ろ
う

か
。
批
評
の
対
象
が
己
れ
の
宿
命
を
明
か
す
ま
で
な
ぜ
待
ち
え
ぬ
の
か
と
い
う
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疑
問
は
、
い
ま
彼
自
身
に
そ
の
ま
ま
還
っ
て
来
る
。
「
私
の
心
が
私
の
言
葉
を

語
り
始
め
る
」
以
前
、
真
の
「
批
評
の
可
能
性
」
が
ひ
ら
か
れ
る
以
前
、
そ
の

よ
う
な
場
で
い
さ
さ
か
性
急
に
書
き
起
こ
さ
れ
た
の
が
、
あ
の
芥
川
論
で
は
な

か
っ
た
か
。
彼
も
ま
た
時
代
の
呼
気
の
な
か
で
「
騒
然
た
る
夢
」
の
系
列
を
抜

け
出
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
も
何
が
彼
を
し
て
、
芥
川
を
目
し
て
一
個
の
〈
逆

説
的
風
景
画
家
〉
に
過
ぎ
ぬ
と
言
わ
し
め
た
の
か
。
こ
の
性
急
な
裁
断
の
由
来

は
何
か
。

 
恐
ら
く
先
の
『
測
鉛
」
、
芥
川
論
、
「
様
々
な
る
意
匠
』
と
、
こ
れ
ら
を
一
線

上
に
置
い
て
み
れ
ば
、
こ
と
の
次
第
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
小
林
は
批
評
の
生

理
と
と
も
に
、
当
代
の
「
批
評
壇
」
に
お
け
る
様
々
な
「
意
匠
の
構
造
」
に
ふ

れ
て
次
の
ご
と
く
い
う
。
「
預
る
情
熱
は
歴
る
情
熱
を
追
放
す
る
」
（
『
様
々
な

る
意
匠
』
以
下
同
）
。
あ
る
作
家
の
「
観
念
学
」
と
は
、
彼
の
「
全
存
在
に
か
・
」

り
、
こ
れ
を
つ
ら
ぬ
く
も
の
は
「
生
活
の
意
力
」
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
「
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
ニ
ュ
ア
ル

間
を
現
実
へ
の
情
熱
に
導
か
な
い
あ
ら
ゆ
る
表
象
の
建
築
は
便
覧
に
過
ぎ
な

 
 
 
 
 
マ
ニ
ュ
ア
ル

い
。
」
「
人
は
便
覧
に
よ
っ
て
動
き
は
し
な
い
、
事
件
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る

の
だ
。
」
「
強
力
な
芸
術
も
亦
事
件
で
あ
る
。
」
「
時
代
意
識
」
は
「
自
意
識
」
と
、

そ
の
「
構
造
を
同
じ
く
」
し
、
「
時
代
意
識
は
自
意
識
よ
り
も
大
き
過
ぎ
も
し

な
け
れ
ば
小
さ
す
ぎ
も
し
な
い
」
と
も
い
う
。

 
こ
れ
ら
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま
あ
の
『
測
鉛
』
に
、
真
理
と
は
パ
ウ
ロ
が
ダ
マ
、

ス
コ
途
上
に
キ
リ
ス
ト
を
見
た
と
い
う
こ
と
だ
之
言
い
、
批
評
の
普
遍
性
と
は

改
宗
の
情
熱
そ
の
も
の
だ
と
い
う
、
あ
の
初
心
の
情
熱
に
深
く
通
説
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
大
正
か
ら
昭
和
へ
と
い
う
時
代
の
雪
形
期
に
あ
っ

て
、
時
代
の
等
意
識
と
も
い
う
べ
き
小
林
の
自
意
識
が
、
ざ
ら
に
は
自
己
変
革

の
情
熱
が
、
合
様
々
な
る
意
匠
〉
な
ら
ぬ
、
転
形
期
の
犠
牲
者
と
も
み
え
る
芥

芥
川
再
見
i
そ
の
正
と
負

ハ
林
秀
雄
の
批
評
を
軸
と
し
て
一

川
に
す
べ
て
を
集
約
し
、
こ
れ
を
対
者
と
し
て
ひ
と
息
に
吐
露
さ
れ
た
も
の
が
、

あ
の
芥
川
論
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
或
る
情
熱
は
揚
る
情
熱
を
追
放
す
る
」
と
は
、

ま
さ
し
く
こ
の
批
評
の
生
理
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
彼
は
芥
川
に
、
つ
い
に
自
身

