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岡
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泰

正

一

 
「
大
岡
昇
平
一
面
」
と
題
し
て
み
た
。
こ
れ
は
こ
の
秋
行
わ
れ
る
大
岡
昇
平

を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
た
め
の
回
り
の
題
目
だ
が
、
さ
し
づ
め
私
に
言
え

る
こ
と
は
そ
の
一
面
、
宗
教
性
を
軸
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
ヶ
。
そ
の
あ
ら
わ
な

し
る
し
は
『
中
原
申
也
」
や
「
野
火
」
 
『
少
年
」
な
ど
に
あ
ざ
や
か
だ
が
、
し

か
し
こ
と
の
本
源
は
さ
ら
に
多
く
の
作
品
に
ひ
そ
み
、
浸
透
す
る
か
と
み
え

る
。
そ
の
一
筋
の
ひ
そ
み
を
あ
え
て
つ
か
み
と
っ
て
い
え
ば
、
 
〈
死
者
た
ち
へ

の
鎮
魂
〉
と
も
い
う
べ
き
モ
チ
ー
フ
で
あ
ろ
う
。

 
申
出
光
夫
は
『
俘
虜
記
」
を
つ
ら
ぬ
く
一
種
言
い
が
た
い
「
平
静
」
は
、

「
作
者
が
見
た
死
の
静
け
さ
」
に
通
ず
る
と
い
う
が
、
作
者
の
背
後
に
に
な
う

も
の
は
戦
場
に
お
け
る
無
数
の
死
者
た
ち
の
影
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
 
『
来
宮

心
申
」
 
「
沼
津
」
か
ら
「
花
影
』
な
ど
、
市
井
の
凡
常
の
悲
劇
を
語
る
作
家
の
・

眼
も
ま
た
、
愛
欲
の
う
つ
ろ
い
の
果
て
の
死
を
み
つ
め
て
、
た
だ
な
ら
ぬ
静
け

さ
で
あ
る
。
も
と
よ
り
死
者
た
ち
へ
の
鎮
魂
は
、
そ
の
戦
場
を
語
る
こ
と
に
お

い
て
最
も
深
く
、
さ
ら
に
は
歴
史
の
波
頭
に
あ
っ
て
無
名
の
死
を
遂
げ
た
も
の

た
ち
へ
の
そ
れ
と
つ
な
が
る
。
 
『
俘
虜
記
」
か
ら
『
レ
イ
テ
戦
記
』
へ
の
昂
ま

り
が
、
最
後
の
『
堺
港
擁
夷
始
末
」
ま
で
に
至
る
道
筋
も
ま
た
必
然
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
あ
る
深
い
断
念
を
や
ど
し
た
、
死
者
た
ち
へ
の
痛
恨
で
あ
り
、
そ

の
底
に
大
岡
氏
の
あ
る
深
い
宗
教
的
資
質
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
介
在
し
て
い

る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。

 
ゾ
シ
マ
や
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
よ
り
も
ラ
ス
コ
ル
ニ
コ
フ
を
描
く
こ
と
に
お
い

て
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
よ
り
宗
教
的
で
あ
る
と
言
い
、
 
「
現
代
に
お
い
て

は
宗
教
的
動
機
は
常
に
隠
さ
れ
て
い
る
」
と
は
大
岡
氏
の
い
う
所
で
あ
る
。
白

鳥
の
〈
信
〉
に
ふ
れ
て
、
 
「
あ
ん
な
に
隠
し
に
隠
し
た
人
は
い
な
い
」
と
は
小

林
秀
雄
の
評
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
あ
る
意
味
で
は
大
岡
氏
も
ま
た
然
り
と
い
え

よ
う
。
 
「
一
度
、
戦
争
に
ふ
れ
た
者
は
再
起
不
能
で
す
、
永
遠
に
」
 
「
宗
教
的

思
考
が
全
く
僕
の
中
に
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
戦
場
の
歪
ん
だ
空
聞
に
ふ
れ

て
し
ま
っ
た
以
上
、
も
う
楽
園
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
 
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

『
三
崩
閲
の
彷
裡
』
）
と
氏
は
い
う
。
こ
の
断
念
や
屈
折
と
か
ら
ん
で
『
出
原

申
也
」
は
書
か
れ
、
 
『
少
年
」
は
書
か
れ
た
。
そ
の
含
蓋
、
屈
折
、
断
念
の
底

に
纒
綿
す
る
何
も
の
か
こ
そ
一
面
な
ら
ぬ
、
ま
た
そ
の
本
論
を
な
す
も
の
で
あ

ろ
う
。

 
以
上
は
、
先
に
ふ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
た
め
の
レ
ジ
ュ
メ
の
文
言
だ
が
、
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以
下
は
こ
れ
を
敷
術
し
つ
つ
、
そ
の
い
く
ば
く
か
を
語
っ
て
み
た
い
。
帰
す
る

所
は
そ
の
宗
教
性
の
内
実
で
あ
り
、
 
『
野
火
」
 
『
少
年
』
、
ま
た
『
中
原
中

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

也
」
と
あ
い
か
ら
ん
で
、
そ
の
錯
綜
、
点
滅
の
あ
や
を
辿
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な

ろ
う
。
先
ず
戦
後
作
家
と
し
て
の
出
発
は
『
俘
虜
記
」
 
（
昭
2
3
・
2
、
の
ち
合

本
『
俘
虜
記
」
 
《
昭
2
7
）
）
に
「
捉
ま
る
ま
で
」
と
し
て
収
録
）
に
始
ま
る
が
、
、

す
で
に
こ
れ
と
並
行
し
て
『
野
火
」
 
（
昭
2
7
・
2
）
の
草
稿
、
ま
た
「
中
原
中

也
』
の
序
説
と
も
い
う
べ
き
『
中
原
中
也
伝
一
揺
藍
』
 
（
昭
2
4
・
8
）
が
書

き
始
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
昭
和
二
十
年
十
二
月
復

員
、
翌
二
十
一
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
「
俘
虜
記
」
は
執
筆
さ
れ
る
が
、

そ
の
発
表
の
あ
て
は
未
だ
な
い
。
翌
二
十
二
年
一
月
、
山
口
市
湯
田
の
中
原
家

を
訪
ね
、
こ
れ
が
『
中
原
中
也
伝
-
揺
藍
」
と
な
る
が
、
中
原
を
語
る
氏
の

文
中
、
そ
の
初
心
の
緊
迫
は
最
も
つ
よ
く
、
筆
の
昂
ぶ
り
の
底
に
、
一
種
沈
痛

な
気
配
と
深
い
鎮
魂
の
想
い
が
に
じ
む
。

 
「
最
後
に
私
が
彼
に
反
い
た
の
は
、
彼
が
私
に
自
分
と
同
じ
よ
う
に
不
幸
に

な
れ
と
命
じ
た
か
ら
」
だ
。
い
ま
「
彼
の
死
後
十
年
た
っ
た
今
日
、
私
に
彼
の

不
幸
の
詳
細
を
知
り
た
い
と
い
う
願
い
を
起
さ
せ
」
、
 
「
こ
う
し
て
本
州
の
西

の
涯
ま
で
駆
る
も
の
か
何
」
か
私
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
「
四
十
を
過
ぎ
て
、

自
分
を
知
ら
な
い
こ
と
が
あ
ま
り
気
に
か
か
ら
な
く
な
っ
た
。
」
 
「
前
線
で
死

に
直
面
し
な
が
ら
、
私
は
絶
え
ず
眩
い
た
。
 
『
未
だ
生
を
知
ら
ず
。
い
ず
く
ん

ぞ
死
を
知
ら
ん
や
』
」
。
こ
う
し
て
「
戦
場
を
く
ぐ
り
抜
け
て
来
ら
れ
た
と
す

れ
ば
、
ど
う
し
て
現
在
平
穏
な
市
民
生
活
を
そ
れ
で
や
っ
て
行
け
な
い
こ
と
が

あ
ろ
う
。
あ
と
は
す
べ
て
思
想
の
贅
沢
で
あ
る
。
」

 
こ
う
述
べ
た
あ
と
で
大
岡
氏
は
眩
く
。
 
「
中
原
の
不
幸
は
果
し
て
人
間
と
い

う
存
在
の
根
本
的
条
件
に
根
拠
を
持
っ
て
い
る
か
。
」
 
「
人
間
は
誰
で
も
中
原

の
よ
う
に
不
幸
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
」
。
恐
ら
く
答
え

は
否
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
「
彼
の
不
幸
な
詩
が
、
今
日
こ
れ
ほ
ど
人
々
の
共
感

を
喚
び
醒
す
の
は
何
故
」
か
。
こ
の
生
の
末
知
な
る
を
も
は
や
気
づ
か
わ
ぬ
。

す
で
に
戦
場
を
く
ぐ
っ
た
も
の
に
、
こ
の
「
平
穏
な
」
日
常
と
は
何
も
の
で
も

な
い
と
言
い
つ
つ
、
し
か
も
中
原
の
生
の
孕
む
根
源
性
、
そ
の
表
現
の
普
遍
と

は
何
か
と
問
う
。
こ
の
大
岡
氏
の
眼
が
戦
場
体
験
を
く
ぐ
っ
て
遡
流
し
つ
つ
、

敢
て
生
の
根
源
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
立
ち
向
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
い

い
。
し
か
も
そ
こ
に
見
る
〈
詩
人
の
像
〉
と
は
何
か
。

 
一
枚
の
写
真
が
あ
る
。
 
「
十
年
振
り
で
見
る
中
原
の
顔
は
、
か
つ
て
棺
の
前

で
私
を
打
っ
た
と
同
じ
く
ら
い
強
く
私
を
打
っ
た
。
私
の
彼
に
対
す
る
考
え
は

変
っ
た
。
」
 
「
生
涯
を
自
分
自
身
で
あ
る
と
い
う
一
事
に
賭
け
て
し
ま
っ
た
人

の
姿
が
こ
こ
に
あ
る
。
」
「
い
か
に
も
不
幸
な
人
で
あ
っ
た
が
、
と
の
不
幸

は
他
の
同
情
を
拒
ん
で
い
る
。
」
 
〈
あ
＼
お
ま
へ
は
な
に
を
し
て
来
た
の
だ

と
…
…
〉
、
 
「
私
は
か
つ
て
中
原
が
故
郷
の
風
か
ら
聞
い
た
と
同
じ
声
を
こ
の

写
真
か
ら
聞
く
よ
う
に
思
っ
た
」
。
こ
こ
に
は
新
た
な
〈
再
会
〉
へ
の
真
率
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

