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は
じ
め
に

芥
川
龍
之
介
『
桃
太
郞
』
は
、「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
夏
期
特
別
号
「
小
説
と
講
談
」

（
一
九
二
四
・
七
）
の
「
創
作
」
欄
に
、
吉
田
絃
二
郎
「
故
郷
の
町
」、
伊
藤
貴
麿
「
或

る
博
士
の
死
」、
牧
野
信
一
「
渚
」、
北
村
喜
八
「
女
人
」
等
と
共
に
掲
載
さ
れ
た
。

日
本
五
大
昔
話
の
一
つ
と
し
て
、
伝
承
の
基
盤
層
に
位
置
し
、
日
本
人
の
メ
ン
タ

リ
テ
ィ
に
著
大
な
影
響
を
与
え
て
き
た
「
桃
太
郞
」（
１
）は
、
し
ば
し
ば
翻
案
や
パ
ロ

デ
ィ
ー
化
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
明
治
初
頭
に
書
か
れ
た
尾
崎
紅
葉
『
鬼
桃
太

郎
』（
２
）か

ら
、
た
と
え
ば
、
本
多
豊
國
に
よ
る
非
孝
行
型
の
現
代
版
『
も
も
た
ろ
う
』
（
３
）

に
至
る
ま
で
、
実
に
多
種
多
彩
な
桃
太
郞
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
、
説

明
の
要
な
く
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
了
解
さ
れ
る
の
は
、「
桃
太
郞
」
が
、「
昔
か
ら
日

本
人
全
部
に
歌
ひ
継
が
れ
て
来
た
日
本
の
詩
」（
４
）だ
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
他
方
、
黍

団
子
一
個
、
も
し
く
は
半
分
で
犬
・
猿
・
雉
に
忠
誠
を
誓
わ
せ
、
危
険
な
仕
事
へ
の

同
行
を
強
い
る
点
、
特
段
の
悪
行
が
記
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鬼
た
ち

芥
川
龍
之
介
『
桃
太
郞
』 ─
─ 

天
才
と
圧
制
者

渡
部
麻
実

が
容
赦
な
く
攻
め
討
た
れ
る
点
等
、「
桃
太
郞
」
が
矛
盾
を
抱
え
た
物
語
で
あ
る
こ

と
も
、
看
過
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
多
く
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
が
生
ま
れ
た
の

も
、
そ
う
し
た
矛
盾
に
対
す
る
反
応
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

芥
川
『
桃
太
郎
』
の
語
り
手
は
、
老
夫
婦
も
持
て
余
す
乱
暴
者
の
桃
太
郎
が
、
八

咫
烏
の
嘴
の
一
突
き
に
よ
っ
て
人
間
界
に
運
ば
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
冒
頭
と

末
尾
で
反
復
し
て
語
り
、
強
調
す
る
。
つ
ま
り
、
桃
太
郎
の
人
界
へ
の
登
場
を
、
神

武
天
皇
東
征
に
際
し
道
案
内
を
務
め
、
天
皇
を
大
和
へ
導
い
た
八
咫
烏

0

0

0

に
助
け
さ
せ

る
と
い
う
設
定
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
桃
太
郎
一
行
に
、

鬼
の
老
人
や
子
供
た
ち
の
容
赦
な
い
殺
害
、
娘
た
ち
の
陵
辱
と
い
っ
た
「
あ
ら
ゆ
る

罪
悪
」
の
限
り
を
尽
く
さ
せ
る
。

芥
川
『
桃
太
郎
』
も
ま
た
、
鬼
が
島
征
伐
を
、
一
方
的
な
暴
力
と
侵
略
の
物
語
に

書
き
換
え
た
パ
ロ
デ
ィ
ー
に
他
な
ら
な
い
。
長
ら
く
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
た
そ
れ

は
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
流
行
と
相
俟
っ
て
、
一
九
八
〇
年
頃
よ
り
俎
上
に