を
ゆ
る
が
す
〈
事
件
〉
は
見
出
し
え
な
か
っ
た
、
す
べ
て
は
く
逆
説
的
風
景
〉

で
あ
り
、
〈
神
経
の
情
緒
〉
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
。
な
ら
ば
あ
の
『
少
年
』
一
篇

も
ま
た
、
ひ
と
つ
の
く
逆
説
的
風
景
〉
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
。

 
 
 
 
五

 
こ
こ
で
再
び
あ
の
子
供
と
海
を
め
ぐ
る
部
分
に
還
れ
ば
、
小
林
が
あ
の
箇
所

か
ら
先
の
独
自
の
言
語
論
を
展
開
し
た
の
だ
と
決
め
つ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
母
親
と
子
供
と
品
川
の
海
と
。
こ
の
比
喩
が
持
つ
一
種
具
体
的
な

感
触
は
、
や
は
り
芥
川
の
一
文
あ
っ
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
子
供
が
眼
前
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

海
の
色
を
見
て
、
「
そ
れ
が
青
く
も
な
い
赤
く
も
な
い
事
を
感
じ
て
」
い
た
と

い
う
、
い
さ
さ
か
飛
躍
し
た
簡
略
な
語
り
口
は
、
そ
の
底
に
具
体
の
、
そ
れ
も

自
身
の
体
験
な
ら
ぬ
、
ど
こ
か
ら
か
持
っ
て
来
た
素
材
を
ふ
ま
え
た
語
り
口
の
、

一
種
の
抽
象
化
を
含
ん
だ
も
の
と
み
え
る
。

 
こ
こ
に
、
こ
の
両
者
の
関
連
に
ふ
れ
た
評
家
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
は
や
は

り
『
少
年
』
の
一
章
「
海
」
を
「
小
林
は
意
識
し
て
み
た
で
あ
ろ
う
」
と
言
い
、

母
と
子
供
の
会
話
が
引
か
れ
る
。
「
海
の
色
は
可
笑
し
い
ね
え
。
な
ぜ
青
い
色

に
塗
ら
な
か
っ
た
の
？
」
「
だ
っ
て
海
は
か
う
云
ふ
色
な
ん
だ
も
の
。
」
「
代
気

色
の
海
な
ん
ぞ
あ
る
も
の
か
ね
。
」
「
大
森
の
海
は
仁
道
色
ぢ
や
な
い
の
？
」

「
大
森
の
海
だ
つ
て
ま
つ
青
だ
あ
ね
。
」
「
う
う
ん
h
丁
度
こ
ん
な
色
を
し
て
み

た
」
。
こ
こ
で
評
者
は
次
の
ご
と
く
い
う
。
「
小
林
は
、
こ
の
天
才
め
い
た
保
吉

を
、
『
嘗
て
世
間
に
そ
ん
な
怪
物
は
生
れ
な
か
っ
た
』
と
、
暗
に
批
評
し
て
み
る
」
。
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「
そ
し
て
、
さ
う
い
ふ
嘘
を
書
か
ず
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
芥
川
の
喜
劇
を
凝

視
し
て
み
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
匠
を
抱
き
か
か
へ
た
大
正
文
壇

の
喜
劇
に
も
通
ふ
は
ず
で
あ
る
」
（
進
藤
純
孝
『
芥
川
龍
之
介
』
）
と
。

 
た
し
か
に
「
そ
ん
な
怪
物
は
生
れ
な
か
っ
た
」
と
は
、
暗
に
芥
川
を
意
識
し

た
批
評
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
「
さ
う
い
ふ
嘘
を
書
か
ず
に
は
み
ら
れ

な
か
っ
た
芥
川
の
喜
劇
を
凝
視
し
た
」
と
い
う
所
に
あ
る
の
か
。
恐
ら
く
こ
の

よ
う
な
自
伝
的
作
品
を
評
し
て
、
そ
の
虚
実
を
問
う
こ
と
は
む
な
し
い
。
し
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

し
そ
の
表
現
の
特
徴
に
ひ
そ
む
、
事
実
な
ら
ぬ
真
実
を
我
々
は
疑
う
こ
と
は
で

き
ま
い
。
少
年
は
「
こ
の
異
母
色
の
海
に
予
期
を
裏
切
ら
れ
た
寂
し
さ
を
感
じ
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た
」
と
言
い
、
「
又
同
時
に
勇
敢
に
も
残
酷
な
現
実
を
承
認
し
た
」
と
い
う
。
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こ
の
「
残
酷
な
現
実
」
と
は
何
か
。
「
勇
敢
に
も
」
と
い
う
表
現
の
底
に
は
ど