応
答
が
あ
る
。
 
「
平
穏
な
市
民
生
活
」
へ
の
帰
還
者
に
向
か
っ
て
彼
は
問
い
か

け
る
。
 
〈
お
ま
へ
は
な
に
を
し
て
来
た
の
だ
と
〉
。
お
前
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
は
何
で
あ
っ
た
か
と
。
以
後
こ
の
問
い
は
反
流
し
て
『
野
火
」
や
『
少
年
』

の
主
題
へ
と
連
結
す
る
。
こ
れ
ら
の
関
連
は
後
に
ふ
れ
る
と
し
て
、
以
後
の
申

原
論
の
展
開
は
ど
う
か
。

 
『
中
原
中
也
伝
一
揺
藍
」
に
続
く
評
伝
と
し
て
は
『
朝
の
歌
」
 
（
昭
3
3
・

1
2
）
が
あ
り
、
申
原
の
京
都
時
代
か
ら
「
白
痴
群
」
廃
刊
の
頃
ま
で
（
大
1
2
～

昭
5
）
が
扱
わ
れ
、
長
谷
川
泰
子
、
小
林
秀
雄
、
富
永
太
郎
な
ど
を
巡
る
関

係
、
交
友
が
描
か
れ
る
が
、
こ
の
小
論
の
文
脈
か
ら
い
え
ば
次
の
「
在
り
し
日
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の
歌
』
 
（
昭
4
2
・
9
）
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
申
原
の
宗
教
性
へ
の
着
目

が
主
題
と
な
る
。
先
ず
そ
の
は
じ
め
は
大
岡
氏
が
〈
見
神
歌
〉
と
呼
ぶ
一
連
の

短
歌
で
あ
る
。

 
〈
恵
み
な
を
殺
し
て
み
た
き
我
が
心
そ
の
心
組
に
神
を
示
せ
り
〉
 
〈
世
の
申

の
多
く
の
馬
鹿
の
そ
し
り
ご
と
忘
れ
得
ぬ
我
祈
る
を
知
れ
り
〉
〈
我
が
心
意
の

み
知
る
1
と
い
ひ
し
ま
＼
秋
の
野
路
に
一
人
我
泣
く
〉
。
い
ず
れ
も
大
正
十
一

年
十
月
、
中
原
の
少
年
時
（
十
五
歳
）
の
作
品
で
あ
る
。
こ
の
〈
倫
理
的
見
．

神
〉
の
新
た
な
発
見
、
 
「
感
動
」
が
、
改
め
て
中
原
の
宗
教
性
へ
と
大
岡
氏
の

眼
を
向
け
る
。
そ
の
「
幼
時
見
神
は
彼
の
遺
し
た
断
片
に
散
在
す
る
」
と
し

て
、
先
ず
昭
和
二
、
三
年
頃
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
未
完
の
散
文
『
我
が
生

活
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。

 
「
私
が
女
に
逃
げ
ら
れ
る
日
ま
で
、
私
は
つ
ね
に
前
方
を
傷
め
る
こ
と
が
出

 
 
 
 
マ
マ

来
て
み
た
の
と
確
信
す
る
。
つ
ま
り
、
私
は
自
己
同
一
あ
る
奴
で
あ
っ
た
の

だ
。
若
し
、
若
々
し
い
言
ひ
方
が
許
し
て
貰
へ
る
な
ら
、
私
は
そ
の
当
時
、
宇

宙
を
知
っ
て
み
た
の
で
あ
る
。
手
短
か
に
云
ふ
な
ら
、
私
は
相
対
的
可
能
と
不

可
能
の
限
界
を
知
り
、
さ
う
し
て
又
、
そ
の
可
能
な
る
も
の
が
如
何
に
し
て
可

能
で
あ
り
、
不
可
能
な
る
も
の
が
如
何
に
し
て
不
可
能
で
あ
る
か
を
知
っ
た
の
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

だ
。
私
は
厳
密
な
論
理
に
拠
っ
た
、
而
し
て
最
後
に
、
最
初
見
た
神
を
見
た

（
傍
点
大
岡
）
」
。
・
長
谷
川
泰
子
が
小
林
秀
雄
の
も
と
に
走
り
、
失
意
の
底
か
ら
、

や
が
て
『
朝
の
歌
』
の
詩
人
と
し
て
出
発
し
よ
う
と
す
る
時
期
の
も
の
だ
が
、

「
私
は
厳
密
な
論
理
に
拠
」
り
、
 
「
最
後
に
、
最
初
見
た
神
を
見
た
」
と
は
、

い
か
に
も
申
原
ら
し
い
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
。
以
後
、
そ
の
「
詩
句
の
宗
教
性
は

『
山
羊
の
歌
』
の
後
半
に
始
ま
る
」
と
大
岡
氏
は
言
い
、
 
「
そ
の
理
論
的
表
現

は
昭
和
四
年
六
月
の
河
上
徹
太
郎
宛
書
簡
に
あ
る
」
と
し
て
、
そ
の
一
節
を
引

大
岡
昇
平
一
面
一
そ
の
宗
教
性
を
軸
と
し
て
一

く
。
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「
五
年
来
、
僕
は
恐
怖
の
た
め
に
一
種
の
半
意
識
家
に
さ
れ
た
る
無
意
識
家

で
あ
っ
た
。
一
暫
く
天
を
忘
れ
て
み
た
、
と
い
ふ
気
が
す
る
。
然
し
今
日
古

ぼ
け
た
軒
庸
が
退
く
、
 
（
略
）
芸
術
と
は
、
自
然
の
模
倣
で
は
な
い
、
神
の
模

倣
で
あ
る
！
」
。
か
つ
て
『
朝
の
歌
」
の
な
か
で
こ
の
部
分
に
ふ
れ
て
は
、

「
神
を
模
倣
す
る
と
は
、
明
ら
か
に
冒
漬
で
」
あ
り
、
「
そ
の
よ
う
に
し
て
掴

ま
れ
た
神
は
、
決
し
て
人
間
を
救
い
は
し
な
い
」
と
い
う
痛
烈
な
批
判
が
あ
る

が
、
い
ま
そ
れ
へ
の
言
及
は
な
い
。
最
後
に
「
昭
和
十
一
年
。
八
月
に
断
片

『
我
が
詩
観
」
を
書
き
、
十
二
月
二
十
二
日
『
都
新
聞
」
に
『
詩
壇
へ
の
抱
，

負
」
を
発
表
し
た
時
期
」
が
、
晩
期
の
宗
教
的
昂
揚
期
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

「
宗
教
に
入
っ
て
、
旧
く
も
朝
と
夕
方
に
、
帰
依
す
る
気
持
が
あ
れ
ば
、
謙
譲

は
持
続
し
や
す
く
、
さ
う
で
あ
れ
ば
、
詩
的
悦
惚
も
ミ
ツ
チ
リ
と
感
じ
ら
れ
、

漸
次
に
味
の
深
い
も
の
が
、
生
れ
る
や
う
に
な
る
筈
だ
と
思
っ
た
。
私
は
今
、

右
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
歓
喜
に
む
せ
ぶ
気
持
で
み
る
云
々
」
 
（
、
『
詩
壇
へ

の
抱
負
」
）
。

 
十
二
月
二
十
二
日
と
は
『
冬
の
長
門
峡
」
が
書
か
れ
る
二
日
前
で
あ
り
、

「
そ
の
半
日
後
に
は
、
精
神
病
院
に
収
容
さ
れ
る
」
冶
し
か
し
「
中
原
の
死
の

前
後
を
扱
っ
て
こ
の
重
要
な
論
文
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
」
の
は
「
不

思
議
」
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
は
自
分
の
見
落
し
て
い
た
も
の
に
大
正
十
四
年
の

『
地
上
組
織
』
と
題
し
た
三
枚
ば
か
り
の
断
片
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
一
節
が

引
か
れ
る
。
 
「
私
は
全
て
の
有
機
体
の
上
に
、
無
数
に
溢
れ
る
無
機
的
現
象
を

見
る
。
そ
れ
は
私
に
、
如
何
に
し
て
も
神
を
信
ぜ
し
め
な
く
て
は
置
か
な
い
も

の
で
あ
る
。
」
「
私
が
今
濫
り
に
神
の
全
て
を
見
知
し
た
と
す
る
。
然
し
私
は

そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
。
何
故
と
云
っ
て
神
は
絶
対
で
あ
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り
、
私
の
表
現
は
相
対
的
に
行
は
れ
る
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
 
「
併
し
、
興

じ
て
詩
人
は
神
を
感
覚
の
範
囲
に
於
て
歌
ふ
術
を
得
る
の
だ
。
」

 
さ
ら
に
見
落
し
て
い
た
も
の
に
第
三
葉
前
半
の
、
抹
殺
さ
れ
た
次
の
ご
と
き

三
行
が
あ
っ
た
と
い
う
。
 
「
吾
、
幼
に
し
て
神
の
御
国
を
見
、
今
二
十
路
に
な

ん
く
と
し
て
尚
も
見
続
け
た
れ
ど
、
そ
を
」
。
 
こ
れ
は
ま
さ
に
『
我
が
生

活
』
に
い
う
「
最
初
見
た
神
を
見
た
」
と
い
う
発
言
の
傍
証
で
あ
り
、
さ
ら
に

『
地
上
組
織
」
と
い
う
題
名
の
下
に
『
宇
宙
組
織
」
と
い
う
初
回
が
消
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
 
「
中
原
の
論
理
と
散
慶
が
示
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。

 
す
で
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、
 
『
在
り
し
日
の
歌
」
に
お
け
る
大
岡
氏
の
考
証

は
、
改
め
て
中
原
の
生
涯
と
詩
作
を
つ
ら
ぬ
く
そ
の
宗
教
性
と
は
何
か
を
再
考

察
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
『
朝
の
歌
」
に
み
る
批
判
、
た
と
え
ば