載
せ
ら
れ
始
め
、
植
民
地
主
義
、
あ
る
い
は
、
資
本
（
黍
団
子
）
を
持
つ
桃
太
郞
と

持
た
ざ
る
犬
・
猿
・
雉
を
め
ぐ
る
搾
取
の
構
図
に
対
す
る
批
判
意
識
を
備
え
た
小
説
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と
し
て
、
再
評
価
の
対
象
と
な
っ
た
。

た
と
え
ば
中
村
青
史
「「
桃
太
郎
」
論
」（
５
）は

、「
黍
団
子
の
一
つ
か
半
分
か
を
め
ぐ
っ

て
の
桃
太
郎
と
犬
の
攻
防
は
、
ま
さ
に
資
本
家
と
労
働
者
の
賃
金
を
め
ぐ
っ
て
の
闘

争
な
の
で
あ
る
。（
略
）
人
間
社
会
へ
の
の
ろ
い
が
こ
め
ら
れ
て
く
る
」
と
述
べ
、

芥
川
『
桃
太
郎
』
の
「
残
虐
行
為
」
に
つ
い
て
、「
後
の
日
中
戦
争
時
の
南
京
事
件

を
も
予
言
的
に
表
現
し
た
も
の
」
と
指
摘
す
る
。

ま
た
、
関
口
安
義
「
芥
川
龍
之
介
の
桃
太
郎
観
」（
６
）は
、
小
説
『
桃
太
郎
』
と
同
じ

年
に
、
別
の
文
脈
で
桃
太
郎
に
言
及
し
て
い
た
芥
川
の
、
意
味
深
長
な
発
言
を
見
出

し
、
こ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
桃
太
郎
』
研
究
に
大
き
な
展
開
を
呼
び
込

ん
だ
。桃

太
郎
は
ま
さ
に
帝
国
主
義
日
本
の
戯
画
と
も
な
っ
て
い
る
。（
略
）
芥
川
桃

太
郎
は
ま
さ
に
「
わ
る
も
の
」
な
の
で
あ
る
。（
略
）
一
体
何
の
影
響
で
桃
太

郎
に
侵
略
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
わ
た
し
は
中

国
の
思
想
家
章
柄マ
マ

麟Chang Pinglin

（
一
八
六
九
─
一
九
三
六
）
の
存
在
を

抜
き
に
し
て
、
芥
川
の
桃
太
郎
観
は
語
れ
な
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
。（
略
）

見
逃
し
得
な
い
の
は
、「
僻
見
」（『
女
性
改
造
』
大
正
一
三
・
三
─
九
）
中
の

次
の
一
章
で
あ
る
。（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
じ
。）

と
、
新
た
な
視
座
を
提
出
し
た
関
口
は
、
芥
川
「
僻
見
」
よ
り
、「
予
の
最
も
嫌
悪

す
る
日
本
人
は
鬼
が
島
を
征
伐
し
た
桃
太
郎
で
あ
る
。
桃
太
郎
を
愛
す
る
日
本
国
民

に
も
多
少
の
反
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
」
と
の
章
太
炎
（
＝
章
炳
麟
）
の
発
言
と
、

そ
れ
に
対
す
る
芥
川
の
感
想
「
先
生
は
ま
こ
と
に
賢
人
で
あ
る
。（
略
）
こ
の
先
生

の
一
矢
は
あ
ら
ゆ
る
日
本
通
の
雄
弁
よ
り
も
は
る
か
に
真
理
を
含
ん
で
ゐ
る
」
を
紹

介
し
た
う
え
で
、
以
下
の
ご
と
く
論
断
し
た
。

　

章
柄
麟
の
言
葉
に
は
、
侵
略
者
桃
太
郎
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
日
本
帝
国
主

義
、
特
に
当
時
の
日
本
政
府
の
植
民
政
策
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
芥
川
は
そ
れ

を
鋭
く
察
知
し
、
そ
こ
に
真
理
が
あ
る
の
を
見
抜
く
。
／
中
国
旅
行
か
ら
帰
っ

て
三
年
後
、
芥
川
は
勃
興
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
刺
激
さ
れ
、
章
柄
麟
の