の
よ
う
な
心
意
の
昂
ぶ
り
が
、
屈
折
が
か
く
さ
れ
て
い
る
か
。
い
ま
こ
の
『
少

年
』
一
篇
の
微
細
に
ふ
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
あ
る
時
は
コ
ニ
 
死
」
と
題
し

て
、
父
と
の
入
浴
を
め
ぐ
っ
て
突
然
の
死
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
す
る
幼
時
の
「
荘

然
」
た
る
想
い
が
語
ら
れ
、
ま
た
「
六
 
お
母
さ
ん
」
と
題
し
て
は
少
年
時
の
、

無
意
識
の
裡
な
る
く
母
な
る
も
の
〉
へ
の
渇
望
が
語
ら
れ
る
。
し
か
も
全
篇
を

通
じ
て
幼
少
年
期
の
人
生
に
対
す
る
、
あ
る
神
秘
な
想
い
が
野
里
と
詠
嘆
と
驚

き
を
交
え
て
語
ら
れ
る
な
か
に
、
こ
の
「
四
 
海
」
と
題
す
る
小
品
の
語
る
所

は
い
さ
さ
か
異
な
る
。
そ
こ
に
は
あ
る
に
が
い
〈
覚
醒
〉
と
も
い
う
べ
き
も
の
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の
、
決
定
的
な
つ
よ
い
感
触
が
に
じ
む
。
彼
は
こ
の
「
残
酷
な
現
実
」
を
「
勇

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
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敢
に
も
」
「
承
認
し
た
」
と
い
う
。
し
か
も
そ
れ
は
「
三
十
年
後
の
保
吉
に
も

そ
の
ま
ま
当
嵌
る
態
度
」
で
あ
り
、
こ
の
残
酷
な
現
実
を
、
「
代
酪
色
の
海
を

承
認
す
る
の
は
早
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
」
。
し
か
も
こ
れ
を
「
変
へ
よ
う

と
す
る
の
は
所
詮
徒
労
に
畢
る
」
ほ
か
は
な
い
と
い
う
。
す
で
に
こ
れ
は
認
識

な
ら
ぬ
、
動
か
し
え
ぬ
現
実
の
、
〈
宿
命
〉
の
、
受
容
、
確
認
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
あ
え
て
い
え
ば
、
こ
の
背
後
に
か
く
さ
れ
て
い
る
も
の
は
不
在
の
〈
母
〉

で
あ
り
、
芥
川
を
生
ん
で
七
ヶ
月
目
に
実
母
ふ
く
が
発
狂
し
た
と
い
う
「
残
酷

な
現
実
」
で
あ
る
。
彼
が
こ
の
母
に
ふ
れ
る
の
は
『
大
法
寺
信
輔
の
半
生
』
な

ど
を
経
て
、
二
年
後
の
『
点
鬼
簿
』
に
至
っ
て
の
こ
と
だ
が
、
し
か
し
そ
の
背

後
に
ひ
め
ら
れ
た
「
残
酷
な
現
実
」
は
、
宿
命
の
刻
印
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
負

の
聖
痕
の
ご
と
く
、
文
体
の
背
後
か
ら
に
じ
み
出
て
来
る
。

 
「
代
五
色
の
海
」
を
、
「
こ
の
残
酷
な
現
実
」
を
「
承
認
す
る
の
は
早
い
に

越
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
。
そ
の
少
年
時
の
覚
醒
を
、
あ
る
い
は
宿
命
の

容
認
を
、
見
え
ざ
る
〈
測
鉛
〉
と
し
て
曳
き
ず
つ
て
来
た
の
が
こ
の
作
家
の
歩

み
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
〈
逆
説
の
風
景
〉
と
は
何
か
。
彼
は
先
に
も
ふ
れ
た

ご
と
く
、
こ
の
小
品
の
結
末
に
「
小
説
の
結
末
ら
し
い
結
末
を
つ
け
」
る
こ
と

を
拒
否
す
る
。
一
切
の
裁
断
も
コ
メ
ン
ト
も
む
な
し
い
。
干
潟
の
海
は
「
大
き

 
お
も
ち
ゃ
ば
こ
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ヘ
 
ヘ
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い
玩
具
箱
」
で
あ
り
、
「
彼
は
実
際
神
の
や
う
に
海
と
云
ふ
世
界
を
玩
具
に
し