『
我
が
生
活
』
に
い
う
「
最
後
に
、
最
初
見
た
神
を
見
た
」
の
ご
と
き
告
白
に

ふ
れ
て
は
、
 
「
宇
宙
も
神
も
、
こ
の
段
階
で
は
単
な
る
名
称
に
す
ぎ
ま
い
」
と

言
い
、
河
上
宛
の
「
詩
論
」
に
ふ
れ
て
は
あ
の
「
神
を
模
倣
す
る
」
と
は
「
冒

漬
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
神
は
「
人
間
を
救
い
は
し
な
い
」
と
い
う
ご
と
き

痛
烈
な
批
判
、
糾
問
は
な
い
。
同
時
に
詩
篇
『
朝
の
歌
』
、
詩
集
『
山
羊
の

歌
」
後
半
期
、
き
ら
に
は
晩
期
『
冬
の
長
門
峡
」
前
後
な
ど
、
そ
の
詩
作
の
昂

ま
り
と
宗
教
的
昂
揚
と
の
連
動
と
も
い
う
べ
き
状
況
へ
の
熱
い
関
心
が
み
ら
れ

る
。
こ
れ
は
私
な
ど
に
は
直
ち
に
朔
太
郎
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

 
「
私
は
い
ま
キ
リ
ス
ト
を
求
め
て
み
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
私
が
救
は
れ
る

か
、
救
は
れ
な
い
か
、
問
題
は
こ
こ
に
あ
る
。
も
し
永
久
に
私
が
信
仰
を
発
見

し
な
か
っ
た
ら
、
私
は
永
久
に
『
苦
し
き
餓
悔
者
」
又
は
『
素
人
詩
人
」
と
し

て
終
る
に
ち
が
ひ
な
い
」
と
は
、
 
〈
浄
罪
詩
篇
〉
を
書
き
続
け
て
い
た
一
時
期

（
大
正
三
年
秋
か
ら
翌
四
年
春
ま
で
）
の
朔
太
郎
の
言
葉
だ
が
、
〈
信
〉
に
つ
な

が
ら
な
け
れ
ば
自
分
は
つ
い
に
〈
素
人
詩
人
〉
と
し
て
終
る
で
あ
ろ
う
と
は
、

〈
信
〉
と
く
詩
法
〉
を
二
者
一
元
と
し
て
捉
え
た
も
の
で
、
中
原
の
い
う
宗
教

的
「
帰
依
」
と
「
謙
譲
」
こ
そ
が
、
 
「
詩
的
胱
惚
」
の
深
ま
り
を
経
た
詩
法
の

成
熟
を
生
み
出
す
の
だ
と
い
う
発
言
（
『
詩
壇
へ
の
抱
負
」
）
に
深
く
通
勒
す

る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
た
だ
朔
太
郎
が
や
が
て
独
自
の
宿
命
論
に
傾
斜
し
て
い

っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
中
原
の
歩
み
は
こ
の
風
土
に
あ
っ
て
な
お
独
自
の
形
姿

を
示
す
。

二

 
さ
て
再
び
大
岡
昇
平
に
還
っ
て
い
え
ば
『
在
り
し
日
の
歌
」
は
か
っ
て
の
問

い
、
あ
の
『
揺
藍
』
冒
頭
の
「
中
原
の
不
幸
は
果
し
て
人
間
と
い
う
存
在
の
根

本
条
件
に
根
拠
を
持
っ
て
い
る
か
。
い
い
換
え
れ
ば
、
人
間
は
誰
で
も
中
原
の

や
う
に
不
幸
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
に

「
結
着
を
つ
け
る
た
め
だ
っ
た
の
だ
が
、
ま
た
ま
た
未
完
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
」
と
い
う
。
こ
う
し
て
「
私
が
中
原
中
也
を
完
全
に
理
解
し
た
時
は
、
こ
ん

ど
は
人
生
と
私
自
身
の
方
が
不
可
解
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
が

生
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
。
中
原
と
い
う
存
在
は
、

な
お
解
く
．
こ
と
の
で
き
ぬ
一
箇
の
〈
謎
〉
と
し
て
我
々
の
前
に
あ
る
と
い
う
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゾ
ル
レ
ン
 
ザ
イ
ン

と
か
。
さ
ら
に
い
え
ば
そ
の
〈
信
〉
と
く
認
識
〉
は
、
当
為
と
実
在
は
、
串
原

を
引
き
裂
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
。
 
『
在
り
し
日
の
歌
」
は
中
原
の
無
残
に

し
て
孤
独
な
晩
期
と
そ
の
死
を
描
き
、
自
分
も
ま
た
「
半
年
も
経
た
な
い
う
ち

に
中
原
の
こ
と
な
ど
思
い
出
さ
な
く
な
っ
て
い
た
」
が
、
戦
争
末
期
か
ら
戦
場

体
験
と
続
い
て
中
原
の
「
残
し
た
詩
句
は
不
思
議
に
心
に
泌
み
る
」
も
の
が
あ

っ
た
と
い
う
。
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「
『
ざ
ふ
き
ん
の
様
に
使
ひ
荒
さ
れ
て
、
遂
に
我
が
手
に
掛
け
ら
れ
打
捨
て

ら
れ
て
仕
舞
つ
た
様
な
、
今
更
は
つ
と
思
ふ
や
う
な
肉
体
』
と
青
山
二
郎
は
書

き
、
 
『
事
変
の
騒
ぎ
の
中
で
、
世
間
か
ら
も
文
壇
か
ら
も
顧
み
ら
れ
ず
、
何
処

 
らか

で
鼠
で
も
死
ぬ
様
に
死
ん
だ
」
と
小
林
秀
雄
が
書
い
た
。
そ
の
夏
始
ま
っ
た

藍
溝
橋
事
件
は
、
中
国
全
土
に
拡
が
っ
て
行
く
よ
う
な
形
勢
だ
っ
た
」
と
い

う
。
し
か
も
そ
の
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
況
の
な
か
で
、
や
が
て
中
原
の
詩
が
身

に
し
み
て
来
る
と
い
う
。
そ
れ
は
何
か
。
恐
ら
く
『
在
り
し
日
の
歌
』
の
終
末
「

の
問
い
、
そ
の
最
大
の
潔
い
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
う
し
て
〈
未
完
〉
の
問
い
は

な
お
続
く
。

 
こ
の
後
中
原
論
が
改
め
て
書
き
つ
が
れ
る
の
は
「
中
原
中
也
・
1
」
 
（
昭
4
4

・
4
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
中
原
の
「
詩
と
思
想
に
つ
い
て
の
試
論
」
だ
と
い
う

が
、
そ
の
申
心
は
申
原
に
お
け
る
ダ
ダ
イ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
前
年
の

角
川
版
『
申
原
中
也
全
集
』
の
編
集
で
全
作
品
を
読
み
返
し
、
「
特
に
ダ
ダ
的

傾
向
が
、
彼
の
作
品
の
根
底
に
あ
り
」
、
し
ば
し
ば
「
顕
著
に
溢
出
し
て
い

る
」
こ
と
、
さ
ら
に
は
新
た
に
発
見
さ
れ
た
「
両
ε
住
o
U
豪
雨
ω
甑
ρ
器
」
の
傍

題
を
付
し
た
詩
篇
『
道
化
の
臨
終
』
が
、
「
一
九
三
四
年
六
月
二
日
の
制
作
日

付
」
に
も
拘
ら
ず
、
発
表
が
死
の
ふ
た
月
前
の
昭
和
十
二
年
八
月
置
「
日
本
歌

人
」
九
月
号
）
で
あ
る
こ
と
へ
の
注
目
を
軸
と
し
て
、
吉
原
の
表
現
世
界
へ
の

新
た
な
考
察
が
展
開
さ
れ
る
。
即
ち
『
山
羊
の
歌
」
で
い
え
ば
、
 
「
寒
い
夜
の

自
我
像
』
 
『
い
の
ち
の
声
』
な
ど
「
高
い
倫
理
的
緊
張
を
持
っ
た
」
作
品
の
系

列
が
あ
り
、
 
「
と
に
か
く
死
ぬ
ま
で
神
に
憧
れ
て
い
た
」
。
こ
の
「
彼
の
作
品

を
そ
の
志
か
ら
見
よ
う
と
す
る
の
が
」
自
分
の
「
立
場
」
で
あ
っ
た
が
、
多
く

の
ダ
ダ
的
作
品
の
「
新
発
見
」
に
よ
っ
て
、
 
「
ダ
ダ
が
彼
が
最
も
手
足
を
伸
び

伸
び
と
延
せ
る
環
境
で
あ
っ
た
こ
と
」
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う
。

大
岡
昇
平
一
面
 
一
そ
の
宗
教
性
を
軸
と
し
て
一

 
「
混
乱
を
混
乱
の
ま
ま
投
げ
出
し
た
い
と
い
う
衝
動
の
連
続
の
中
で
、
時
た

ま
訪
れ
る
自
己
集
中
の
瞬
間
」
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
『
朝
の
歌
」
 
『
臨
終
」

『
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
』
な
ど
「
吉
典
的
均
整
の
取
れ
た
作
品
」
が
生
ま
れ
る
。

し
か
し
ダ
ダ
こ
そ
は
彼
の
思
考
が
「
最
も
自
由
に
働
く
」
と
こ
ろ
で
あ
り
、

「
彼
の
生
の
基
本
的
な
認
識
形
態
」
で
あ
り
、
 
「
結
局
は
そ
の
衝
動
に
身
を
委

ね
る
時
、
最
も
楽
楽
と
手
足
を
延
ば
し
て
い
る
」
の
だ
と
い
う
。
ダ
ダ
と
の
出

合
い
、
『
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
』
と
の
出
会
い
が
、
彼
の
眼
を
ひ
ら
い
た
と