こ
の
言
葉
の
意
味
を
改
め
て
思
い
出
し
、
自
ら
の
桃
太
郎
に
託
し
た
。

さ
ら
に
近
年
に
な
る
と
、
関
口
の
指
摘
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、「
侵
略
者
桃
太
郎
」

と
「
日
本
帝
国
主
義
」「
日
本
政
府
の
植
民
政
策
」
に
ま
つ
わ
る
『
桃
太
郎
』
の
主

張
を
、
日
中
関
係
に
の
み
限
定
し
な
い
広
い
視
点
か
ら
捉
え
直
し
た
、
土
屋
忍
「
大

正
期
「
南
洋
」
論
の
展
開

─
鶴
見
祐
輔
と
芥
川
龍
之
介
」（「
社
会
文
学
」
二
〇
〇

三
・
九
）
が
登
場
す
る
。

　

芥
川
は
、
桃
太
郎
を
侵
略
者
と
す
る
こ
と
に
よ
り
侵
略
行
為
を
風
刺
す
る
こ

と
に
は
成
功
し
た
が
、
桃
太
郎
の
造
型
が
単
純
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
眼

差
し
は
同
時
代
の
侵
略
行
為
を
支
え
る
帝
国
主
義
の
厄
介
な
部
分
に
は
届
い
て

い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
帝
国
主
義
の
厄
介
な
部
分
と
は
、
帝
国
主
義
が

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
結
託
し
て
い
る
点
に
あ
る
。（
略
）
芥
川
は
、「
鬼
が
島
の

独
立
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
が
、
侵
略
者
桃
太
郎
の
性
格
に
は
鬼
へ
の
指
導

者
意
識
も
連
帯
感
も
付
与
し
て
い
な
い
（
逆
に
鬼
に
は
桃
太
郎
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
る
）。
現
実
に
は
、
侵
略
者
桃
太
郎
が
芥
川
の
造
型
し

た
ほ
ど
に
単
純
で
な
ら
ず
者
で
は
な
く
と
も
、
す
な
わ
ち
、
意
志
決
定
主
体
に

大
義
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
そ
こ
に
至
る
手
続
き
が
民
主
的
で
あ
ろ
う
が

な
か
ろ
う
が
、
人
間
の
侵
略
行
為
は
近
視
眼
的
で
身
勝
手
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
得
る
。
芥
川
が
批
評
し
得
た
の
は
、
当
時
の
帝
国
主
義

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
支
配
の
手
段
と
な
る
暴
力
一
般
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
桃
太
郎
』
の
鬼
が
島
に
は
、
特
定
化
さ
れ
て
い
な
い
「
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
「
南

洋
」」
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
す
る
新
見
を
提
示
し
た
土
屋
は
、『
桃
太
郞
』
の
主
題

を
右
の
よ
う
に
大
き
く
読
み
換
え
た
。

文
化
的
な
生
活
を
平
和
に
営
ん
で
い
た
罪
の
な
い
鬼
た
ち
を
、
暴
力
で
恐
怖
の
底
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に
突
き
落
と
す
、
極
悪
非
道
な
桃
太
郎
一
行
は
、
暴
虐
で
理
不
尽
な
存
在
に
他
な
ら

ず
、
そ
こ
に
は
侵
略
行
為
、
あ
る
い
は
暴
力
そ
れ
自
体
に
対
す
る
批
判
が
た
し
か
に

読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
空
腹
を
抱
え
る
無
産
階
級
（
犬
・
猿
・
雉
）
を
黍
団
子
半
個