た
」
と
い
う
。
す
で
に
こ
の
寓
意
の
意
味
す
る
所
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
逆

説
の
風
景
」
を
曳
い
た
負
荷
は
、
臨
弱
は
徐
々
に
彼
を
追
い
つ
め
て
ゆ
く
。
こ

こ
に
小
林
が
そ
の
「
宿
命
の
主
調
低
音
」
を
聞
き
え
な
か
っ
た
こ
と
は
再
度
ふ

れ
た
。
そ
の
性
急
さ
は
、
逆
に
当
時
の
小
林
の
切
迫
し
た
心
的
状
況
を
も
示
唆

す
る
も
の
だ
と
見
て
来
た
。

 
恐
ら
く
は
小
林
自
身
、
己
れ
の
裡
な
る
く
芥
川
〉
を
い
か
に
始
末
し
、
超
え

出
る
か
が
緊
迫
し
た
彼
の
課
題
で
あ
り
、
そ
の
く
情
熱
V
が
他
の
〈
情
熱
〉
を

除
外
し
た
と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
小
林
は
芥
川
の
歩
み
に
一
応
の
と
ど
め

を
刺
さ
ず
し
て
、
自
身
の
一
歩
は
な
い
と
思
い
定
め
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ば

同
時
に
そ
の
批
判
に
も
拘
ら
ず
、
両
者
の
類
縁
を
も
示
す
こ
と
と
な
る
。
事
実
、
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芥
川
の
敗
北
を
論
じ
た
同
時
代
の
批
評
家
た
ち
の
多
く
が
、
（
た
と
え
ば
井
上

良
雄
や
宮
本
顕
治
、
唐
木
順
三
ら
が
挙
げ
ら
れ
る
が
）
、
と
も
に
小
林
を
批
判

し
て
、
彼
も
ま
た
「
龍
之
介
の
延
長
上
に
み
る
の
で
は
な
い
」
か
と
（
唐
木
順

三
『
小
林
秀
雄
』
昭
8
・
1
）
批
判
し
て
い
る
所
に
も
頷
け
よ
う
。
た
だ
こ
の

両
者
の
類
縁
を
仔
細
に
論
じ
る
こ
と
は
い
ま
措
く
と
し
て
、
芥
川
批
判
に
己
れ

の
出
発
を
賭
け
た
そ
の
情
熱
の
所
在
は
疑
う
べ
く
も
あ
る
ま
い
。
同
時
に
い
ま

ひ
と
つ
、
そ
の
対
極
に
あ
っ
て
同
様
、
そ
の
芥
川
論
に
自
身
の
文
学
的
出
発
を

賭
け
た
、
い
ま
ひ
と
り
の
作
家
の
存
在
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
い
う
ま

で
も
な
く
堀
辰
雄
の
芥
川
論
だ
が
、
こ
れ
を
小
林
の
論
と
対
比
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
芥
川
に
お
け
る
正
と
負
の
構
造
も
、
よ
り
あ
ざ
や
か
な
も
の
と
な
ろ

う
。 

 
 
 
六

 
堀
辰
雄
の
『
芥
川
龍
之
介
論
』
（
昭
4
・
1
）
は
、
東
大
国
文
科
の
卒
業
論

文
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
彼
も
ま
た
芥
川
を
論
ず
る
こ
と
な
く
し
て
、

自
身
の
文
学
的
出
発
は
な
い
と
い
う
。
「
彼
は
最
後
に
、
彼
の
死
そ
の
も
の
を

も
っ
て
、
僕
の
眼
を
最
も
よ
く
開
け
て
く
れ
た
」
。
こ
う
し
て
「
僕
は
も
は
や

彼
の
痩
せ
細
っ
た
姿
」
で
は
な
く
、
「
彼
を
し
て
そ
の
や
う
に
痩
せ
細
ら
せ
た

も
の
に
眼
を
向
け
ば
じ
め
」
た
。
「
そ
の
彼
の
中
の
そ
の
も
の
が
僕
を
感
動
さ
せ
、

僕
を
根
こ
そ
ぎ
に
」
し
た
。
「
そ
の
苛
烈
な
る
も
の
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
そ
れ