は
す
で
に
中
原
自
身
の
語
る
所
だ
が
、
多
く
の
論
は
そ
れ
か
ら
の
脱
皮
と
新
た

な
成
熟
を
い
う
。
し
か
し
大
岡
氏
は
新
た
な
発
見
を
通
し
て
、
ダ
ダ
こ
そ
が
彼

本
来
の
生
地
、
本
質
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ

が
中
原
に
お
け
る
「
生
の
基
本
的
認
識
の
形
態
」
で
あ
る
乏
い
う
こ
と
の
意
味

は
、
い
ま
少
し
く
掘
り
下
げ
て
み
ね
ば
な
る
ま
い
。
大
岡
氏
は
こ
れ
に
深
い
説

明
を
加
え
て
は
い
な
い
が
、
詩
の
技
法
な
ら
ぬ
認
識
の
主
体
と
し
て
の
ダ
ダ
と

は
何
か
。

 
中
原
が
遺
し
た
ダ
ダ
の
習
作
あ
る
い
は
未
刊
詩
篇
を
み
れ
ば
、
そ
こ
に
彼
が

詩
の
な
か
で
、
そ
の
詩
法
そ
の
竜
の
を
問
い
つ
め
、
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る

所
が
あ
る
。
た
と
え
ば
〈
自
然
が
美
し
い
と
い
ふ
こ
と
は
／
自
然
が
カ
ン
ヴ
ァ

ス
の
上
で
も
美
し
い
と
い
ふ
こ
と
か
い
〉
 
（
「
（
酒
は
誰
で
も
酔
は
す
）
」
）

と
問
い
、
〈
尊
崇
は
た
だ
／
道
中
に
あ
り
〉
 
（
コ
度
」
）
、
 
〈
過
程
に
興
味

が
存
す
る
ば
か
り
で
す
〉
 
（
「
（
過
程
に
興
味
が
存
す
る
ば
か
り
で
す
）
」
〉

と
い
う
。
さ
ら
に
は
〈
有
限
の
中
の
無
限
は
／
最
も
有
限
な
そ
れ
〉
で
あ
り
、

〈
集
積
ま
り
も
流
動
が
／
魂
は
集
積
で
は
あ
り
ま
せ
ん
Y
（
同
）
と
い
う
。
こ

の
無
限
に
流
動
す
る
、
過
渡
な
る
も
の
と
し
て
の
く
存
在
〉
へ
の
認
識
、
い
や

そ
の
認
識
そ
の
も
の
を
も
過
渡
な
る
も
の
と
し
て
見
す
え
る
詩
人
の
眼
は
、
そ
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の
流
動
す
る
意
識
そ
の
も
の
の
変
転
の
ゆ
え
に
逆
に
、
一
切
の
現
実
、
歴
史
的

材
料
を
相
対
化
し
つ
つ
、
詩
人
が
直
視
す
る
〈
命
名
〉
の
根
源
性
を
露
頭
さ
せ

る
。
こ
う
し
て
ダ
ダ
の
詩
法
そ
の
も
の
が
詩
の
主
題
と
な
る
。

 
〈
名
詞
の
扱
ひ
に
／
ロ
ヂ
ッ
ク
を
忘
れ
た
象
徴
さ
／
俺
の
詩
は
ノ
宣
言
と
作

品
と
の
関
係
は
／
有
機
的
抽
象
と
無
機
的
具
象
と
の
関
係
だ
／
物
質
名
詞
と
印

象
と
の
関
係
だ
／
ダ
ダ
、
つ
て
ん
だ
よ
／
本
馬
っ
て
ん
だ
／
原
始
人
の
ド
モ

リ
、
で
も
好
い
／
歴
史
は
材
料
に
は
な
る
さ
／
だ
が
問
題
に
は
な
ら
ぬ
さ
／
此

の
ダ
ダ
イ
ス
ト
に
は
ノ
古
い
作
品
の
紹
介
者
は
／
古
代
の
棺
は
か
ふ
い
ふ
風
だ

っ
た
な
ん
て
断
り
書
き
を
す
る
／
棺
の
形
が
如
何
に
変
ら
う
と
／
ダ
ダ
イ
ス
ト

が
「
棺
」
と
い
へ
ば
／
何
時
の
時
代
で
も
「
棺
」
と
し
て
通
る
所
に
／
ダ
ダ
の

永
遠
性
が
あ
る
／
だ
が
ダ
ダ
イ
ス
ト
は
、
永
遠
性
を
望
む
が
故
に
ダ
ダ
詩
を
書

き
は
せ
ぬ
〉
 
（
「
（
名
詞
の
扱
ひ
に
）
」
）
。
こ
う
し
て
一
切
の
ロ
ジ
ッ
ク
や

概
念
、
さ
ら
に
は
言
語
の
指
示
的
機
能
や
意
味
を
も
否
定
し
つ
つ
、
な
お
そ
の

〈
命
名
〉
の
根
源
性
、
永
遠
性
を
い
う
時
、
そ
の
発
語
の
主
体
、
い
や
、
そ
の

ヘ
 
 
へ

現
場
と
は
何
か
。
恐
ら
く
こ
の
問
い
に
答
え
る
も
の
が
、
次
の
詩
篇
で
あ
ろ

う
。 

〈
認
識
以
前
に
書
か
れ
た
詩
1
／
沙
漠
の
た
だ
中
で
／
私
は
土
人
に
訊
ね

ま
し
た
／
「
ク
リ
ス
ト
の
降
誕
し
た
前
日
ま
で
に
／
カ
ラ
カ
ネ
の
／
歌
を
歌
っ

て
旅
人
が
／
何
人
こ
＼
を
通
り
ま
し
た
か
」
／
土
人
は
何
に
も
答
へ
な
い
で
／

遠
い
沙
丘
の
上
の
／
足
跡
を
み
て
ゐ
ま
し
た
ノ
泣
く
も
笑
ふ
も
此
の
時
ぞ
／
此
ノ

の
時
ぞ
／
泣
く
も
笑
ふ
も
〉
 
（
「
古
代
土
器
の
印
象
」
）
。
ダ
ダ
の
初
期
未
刊

詩
篇
中
、
最
も
す
ぐ
れ
た
作
品
の
ひ
と
つ
だ
が
、
明
ら
か
な
よ
う
に
ダ
ダ
的
志

向
は
お
の
ず
か
ら
に
詩
人
を
詩
的
生
成
の
始
源
の
場
、
詩
人
の
い
う
〈
認
識
以

前
〉
 
〈
名
辞
以
前
〉
の
世
界
へ
と
導
く
。
沈
黙
の
瞬
後
、
不
意
に
詩
句
は
く
泣

く
も
笑
ふ
も
〉
と
道
化
ぶ
り
に
転
調
し
て
ゆ
く
。
い
や
、
こ
れ
が
道
化
な
ら
ぬ

詩
人
の
生
き
ざ
る
を
え
ぬ
詩
的
胎
生
の
場
だ
と
す
れ
ば
、
詩
人
は
し
い
ら
れ
て

あ
る
こ
と
の
栄
光
と
悲
運
を
予
感
し
つ
つ
、
そ
の
未
踏
の
場
に
踏
み
入
る
ほ
か

は
あ
る
ま
い
。
こ
う
し
て
そ
の
独
自
の
歌
が
始
ま
る
。

 
〈
か
つ
て
私
は
一
切
の
「
立
脚
点
」
だ
っ
た
。
／
か
つ
て
私
は
一
切
の
解
釈

だ
っ
た
〉
〈
今
で
は
私
は
／
生
命
の
動
力
学
に
し
か
す
ぎ
な
い
一
／
自
照
を

も
つ
て
私
は
、
む
つ
か
る
特
権
を
感
じ
ま
す
。
ノ
か
く
て
私
に
は
歌
が
の
こ
っ

た
。
／
た
っ
た
一
つ
、
歌
と
い
ふ
が
の
こ
っ
た
〉
 
（
「
庭
女
詩
集
序
」
）
。
彼

は
こ
の
よ
う
に
己
れ
の
く
歌
〉
の
発
生
を
語
る
。
 
〈
む
つ
か
る
特
権
〉
が
彼
の

歌
口
を
ひ
ら
き
、
 
〈
有
限
の
中
の
無
限
は
／
最
も
有
限
な
そ
れ
〉
と
い
う
認
識

が
彼
の
ダ
ダ
の
身
ぶ
り
を
、
道
化
を
し
い
る
。
彼
の
詩
法
の
特
性
、
ま
た
そ
の

輝
き
と
は
、
こ
の
〈
無
限
〉
と
く
有
限
〉
、
求
心
と
遠
心
の
よ
じ
れ
あ
う
そ
の

錯
綜
、
点
滅
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
て
そ
の
道
化
の
身
ぶ
り
も
独
自

の
転
調
の
身
ぶ
り
も
、
さ
ら
に
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
受
容
も
、
そ
れ
ら
葱
つ
ら

ぬ
く
ダ
ダ
の
水
脈
と
あ
い
ま
っ
て
独
自
の
詩
法
を
展
開
し
て
ゆ
く
。
恐
ら
く
大

岡
氏
の
注
目
す
る
『
道
化
の
臨
終
」
は
、
そ
の
最
も
あ
ざ
や
か
な
集
約
と
し
て

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
道
化
の
く
ど
き
を
綿
々
と
語
っ
た
上
で
、
 
〈
希
は
く
は
 
お
道
化
お
道
化
て

／
な
が
ら
へ
し
 
小
者
に
は
あ
れ
、
／
冥
福
の
 
多
く
あ
れ
か
し
と
、
／
神
に

は
も
 
祈
ら
せ
給
へ
。
〉
と
結
ぶ
。
そ
こ
に
は
大
岡
氏
も
い
う
こ
の
時
期
の

「
作
品
に
支
配
的
な
近
い
死
の
予
感
」
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
同

時
に
そ
れ
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
言
わ
ば
こ
こ
に
は
道
化
と
散
慶
が
背
中
合
せ

に
、
ね
じ
れ
る
ご
と
く
は
り
つ
い
て
い
る
こ
と
も
ま
た
見
逃
せ
ま
い
。
〈
あ
あ
、

神
様
、
こ
れ
が
す
べ
て
で
ご
ざ
い
ま
す
、
／
尽
す
な
く
尽
さ
る
る
な
く
、
／
心
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の
ま
ま
に
う
た
へ
る
心
こ
そ
／
こ
れ
が
す
べ
て
で
ご
ざ
い
ま
す
1
〉
 