に
新
し
い
価
値
を
支
へ
る
こ
と
、
そ
れ
が
僕
に
と
っ
て
最
も
重
大
な
こ
と
」
に

な
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
彼
は
芥
川
の
全
文
業
に
踏
み
込
ん
で
ゆ
く
が
、
彼

は
芥
川
の
「
悲
劇
」
を
そ
の
「
鋭
い
理
性
と
柔
い
心
臓
と
の
調
和
」
の
破
れ
に
、

ま
た
書
籍
に
対
す
る
愚
劣
な
情
熱
と
、
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
見
、
愛
し
、
理
解

芥
川
再
見
1
そ
の
正
と
負

ハ
林
秀
雄
の
批
評
を
軸
と
し
て
一

し
た
が
た
め
」
の
「
雑
駁
」
と
そ
の
調
和
の
破
れ
に
み
よ
う
と
す
る
。
同
時
に

晩
期
に
至
る
ま
で
の
多
く
の
作
品
は
満
足
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
た

だ
遺
稿
と
な
っ
た
最
後
の
二
篇
『
歯
車
』
と
『
西
方
の
人
』
に
至
っ
て
、
彼
の

評
価
は
一
変
す
る
。

 
『
歯
車
』
こ
そ
は
、
そ
の
「
生
涯
の
最
大
傑
作
-
と
い
う
よ
り
は
最
も
オ

リ
ジ
ナ
ル
な
（
個
性
的
な
）
傑
作
」
と
呼
び
、
我
々
は
そ
こ
に
描
か
れ
た
「
病

的
な
感
覚
の
渦
を
通
し
て
、
絶
え
ず
彼
を
つ
け
狙
っ
て
み
る
『
何
か
知
ら
な
い

も
の
』
を
見
究
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
し
て
そ
の
『
何
か
知
ら
な
い
も
の
』
が

い
か
に
彼
を
高
め
る
た
め
に
彼
を
落
し
た
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
。

さ
ら
に
は
「
人
間
に
課
せ
ら
れ
た
不
幸
と
運
命
の
不
正
の
た
め
の
怒
り
か
ら
、

そ
の
『
何
か
知
ら
な
い
も
の
』
に
敢
然
と
挑
戦
す
る
と
き
、
い
か
に
彼
が
地
獄

の
苦
痛
の
中
に
追
ひ
や
ら
れ
る
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
遂
に
、

自
分
の
意
識
し
た
罪
、
意
識
し
な
い
罪
の
た
め
に
、
自
分
を
地
獄
に
あ
る
も
の

と
信
じ
て
、
苦
痛
に
焚
か
れ
な
が
ら
、
『
神
よ
、
我
を
罰
し
た
ま
へ
。
怒
り
給

ふ
こ
と
勿
れ
。
恐
ら
く
は
闇
れ
滅
び
ん
』
と
叫
ん
で
み
る
と
こ
ろ
の
彼
を
見
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
。

 
恐
ら
く
こ
の
一
節
は
『
歯
車
』
に
対
す
る
今
日
迄
の
凡
百
の
批
評
を
超
え
た
、

最
も
深
切
な
る
批
評
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『
歯
車
』
の
は
じ
め
の
題
が
〈
ソ

ド
ム
の
夜
〉
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
今
日
知
ら
れ
る
通
り
だ
が
、
こ
れ
と

あ
い
通
ず
る
こ
の
作
品
の
核
心
に
、
か
く
も
み
ご
と
に
迫
っ
た
論
を
私
は
知
ら

な
い
。
腐
敗
と
頽
落
の
底
に
雲
上
す
る
ソ
ド
ム
の
住
人
た
ち
は
、
神
の
怒
り
に

よ
っ
て
滅
ぶ
。
芥
川
は
現
代
に
あ
っ
て
、
我
れ
ひ
と
共
に
〈
ソ
ド
ム
の
住
人
〉

で
は
な
い
か
と
問
う
。
先
の
、
神
よ
〈
怒
の
給
う
こ
と
起
れ
。
恐
ら
く
は
贈
れ

滅
び
ん
〉
と
い
う
祈
り
は
、
こ
の
消
さ
れ
た
初
題
の
悪
童
と
深
く
か
か
わ
っ
て

（207）



し
る
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
多
く
の
評
家
は
あ
え
て
こ
の
一
句
に
ふ
れ
よ
う
と
し

な
い
。
芥
川
の
実
存
の
意
識
が
〈
信
〉
の
世
界
に
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
、
こ
の
作