（
『
夏
は

青
い
空
に
…
…
』
）
と
唱
い
、
あ
る
い
は
〈
神
…
様
、
今
こ
そ
私
は
貴
方
の
御
前

に
額
つ
く
こ
と
が
出
来
ま
す
。
／
こ
の
強
情
な
私
奴
が
、
散
々
の
果
て
に
、
／

ま
た
そ
の
果
て
の
遅
疑
・
痴
呆
の
果
て
に
、
／
貴
方
の
御
前
に
額
つ
く
こ
と
が

出
来
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
〉
 
（
『
悲
し
い
歌
』
）
と
い
う
。
こ
の
真
率
な
告

白
体
が
一
転
す
れ
ば
、
あ
の
『
道
化
の
臨
終
」
終
末
の
道
化
調
の
自
画
像
へ
と

転
じ
て
ゆ
く
。

 
太
宰
の
〈
道
化
〉
が
対
人
関
係
を
基
軸
と
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
申
原
の
ぞ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

れ
は
絶
対
者
の
視
角
の
な
か
に
身
を
横
た
え
る
対
神
的
基
軸
に
立
つ
と
も
い
え

る
。
こ
こ
に
散
鹿
と
道
化
は
盾
の
表
裏
と
な
っ
て
独
自
の
詩
調
を
織
り
な
す
。

こ
の
詩
を
あ
え
て
「
『
長
門
峡
」
 
『
蛙
声
』
の
後
で
発
表
し
て
い
る
こ
と
は
重

大
」
だ
と
大
岡
氏
は
い
う
。
た
し
か
に
こ
れ
が
詩
集
「
在
り
し
日
の
歌
」
の
撞

尾
を
な
す
『
蛙
声
』
よ
り
後
に
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
第

一
詩
集
『
山
羊
の
歌
」
の
終
末
部
を
な
す
『
羊
の
歌
」
 
『
長
坐
」
 
『
い
の
ち
の

声
」
に
ふ
れ
て
、
大
岡
氏
は
こ
れ
ら
「
最
終
詩
篇
は
最
後
に
志
を
述
べ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
詩
集
全
体
に
一
種
の
ま
と
め
を
与
え
」
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
い

う
。
「
志
」
と
は
倫
理
と
求
心
の
相
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
た
し
か
に
〈
ゆ
ふ

が
た
、
空
の
下
で
、
身
一
点
に
感
じ
ら
れ
れ
ば
、
万
事
に
於
て
文
句
は
な
い
の

だ
。
〉
 
（
『
い
の
ち
の
声
』
皿
）
と
い
う
結
尾
の
詩
句
は
、
 
『
山
羊
の
歌
』
口

巻
を
閉
じ
る
と
ど
め
の
一
句
と
も
み
え
る
。

 
ま
た
『
羊
の
歌
』
冒
頭
の
「
祈
り
」
と
題
し
た
詩
に
、
〈
罰
さ
れ
て
、
死
は

来
た
る
も
の
と
思
ふ
ゆ
ゑ
。
／
あ
＼
、
そ
の
時
私
の
仰
向
か
ん
こ
と
を
！
／
せ

め
て
そ
の
時
、
私
も
、
す
べ
て
を
感
ず
る
者
で
あ
ら
ん
こ
と
を
1
〉
と
唱
う
。

こ
れ
は
あ
え
て
い
え
ば
、
 
『
道
化
の
臨
終
』
と
ひ
そ
か
に
あ
い
呼
応
す
る
も
の

大
岡
昇
平
一
面
一
そ
の
宗
教
性
を
軸
と
し
て
一

で
は
な
い
か
。
第
二
詩
集
の
最
後
に
置
か
れ
た
『
蛙
声
」
は
主
観
の
声
を
消
し

つ
つ
、
大
岡
氏
の
い
う
ご
と
く
「
藍
溝
橋
前
夜
の
日
本
の
雰
囲
気
」
、
そ
の
緊

迫
し
た
状
況
を
重
く
つ
た
え
る
。
そ
れ
は
死
の
影
を
予
感
さ
せ
つ
つ
、
 
〈
志
〉

な
ら
ぬ
、
ゾ
ル
レ
ン
な
ら
ぬ
、
ザ
イ
ン
の
苦
渋
を
に
じ
ま
せ
る
『
在
り
し
日
の

歌
』
終
末
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
も
い
え
る
が
、
そ
の
背
後
に
未
刊
詩
篇
『
道

化
の
臨
終
」
を
置
い
て
み
れ
ば
、
い
ま
ひ
と
つ
の
構
図
が
見
え
て
来
よ
う
。

三

 
中
原
が
『
道
化
の
臨
終
」
を
己
れ
の
生
の
、
ま
た
詩
の
終
結
を
象
徴
す
る
も

の
と
し
て
置
い
た
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
ダ
ダ
的
志
向
は
彼
の
「
生
の
基
本
的

な
認
識
形
態
」
の
ひ
と
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
ま
た
、
い
ま
ひ

と
つ
の
モ
チ
ー
フ
の
介
在
す
る
こ
と
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
 
〈
謙
抑
に
し
て

神
恵
を
待
て
よ
〉
 
（
『
修
羅
街
挽
歌
』
）
と
は
、
彼
の
詩
法
の
根
源
の
モ
チ
ー

フ
で
も
あ
っ
た
。
大
岡
氏
は
こ
の
間
の
、
求
心
と
遠
心
の
あ
い
か
ら
む
こ
の
あ

た
り
の
機
微
を
、
「
虚
無
的
で
無
政
府
的
な
世
界
を
倫
理
に
よ
っ
て
意
味
づ
け

す
る
手
法
を
、
中
原
は
生
得
的
に
持
っ
て
い
た
」
。
と
同
時
に
そ
れ
は
「
も
と

の
破
壊
が
倫
理
的
動
機
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
い

う
。
氏
の
〈
志
〉
と
言
い
、
 
〈
倫
理
〉
と
い
う
所
を
、
私
は
あ
え
て
そ
の
背
後

の
宗
教
性
、
ま
た
〈
祈
り
〉
の
モ
チ
ー
フ
と
も
呼
ん
で
み
た
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
大
岡
氏
は
こ
の
申
原
論
の
新
た
な
出
発
と
も
い
う
べ
き
『
申
言
中
也
・

1
』
に
お
い
て
、
ダ
ダ
こ
そ
彼
の
生
と
詩
を
貫
流
す
る
基
底
の
モ
チ
ー
フ
で
あ

る
こ
と
を
解
明
し
て
み
せ
た
。
し
か
し
ご
の
中
原
の
〈
詩
と
思
想
〉
を
語
る
べ

き
〈
試
論
〉
は
、
こ
こ
で
中
絶
し
た
。

 
何
故
か
。
 
「
こ
こ
で
私
の
根
気
は
ぷ
っ
つ
り
切
れ
た
」
と
い
う
。
 
コ
人
の
引
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人
間
の
作
品
の
中
に
含
ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
要
素
を
矛
盾
な
く
統
一
す
る
だ
め

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

に
は
、
い
わ
ば
神
学
的
視
点
と
熱
心
さ
が
必
要
ら
し
い
」
が
、
「
そ
れ
が
不
意

に
私
か
ら
落
ち
た
」
と
い
う
。
ヒ
う
し
て
コ
応
中
原
に
つ
い
て
の
探
究
を
終

る
」
と
し
て
、
こ
の
一
文
を
末
尾
に
含
む
『
中
原
中
也
」
 
（
昭
4
9
・
4
）
一
巻

が
編
ま
れ
る
。
し
か
し
さ
ら
な
る
〈
探
究
〉
は
ま
た
始
ま
る
。
新
し
い
資
料
や

論
究
に
触
発
さ
れ
る
ご
と
く
、
氏
の
論
も
ま
た
新
た
な
展
開
を
み
せ
る
。
も
は

や
そ
の
仔
細
に
ふ
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
の
小
論
の
文
脈
で
い
え
ば
『
神
と

表
象
と
し
て
の
世
界
」
 
（
昭
5
6
・
4
）
が
問
題
と
な
ろ
う
。
先
ず
中
原
ρ
使
う

〈
旧
識
〉
 
（
『
芸
術
論
覚
え
書
」
）
と
い
う
語
と
姉
崎
正
治
訳
・
シ
ョ
ペ
ン
ハ

ウ
ア
i
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
」
 
（
明
4
3
）
の
関
連
が
論
じ
ら
れ
、

〈
名
辞
以
前
〉
、
 
〈
認
識
〉
以
前
の
無
意
識
層
を
指
す
〈
現
識
〉
が
、
中
原
の

詩
法
の
根
源
に
か
か
わ
る
こ
と
の
意
味
が
改
め
て
考
察
さ
れ
る
。
こ
れ
は
評
者

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
中
原
の
宗
教
的
心
情
と
そ
れ
に
対
応
す
る
無
意
識
の
領

域
と
を
統
一
す
る
視
点
、
言
い
か
え
れ
ば
集
中
的
な
自
我
と
拡
散
的
な
自
我
と

を
統
一
す
る
原
理
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
 
（
吉
田
熈
生
『
詩
人
と
散
文
家
』
）
と

も
い
え
よ
う
。

 
た
だ
こ
こ
で
、
二
、
三
の
点
が
聞
入
と
な
る
。
先
の
『
羊
の
歌
』
の
冒
頭

「
祈
り
」
に
ふ
れ
、
詩
人
が
散
文
や
批
評
に
拮
抗
し
て
「
『
魂
』
的
で
あ
る
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

め
に
は
、
希
望
と
嘆
息
に
お
い
て
」
 
「
す
べ
て
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

〈
そ
れ
よ
、
私
は
私
が
感
じ
え
な
か
っ
た
こ
と
の
た
め
に
、
／
罰
さ
れ
て
、
死

は
来
た
る
も
の
と
思
ふ
ゆ
ゑ
。
〉
と
い
う
、
こ
の
「
肺
き
も
、
こ
こ
か
ら
生
ま

れ
る
。
世
界
と
等
価
と
な
る
た
め
に
、
す
べ
て
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
。
こ
の
「
す
べ
て
」
は
中
原
年
来
の
「
偏
執
」
だ
が
、
 