品
の
真
ッ
芯
の
所
を
突
き
刺
し
て
、
，
堀
の
論
は
ゆ
る
が
な
い
。
こ
こ
に
は
ひ
と

り
の
作
家
に
お
け
る
〈
宿
命
の
主
調
低
音
〉
の
、
さ
ら
に
そ
の
深
部
に
ひ
そ
む
、

い
ま
ひ
と
つ
の
主
題
が
つ
か
み
と
ら
れ
て
い
る
。
〈
宿
命
〉
を
つ
ら
ぬ
い
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

ま
さ
し
く
ひ
と
り
の
作
家
の
魂
の
〈
主
調
低
音
〉
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ

う
。 

小
林
も
堀
も
と
も
に
芥
川
の
死
を
目
し
て
、
彼
を
し
て
「
そ
の
や
う
に
痩
せ

細
ら
せ
た
も
の
」
に
眼
を
向
け
ん
と
し
た
。
た
だ
ひ
と
り
は
そ
こ
に
「
逆
説
的

風
景
画
家
」
の
宿
命
を
読
み
と
り
、
ひ
と
り
は
そ
の
く
宿
命
V
の
底
に
あ
っ
て
、

実
存
の
極
に
迫
ら
ん
と
す
る
作
家
の
誠
実
と
苦
悩
を
読
み
と
ら
ん
と
し
た
。
し

か
も
な
お
前
者
（
小
林
）
の
論
が
、
「
逆
説
的
測
鉛
」
を
曳
く
も
の
が
「
人
生

か
ら
不
断
の
引
き
算
を
行
ふ
」
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
残
る
「
剰
余
」
を
い
か
に

始
末
す
る
か
が
「
窮
極
の
問
題
」
と
な
る
。
そ
こ
に
差
し
出
さ
れ
た
「
逆
説
」

こ
そ
が
、
あ
の
〈
心
の
貧
し
き
も
の
は
幸
ひ
な
り
〉
と
い
う
イ
エ
ス
の
一
句
で

あ
る
と
い
う
時
、
堀
と
言
い
小
林
と
言
い
、
い
ず
れ
の
論
考
に
あ
っ
て
も
そ
の

背
後
に
切
実
な
、
熱
い
〈
信
〉
へ
の
問
い
か
け
の
あ
る
こ
と
を
見
逃
せ
ま
い
。

こ
れ
は
い
ま
ひ
と
り
、
芥
川
に
対
し
て
終
生
の
旧
情
を
つ
く
し
た
太
宰
に
あ
っ

て
も
同
様
で
あ
り
、
彼
が
最
後
の
評
論
『
如
是
我
聞
』
に
、
志
賀
に
代
表
さ
れ

る
既
成
の
文
学
を
批
判
し
て
（
芥
川
が
そ
の
底
に
か
か
え
た
「
日
蔭
者
の
苦
悶
。

／
弱
さ
。
／
聖
書
。
／
生
活
の
恐
怖
。
敗
者
の
祈
り
。
」
 
 
こ
れ
ら
の
負
の

相
と
も
み
ら
乳
る
所
に
新
た
な
文
学
の
可
能
性
を
読
み
と
ろ
う
と
し
て
い
る
所

に
も
つ
な
が
っ
て
来
よ
う
。
最
後
に
人
格
な
ら
ぬ
一
個
の
〈
現
象
〉
と
化
し
た

と
い
う
批
判
に
こ
も
る
新
し
さ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
〈
現
象
〉
と
化
し
た

語
り
手
の
意
識
の
ド
ラ
マ
そ
の
も
の
と
し
て
描
い
て
み
せ
た
太
宰
の
『
道
化
の

華
』
（
昭
1
0
）
な
ど
初
期
作
品
に
、
そ
の
乱
脈
の
あ
ら
た
な
開
花
を
み
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
芥
川
文
学
に
お
け
る
正
と
負
と
題
し
つ
つ
、
小
林
秀
雄
の
論
を

軸
と
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
さ
ら
に
新
た
な
測
鉛
を
降
ろ
す
こ
と
に
よ
っ
て

〈
遠
心
〉
と
く
求
心
〉
の
重
層
す
る
芥
川
の
よ
り
深
い
核
心
に
迫
っ
て
み
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
そ
の
さ
さ
や
か
な
一
里
程
に
過
ぎ
な
い
。
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