「
生
の
『
す
べ

て
」
が
死
を
内
包
す
る
と
す
れ
ば
、
 
「
潜
在
的
に
す
べ
て
を
救
う
も
の
と
し
て

の
神
を
、
こ
の
理
論
は
予
想
し
て
い
る
」
と
い
う
。
 
「
世
界
と
等
価
と
な
る
た

め
」
と
い
う
く
自
我
遍
満
〉
こ
そ
が
こ
の
詩
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た

そ
の
故
の
挫
折
の
「
坤
き
」
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
逆
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま

さ
に
題
名
通
り
の
く
祈
り
〉
で
あ
り
、
自
我
の
遍
満
な
ら
ぬ
、
こ
の
い
や
し
き

も
の
が
卑
小
な
る
上
に
も
卑
小
な
ら
ん
こ
と
を
と
念
じ
、
感
じ
え
ぬ
こ
と
の
罪

の
故
に
、
せ
め
て
そ
の
時
〈
す
べ
て
を
感
ず
る
者
〉
で
あ
り
た
い
と
は
、
感
性

の
全
解
放
と
い
う
詩
法
の
み
な
ら
ぬ
、
根
源
の
倫
理
を
語
る
も
の
で
は
な
い
の

か
。
そ
の
根
源
の
倫
理
、
 
〈
信
〉
に
お
い
て
そ
の
卑
小
の
き
わ
み
に
至
る
ま
で

砕
か
れ
、
そ
こ
か
ら
掴
み
出
さ
れ
た
何
も
の
か
に
お
い
て
詩
人
た
る
こ
と
こ

そ
、
中
原
の
詩
法
の
究
極
で
あ
り
、
ま
た
〈
志
〉
で
は
な
か
「
つ
た
か
。
 
〈
謙
抑

に
し
て
神
恵
を
待
て
よ
〉
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

 
し
か
し
大
岡
氏
の
論
ず
る
所
は
き
び
し
い
。
そ
れ
は
さ
ら
に
次
の
一
句
に
き

わ
ま
る
。
 
「
彼
の
信
仰
は
自
分
一
個
の
安
心
と
詩
作
に
お
け
る
有
効
性
に
係
わ

り
、
他
者
の
幸
福
に
関
心
を
向
け
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
 
『
河
上
に
呈
す
る
詩

論
」
に
、
『
神
を
模
倣
す
る
」
と
の
言
明
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
侶
傲
で
あ

ろ
う
」
。
か
つ
て
『
朝
の
歌
」
に
見
た
批
判
が
、
こ
こ
で
再
び
繰
り
返
さ
れ
る
。

『
在
り
し
日
の
歌
」
に
申
原
の
〈
信
〉
と
く
詩
〉
の
窮
ま
り
の
連
動
を
み
た
大

岡
氏
は
こ
こ
で
再
び
、
そ
れ
以
前
に
還
る
。
，
い
や
、
こ
の
批
判
こ
そ
中
原
の

〈
信
〉
の
内
実
を
め
ぐ
っ
て
大
岡
氏
の
こ
だ
わ
る
一
貫
し
た
認
識
で
あ
ろ
う
。

〈
信
〉
を
め
ぐ
る
偲
傲
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
は
ま
た
、
 
『
俘
虜
記
』
 
『
野
火
』
に

つ
な
が
る
所
で
も
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
批
判
は
己
れ
を
つ
ら
ぬ
い
て
対
者
を
刺

す
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
詩
人
な
ら
ぬ
散
文
家
の
眼
と
い
う
ほ
か
は
な
い
が
、
さ

ら
に
見
る
べ
き
は
中
原
の
両
面
、
神
へ
の
あ
こ
が
れ
と
そ
の
底
に
ひ
そ
む
エ
ゴ

イ
ズ
ム
、
求
心
と
遠
心
、
道
化
と
散
慶
、
こ
れ
ら
が
「
共
存
」
 
「
並
行
」
し
つ
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つ
「
進
展
」
し
、
 
「
漁
り
合
わ
さ
れ
て
成
長
す
る
樹
幹
的
モ
デ
ル
」
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
氏
の
批
評
が
き
わ
め
て
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
で
あ

り
、
多
面
的
、
多
層
的
で
あ
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
〈
樹
幹
的
モ
デ
ル
〉

と
は
、
ま
た
大
岡
氏
自
身
の
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

 
「
常
に
目
醒
め
て
み
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
最
初
の
感
動
を
抑
制
し
、
そ
れ
に

逆
っ
て
判
断
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
 
（
「
ス
タ
ン
ダ
ア
ル
、
（
一
七
八
三
一
一
八

四
二
）
」
昭
1
1
・
6
）
と
は
、
中
原
と
共
に
あ
っ
た
、
中
原
の
晩
期
の
頃
の
言

葉
で
あ
る
。
評
者
は
こ
の
〈
常
に
目
醒
め
て
あ
れ
〉
を
大
岡
氏
の
生
を
解
く
キ

ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
そ
の
大
岡
氏
が
戦
争
末
期
、
中
原
の
詩
句
の
「
不
思
議
に

心
に
泌
み
る
の
を
認
め
た
」
の
は
不
思
議
だ
が
。
死
へ
の
直
面
が
そ
の
「
内
な

る
戒
律
を
解
き
、
大
岡
氏
の
魂
を
亡
友
中
原
の
そ
れ
と
正
対
さ
せ
た
」
 
（
吉
田

熈
生
）
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
頷
く
べ
き
指
摘
だ
が
、
し
か
し
さ
ら
に
踏
み

込
ん
で
い
え
ば
〈
目
醒
め
て
あ
れ
〉
と
は
ま
た
、
ほ
か
な
ら
ぬ
中
原
自
身
の
詩

と
生
を
つ
ら
ぬ
く
基
底
の
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
っ
た
。

 
ひ
と
は
「
「
常
に
目
覚
め
て
あ
れ
」
の
行
へ
る
人
、
つ
ま
り
つ
ね
に
前
方
を

噴
め
て
み
る
、
か
の
散
慶
な
人
で
あ
る
必
要
で
あ
る
」
と
言
い
、
こ
の
文
脈
上

に
「
私
は
厳
密
な
論
理
に
拠
っ
た
、
而
し
て
最
後
に
、
最
初
見
た
神
を
見
た
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
リ

（
「
我
が
生
活
」
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
中
原
に
あ
っ
て
詩
が
論
理
と
「
判

テ
イ
ツ
ク

別
」
の
問
題
で
あ
る
ご
と
く
、
〈
信
〉
即
ち
〈
散
慶
〉
も
ま
た
論
理
と
ク
リ
テ

ィ
ッ
ク
、
即
ち
常
に
〈
目
覚
め
〉
て
あ
る
こ
と
の
根
源
的
様
態
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
。
恐
ら
く
大
岡
氏
を
な
か
ば
無
意
識
に
捉
え
た
も
の
は
、
こ
の
中
原
の

詩
の
、
ま
た
〈
信
〉
の
底
に
ひ
そ
む
、
〈
信
〉
と
く
認
識
〉
（
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
）

の
ド
ラ
マ
、
そ
の
重
層
性
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
・
中
原
に
対
す
る
さ
さ

や
か
な
ら
ぬ
異
和
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
く
も
語
り
続
け
て
や
ま
ぬ
執
着
と

大
岡
昇
平
一
面
一
そ
の
宗
教
性
を
軸
と
し
て
一

は
何
か
。
 
「
私
が
中
原
中
也
を
完
全
に
理
解
し
た
時
は
、
こ
ん
ど
は
人
生
と
私

自
身
の
方
が
不
可
解
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
の
未
了
の
問
い
は
、

中
原
が
終
生
解
き
え
ぬ
く
謎
〉
で
あ
る
と
と
も
に
、
無
限
に
問
い
返
し
て
や
ま

ぬ
無
二
な
る
対
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
よ
う
。

 
〈
あ
㌧
 
お
前
は
な
に
を
し
て
来
た
の
だ
〉
と
は
、
氏
を
搏
ち
続
け
る
詩
人

の
声
で
あ
り
、
ま
た
氏
自
身
の
内
部
の
声
で
あ
っ
た
。
大
岡
氏
は
「
詩
と
散
文

と
宗
教
の
間
に
身
を
置
い
た
批
評
家
で
あ
る
。
」
 
「
散
文
家
と
し
て
詩
人
と
自

己
と
の
無
垢
な
魂
の
劇
を
、
そ
し
て
宗
教
的
感
情
を
相
対
化
す
る
こ
と
、
ま
た

逆
に
詩
人
と
い
う
絶
対
探
求
者
、
あ
る
い
は
宗
教
的
感
情
と
い
う
全
体
性
の
中

に
身
を
置
い
て
自
己
の
内
な
る
散
文
家
に
拮
抗
す
る
こ
と
、
そ
う
い
う
自
己
批

評
、
自
己
対
象
化
の
精
神
が
、
普
遍
的
で
あ
る
と
同
時
に
大
岡
氏
自
身
の
も
の

で
も
あ
る
中
原
像
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
」
 
（
吉
田
烈
生
）
と
い
う
評
者
の

言
は
、
上
来
述
べ
て
き
た
こ
と
の
見
事
な
要
約
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
裡
な

る
詩
人
と
散
文
家
、
絶
対
へ
の
希
求
と
こ
れ
を
問
い
返
す
散
文
家
の
眼
、
そ
れ

ら
は
ま
た
い
ま
ひ
と
つ
の
ド
ラ
マ
と
し
て
展
開
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
俘

虜
記
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
続
く
『
野
火
」
で
あ
る
。
と
り
わ
け
『
野
火
」
こ
そ

作
家
が
「
詩
と
散
文
と
宗
教
の
間
に
身
を
置
い
」
て
描
い
た
無
類
の
ド
ラ
マ
で

あ
り
、
戦
場
と
い
う
極
限
の
状
況
が
そ
の
基
底
の
場
と
な
る
。
「

四

 
『
野
火
」
は
作
者
も
い
う
ご
と
く
「
俘
虜
記
」
の
補
遺
と
し
て
書
か
れ
た
も

の
だ
が
、
両
者
の
性
格
は
大
い
に
異
な
る
。
戦
場
の
体
験
は
と
も
か
く
「
俘
虜

の
生
活
な
ら
書
け
る
。
入
間
が
何
処
ま
で
堕
落
出
来
る
か
っ
て
こ
と
が
」
と
い

う
と
、
 
「
他
人
の
事
な
ん
か
構
わ
ね
え
で
、
あ
ん
た
の
魂
の
こ
と
を
書
く
ん
だ
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よ
し
と
小
林
秀
雄
が
い
う
。
こ
れ
は
短
篇
『
再
会
」
中
の
周
知
の
一
節
だ
が
、

・
前
者
を
『
俘
虜
記
』
と
す
れ
ば
、
後
者
は
『
野
火
」
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
記
録

者
の
観
察
、
文
体
を
も
っ
て
は
つ
い
に
問
い
え
ぬ
デ
ィ
メ
ン
シ
ョ
ン
、
ま
さ
に

〈
魂
〉
の
問
題
が
、
戦
場
と
い
う
極
限
状
況
の
な
か
で
問
い
つ
め
ら
れ
、
描
き

と
ら
れ
て
い
る
の
が
『
野
火
」
で
あ
る
。
孤
独
な
敗
走
者
と
し
て
の
主
人
公

（
田
村
一
等
兵
）
は
、
死
を
覚
悟
し
つ
つ
、
そ
の
「
最
後
の
息
を
引
き
取
る
瞬

間
ま
で
、
私
自
身
の
孤
独
と
絶
望
を
見
究
め
よ
う
と
い
ふ
、
暗
い
好
奇
心
」
に

捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
孤
独
な
単
独
者
、
ま
た
認
識
者
が
や
が
て
〈
見
る
も
の
〉

か
ら
く
見
ら
れ
る
も
の
〉
へ
と
変
っ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
か
つ
て
は
「
無
稽
の
観

念
」
と
し
て
排
し
た
は
ず
の
く
神
〉
の
眼
が
登
場
し
、
最
後
は
人
肉
食
と
い
う

極
限
の
状
況
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
瞬
間
に
ゲ
リ
ラ
の
一
撃
に
よ
っ

て
救
わ
れ
る
。
主
人
公
は
〈
も
し
私
が
私
の
傲
慢
に
よ
っ
て
、
罪
に
堕
ち
よ
う

と
し
た
丁
度
そ
の
時
、
あ
の
不
明
の
襲
撃
者
に
よ
っ
て
、
私
の
後
頭
部
を
打
た

れ
た
の
で
あ
れ
ば
／
も
し
神
が
私
を
愛
し
た
た
め
、
予
め
そ
の
打
撃
を
用
意
し

給
う
た
な
ら
ば
／
も
し
打
つ
た
の
が
、
あ
の
夕
陽
の
見
え
る
丘
で
、
飢
ゑ
た
私

に
自
分
の
肉
を
薦
め
た
巨
人
で
あ
る
な
ら
ば
／
も
し
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
の
変
身

で
あ
る
な
ら
ば
、
も
し
彼
が
真
に
、
私
一
人
の
た
め
に
、
こ
の
比
島
の
山
野
ま

で
遣
は
さ
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
／
神
に
栄
え
あ
れ
〉
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ

が
す
で
に
狂
人
と
な
っ
た
主
人
公
の
手
記
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
告
白
を
ど
う

受
け
と
め
る
か
が
問
題
と
な
る
。

 
「
そ
の
一
撃
を
、
 
『
私
」
は
狂
気
ゆ
え
に
、
神
の
恩
寵
と
信
じ
た
。
狂
気
の

妄
想
に
の
み
神
が
実
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
裏
返
し
て
い
え
ば
、
正
常
な

人
民
に
と
っ
て
神
は
つ
ね
に
不
在
で
あ
る
」
 
（
三
好
行
雄
「
戦
争
と
神
『
野

火
」
」
）
と
評
者
は
い
う
。
し
か
し
こ
れ
は
「
狂
人
の
手
記
」
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
ア
リ
バ
イ
を
作
り
、
作
者
は
〈
信
〉
へ
の
ひ
そ
か
な
表
白
を
果
た
し
た

の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
す
で
に
三
十
年
近
く
も
前
に
書
い
た
旧
論
で
あ
り
、

い
ま
こ
れ
を
敷
術
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
小
論
で
試
み
た
い
こ
と

は
ハ
大
岡
氏
の
中
原
論
と
パ
ラ
レ
ル
な
形
で
『
野
火
」
を
論
じ
て
み
た
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
あ
え
て
言
え
ば
い
ま
ひ
と
つ
の
『
野
火
』
に
つ
い
て
で
あ

る
。 

い
ま
ひ
と
つ
の
と
は
、
 
「
野
火
」
に
つ
い
て
の
作
者
の
自
解
で
あ
り
、
こ
れ

は
作
品
『
野
火
』
と
交
錯
し
つ
つ
、
い
ま
ひ
と
つ
の
『
野
火
」
と
い
う
テ
キ
ス

ト
を
織
り
な
す
。
い
や
、
そ
れ
は
『
野
火
」
を
描
い
た
作
家
大
岡
昇
平
と
い
う

テ
ク
ス
ト
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 
『
俘
虜
記
」
以
下
、
大
岡
氏
は
戦
争
体
験
を
書

き
続
け
た
。
し
か
し
「
経
験
と
は
、
そ
も
そ
も
『
書
く
」
に
値
す
る
」
か
。

「
経
験
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
私
が
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
」
。

い
や
「
経
験
し
た
た
め
、
却
っ
て
見
え
な
く
な
っ
た
こ
と
も
、
多
々
あ
る
は
ず

で
あ
る
」
。
 
「
た
だ
私
は
『
書
く
』
こ
と
に
よ
っ
て
で
も
な
ん
で
も
、
知
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
。
知
ら
ね
ば
、
経
験
は
悪
夢
の
よ
う
に
、
い
つ
ま
で
も
私
に
渇
い
て

廻
る
」
で
あ
ろ
う
。
 
「
あ
の
過
去
を
、
現
在
の
私
の
因
数
と
し
て
数
え
尽
す
た

め
に
は
、
私
は
そ
の
過
去
を
生
ん
だ
原
因
の
す
べ
て
を
、
私
個
人
の
責
任
の
範

囲
外
の
も
の
ま
で
、
全
部
引
っ
か
ぶ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
の
よ
う
な
才
能
の
な

い
者
が
、
ど
う
し
て
そ
れ
を
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
」
（
『
再
会
」
）
。

 
こ
の
問
い
は
深
く
、
こ
の
問
い
に
固
執
す
る
情
念
も
ま
た
深
い
。
 
〈
書
く
〉

と
は
、
生
の
孕
む
無
意
識
を
問
い
返
し
、
掘
り
返
す
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
書
か

れ
た
作
品
は
ど
う
か
。
こ
れ
も
ま
た
無
意
識
を
引
き
ず
る
。
 
「
『
野
火
』
は
無

意
識
の
多
い
作
品
」
で
あ
り
、
 
「
そ
れ
だ
け
に
未
解
決
の
ま
ま
残
っ
た
部
分
が

多
い
」
 
（
『
「
野
火
」
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
影
響
』
）
と
い
う
。
こ
う
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し
て
大
岡
氏
の
微
細
な
確
認
の
作
業
が
始
ま
る
。
い
ま
そ
の
稠
密
な
自
己
分
析

の
な
か
か
ら
、
こ
の
小
論
の
主
題
に
即
し
て
〈
神
〉
の
点
滅
を
取
り
上
げ
て
み

た
い
。
先
に
『
レ
イ
テ
の
雨
」
で
「
米
兵
を
射
つ
ま
い
と
思
っ
た
こ
と
に
、

神
の
摂
理
の
よ
う
な
も
の
を
仮
定
」
し
た
、
そ
の
「
小
児
的
な
神
学
」
は
否
定

し
た
が
、
 
「
し
か
し
こ
の
怪
し
げ
な
『
神
」
を
そ
の
ま
ま
棄
て
去
る
の
が
、
ど

う
も
不
安
し
で
、
 
「
あ
る
表
現
と
し
て
形
を
与
え
な
い
」
で
は
居
れ
ず
、
先
ず

「
罪
悪
感
か
ら
の
解
放
者
」
と
し
て
の
く
神
〉
を
持
ち
出
し
た
が
、
「
『
神
」
の

観
念
が
作
品
の
進
行
と
共
に
分
裂
し
」
、
「
最
初
の
予
定
」
の
主
人
公
が
「
独

特
な
『
神
」
」
を
得
る
は
ず
の
も
く
ろ
み
は
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
や

が
て
進
行
な
か
ば
で
「
狂
兵
の
扱
い
に
つ
い
て
、
思
い
が
け
な
い
考
え
が
生
ま

れ
」
る
。
も
と
も
と
「
こ
の
小
説
の
『
神
」
の
観
念
は
、
 
『
レ
イ
テ
の
雨
』
で

扱
っ
た
、
孤
独
者
を
見
て
い
る
神
、
保
護
者
と
し
て
の
神
か
ら
出
発
」
し
た
も

の
だ
が
、
こ
れ
は
自
分
の
「
少
年
時
の
幻
影
で
、
大
人
の
知
恵
に
は
敵
い
そ
う

も
な
い
の
で
、
そ
れ
を
狂
人
の
頭
に
宿
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。
」
 
「
狂
人
の
誰

弁
を
通
し
て
こ
の
原
始
的
な
神
の
観
念
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
か
。

「
受
動
的
な
敗
兵
に
、
自
然
が
思
恵
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
し
て
現
わ
れ
る
よ
う

に
、
自
然
か
ら
じ
か
に
神
が
生
ま
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
」
い
た
。
 
「
こ
う
い

う
素
朴
な
詐
術
が
ど
こ
へ
導
く
か
、
大
抵
わ
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
」
な
ら
な
い

が
、
自
分
は
「
そ
れ
で
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
と
共
に
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
文

学
的
な
神
』
と
対
抗
で
き
る
よ
う
な
エ
ゴ
チ
ズ
ム
を
持
っ
て
い
た
。
」

 
し
か
し
こ
の
よ
う
な
〈
神
〉
の
契
機
は
な
お
弱
い
。
そ
こ
で
考
え
た
の
が

「
仲
介
者
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
存
在
」
で
あ
る
。
少
年
時
の
「
キ
リ
ス
ト
教

の
感
化
」
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
そ
の
十
字
架
の
瞭
罪
の
教
義
は
分
ら
ぬ
ま
ま
で

あ
る
。
し
か
も
そ
の
「
子
供
の
神
を
主
張
す
る
気
に
な
っ
た
」
の
は
、
前
線
の

大
岡
昇
平
一
面
 
一
そ
の
宗
教
性
を
軸
と
し
て
ー

コ
兵
士
の
位
置
が
、
か
な
り
子
供
に
近
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
ア
ン
フ
ァ
ン
テ
リ
ス
ム
を
「
主
人
公
の
動
力
」
に
し
た
の
は
、
逆
に
「
僕

自
身
に
残
っ
た
ア
ン
フ
ァ
ン
テ
リ
ス
ム
の
解
放
を
望
ん
だ
か
ら
」
だ
と
い
う
。

し
か
し
「
見
神
」
に
つ
い
て
は
「
ア
ン
フ
ァ
ン
テ
リ
ス
ム
に
止
ま
る
わ
け
に
」

は
行
か
ず
、
 
「
子
供
の
時
理
解
し
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
考
え
な
い
わ

け
に
行
か
」
な
か
っ
た
。
さ
て
「
問
題
は
「
私
」
が
ど
こ
で
神
を
見
出
す
か
と

い
う
こ
と
」
だ
が
、
食
人
の
モ
チ
ー
フ
を
潜
在
さ
せ
つ
つ
、
搏
た
れ
て
俘
虜
と

な
る
。
主
人
公
に
は
「
そ
れ
が
神
の
摂
理
と
う
つ
り
、
ま
た
自
分
を
な
ぐ
っ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
信
じ
」
 
「
彼
が
私
一
人
の
た
め
に
っ
か
わ
さ
れ
た

の
な
ら
、
神
は
讃
う
べ
き
だ
、
と
考
え
る
」
 
（
傍
点
著
者
）
。
 
「
こ
れ
等
の
句

の
中
で
僕
が
主
人
公
を
最
後
ま
で
露
命
の
中
に
お
き
、
信
仰
に
達
せ
し
め
て
い

な
い
の
に
注
意
し
て
」
ほ
し
い
。
 
「
い
く
ら
小
説
家
と
い
え
ど
も
」
「
知
ら
な

い
も
の
に
、
人
物
を
導
く
こ
と
は
し
な
か
っ
た
つ
も
り
」
だ
。
し
か
も
「
こ
こ

に
い
く
ら
か
で
も
、
信
仰
の
影
が
見
え
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
む
し
ろ
冒
漬
の

本
と
い
え
る
で
し
ょ
う
」
 
（
『
「
野
火
」
の
意
図
」
）
と
い
う
。

 
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
時
に
偽
悪
と
も
稻
晦
と
も
み
え
る
文
脈
の
な
か

で
、
 
〈
信
〉
の
問
題
を
め
ぐ
る
大
岡
氏
の
発
言
は
誠
実
で
あ
り
、
禁
欲
的
で
あ

る
。
同
時
に
こ
れ
ら
は
あ
の
中
原
の
〈
信
〉
へ
の
共
感
と
異
和
の
点
滅
と
い
か

に
も
パ
ラ
レ
ル
で
あ
り
〈
信
〉
を
め
ぐ
る
大
岡
氏
の
意
識
は
屈
折
す
る
。
こ
の

文
脈
の
あ
と
に
「
日
本
へ
来
た
キ
リ
ス
ト
教
は
異
端
に
な
る
と
い
う
の
が
、
僕

の
見
当
で
」
、
そ
の
故
に
こ
の
よ
う
な
「
怪
し
げ
な
神
学
を
押
し
進
め
」
る
こ

と
も
で
き
た
の
だ
が
、
 
「
た
だ
最
後
に
主
人
公
が
狂
気
の
果
て
に
、
キ
リ
ス
ト

の
ペ
ル
ソ
ナ
に
手
が
届
い
て
、
あ
る
い
は
救
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ

と
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
先
を
明
確
に
で
き
な
か
っ
た
の
が
残
念
」
だ
と
い
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う
。
恐
ら
く
作
者
は
『
野
火
』
一
篇
に
あ
っ
て
、
こ
の
風
土
に
お
け
る
一
箇
の

作
家
、
知
識
人
に
お
け
る
〈
神
〉
の
問
題
を
ど
う
問
い
つ
め
う
る
か
を
批
評
な
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ら
ぬ
、
小
説
と
い
う
全
体
性
の
な
か
で
、
よ
く
問
い
つ
く
し
て
い
る
と
言
っ
て

よ
い
。
己
れ
の
く
神
学
〉
に
ひ
そ
む
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
暴
く
眼
は
、
申
原
の
そ
れ

を
問
う
眼
と
か
さ
な
る
。
し
か
も
申
原
の
そ
れ
へ
の
固
執
は
ま
た
自
身
の
少
年

時
の
〈
信
〉
へ
の
体
験
と
つ
な
が
る
。
 
『
少
年
』
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
に

入
学
し
た
主
人
公
が
、
そ
の
中
学
一
年
の
頃
聖
書
を
知
り
、
 
「
新
し
い
信
仰
を

得
た
よ
ろ
こ
び
に
燃
え
」
 
「
神
の
教
を
伝
え
る
た
め
に
一
生
を
捧
げ
ん
」
と
さ

え
決
意
す
る
が
、
や
が
て
漱
石
の
文
学
や
ル
ナ
ン
の
『
イ
エ
ス
伝
」
に
ふ
れ
た

こ
と
が
蹟
き
と
な
っ
て
信
仰
を
失
う
顛
末
を
語
る
。
少
年
の
「
棄
教
」
は
「
完

成
」
し
、
 
「
微
温
的
」
な
大
正
期
の
時
代
思
潮
が
彼
を
呑
み
込
ん
で
ゆ
く
。

 
「
私
が
何
故
神
を
求
め
た
か
、
ま
た
な
ぜ
信
仰
を
失
う
に
到
っ
た
か
を
検
討
す

る
の
が
、
こ
の
回
想
の
目
標
の
一
つ
」
だ
と
い
う
 
『
少
年
」
は
、
こ
う
し
て

 
「
わ
れ
わ
れ
は
た
し
か
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
失
っ
た
日
本
的
幽
鬼
、
ス
ノ

ッ
ブ
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
」
と
い
う
末
尾
の
一
句
を
以
て
閉
じ
ら
れ
る
が
、

こ
の
一
句
に
こ
も
る
痛
恨
の
想
い
は
深
い
。
た
だ
こ
こ
で
も
作
申
、
大
岡
氏
は

信
仰
の
有
無
に
ふ
れ
て
、
「
信
仰
に
達
し
た
」
と
言
い
、
ま
た
逆
に
「
あ
れ
は

何
も
の
で
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
ま
た
後
の
座
談
や
エ
ッ
セ
イ
に
も
同
じ
表

現
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
申
原
を
論
じ
、
『
野
火
」
が
語
り
、

・
｛
野
火
』
を
語
る
所
に
も
あ
い
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
と
ま
れ
、
 
「
中
原
中
也
」
 
「
野
火
』
 
『
少
年
』
と
、
大
岡
氏
の
〈
信
〉
の
所

在
を
問
う
主
題
の
痛
切
さ
は
一
貫
す
る
。
た
だ
そ
れ
が
し
ば
し
ば
現
代
の
多
く

の
読
者
に
不
透
明
に
見
え
る
と
す
れ
ば
、
ゾ
シ
マ
や
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
、
あ
る
い

は
ソ
ー
ニ
ャ
よ
り
も
ラ
ス
コ
ル
ニ
コ
フ
を
描
く
こ
と
は
お
い
て
、
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
イ
は
よ
り
宗
教
的
で
あ
る
と
い
う
大
岡
氏
の
言
葉
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
。
．

大
岡
氏
の
〈
信
〉
を
め
ぐ
る
発
言
も
ま
た
ソ
ー
ニ
ャ
の
単
一
な
ら
ぬ
、
ラ
ス
コ

ル
ニ
コ
フ
の
屈
折
を
、
あ
る
い
は
逆
説
を
孕
む
。
 
「
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
は
、

私
の
少
年
時
の
経
験
の
中
に
あ
り
、
私
は
自
分
な
り
に
真
面
目
に
解
決
し
た
つ

も
り
で
す
。
 
『
神
に
栄
え
あ
れ
」
と
い
う
句
で
小
説
を
結
ん
だ
こ
と
に
、
ひ
そ

か
な
喜
び
を
感
じ
て
い
ま
す
」
 
（
『
わ
が
文
学
に
於
け
る
意
識
と
無
意
識
』
）

と
は
、
そ
の
最
も
真
率
な
表
白
で
あ
ろ
う
。
こ
の
評
論
の
最
後
に
「
フ
ィ
リ
ピ

ン
で
実
現
し
な
か
っ
た
事
故
死
之
、
近
い
将
来
の
自
然
死
と
の
問
に
挾
っ
て
、

私
の
書
く
も
の
が
い
つ
も
死
の
影
を
曳
い
て
い
た
の
は
止
む
を
得
ま
せ
ん
」
と

い
う
。
も
は
や
冒
頭
に
掲
げ
た
『
レ
イ
テ
戦
記
」
や
『
花
影
」
ほ
か
に
ふ
れ
る

余
裕
は
な
く
な
っ
た
が
、
大
岡
氏
の
注
ぐ
死
者
た
ち
へ
の
鎮
魂
の
背
後
に
、
あ

る
断
念
の
深
さ
を
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
〈
信
〉
と
は
ま
さ
に
く
断
念
〉

で
あ
る
と
は
、
シ
ベ
リ
ア
七
年
の
抑
留
か
ら
帰
還
し
た
ひ
と
り
の
キ
リ
ス
ト
者

詩
人
（
石
原
吉
郎
）
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
の
生
へ
の
大
岡
氏
の
帰
還
と
は
何

で
あ
っ
π
か
と
は
、
最
後
に
残
る
問
い
で
あ
る
。
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