で
囲
い
込
み
、
危
険
を
伴
う
外
征
の
伴
と
す
る
昔
話
「
桃
太
郎
」
に
は
、
資
本
家
と

無
産
階
級
を
巡
る
い
び
つ
な
関
係
性
を
指
摘
し
得
る
余
地
が
十
分
に
あ
る
。
以
上
に

見
た
と
お
り
、
先
学
の
見
解
は
い
ず
れ
も
き
わ
め
て
説
得
的
だ
。
一
方
的
な
侵
略
や

暴
力
、
あ
る
い
は
搾
取
の
主
体
で
あ
る
桃
太
郎
が
、「
わ
る
も
の
」「
な
ら
ず
者
」
と

し
て
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
芥
川
『
桃
太
郎
』
に
は
、
悪
辣
漢
桃
太
郎
に
対
す
る
批
判
や
批

評
を
展
開
す
る
小
説
と
捉
え
る
従
来
の
解
釈
で
は
、
説
明
の
尽
く
せ
な
い
謎
が
存
在

す
る
。

　

人
間
の
知
ら
な
い
山
の
奥
に
雲
霧
を
破
つ
た
桃
の
木
は
今
日
も
な
ほ
昔
の
や

う
に
、
累
々
と
無
数
の
実
を
つ
け
て
ゐ
る
。
勿
論
桃
太
郎
を
孕
ん
で
ゐ
た
実
だ

け
は
と
う
に
谷
川
を
流
れ
去
つ
て
し
ま
つ
た
。
し
か
し
未
来
の
天
才
は
ま
だ
そ

れ
ら
の
実
の
中
に
何
人
と
も
知
ら
ず
眠
つ
て
ゐ
る
。
あ
の
大
き
い
八
咫
鴉
は
今

度
は
何
時
こ
の
木
の
梢
へ
も
う
一
度
姿
を
露
は
す
で
あ
ら
う
？　

あ
ゝ
、
未
来

の
天
才
は
ま
だ
そ
れ
ら
の
実
の
中
に
何
人
と
も
知
ら
ず
に
眠
つ
て
ゐ
る
。
…
…

な
ぜ
小
説
の
語
り
手
は
、
桃
太
郎
に
代
表
さ
れ
る
桃
実
が
孕
む
存
在
を
、
末
尾
で

〈
天
才
〉
と
呼
び
換
え
る
の
か
。『
桃
太
郎
』
の
文
脈
を
丁
寧
に
辿
っ
て
み
て
も
、
気

随
気
儘
な
悪
辣
漢
、
桃
太
郎
を
、〈
天
才
〉
と
呼
び
換
え
る
理
路
は
見
出
せ
な
い
。

〈
天
才
〉
を
、
単
な
る
揶
揄
や
皮
肉
と
し
て
解
釈
す
れ
ば
、
辻
褄
を
合
わ
せ
る
こ
と

は
可
能
だ
が
、
そ
れ
で
は
結
末
に
二
度
ま
で
も
〈
未
来
の
天
才
〉
の
語
を
畳
み
込
む

必
要
は
認
め
ら
れ
ず
、
蛇
足
の
感
が
拭
え
な
い
。

『
桃
太
郎
』
を
、
植
民
地
主
義
や
侵
略
行
為
へ
の
批
判
を
眼
目
と
す
る
物
語
と
読

む
場
合
、
腑
に
落
ち
な
い
点
は
上
記
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
以
下
は
、
活
字
化
に
際
し

て
削
除
さ
れ
た
草
稿
中
の
一
節
で
あ
る
。

桃
太
郎
の
本
国
へ
帰
つ
た
後
、
鬼
が
島
の
知
事
に
な
つ
た
の
は
武
断
主
義
の
犬

で
あ
る
。
犬
は
就
任
す
る
と
同
時
に
、
今
後
角
を
生
や
し
て
ゐ
る
鬼
は
死
刑
に

す
る
と
云
ふ
布
告
を
出
し
た
。（
略
）
桃
太
郎
の
考
へ
に
従
へ
ば
、
桃
太
郎
は

勿
論
犬
猿
雉
は
い
づ
れ
も
角
を
生
や
し
て
ゐ
な
い
。
然
る
に
鬼
は
子
鬼
か
ら
年

と
つ
た
鬼
に
至
る
迄
、
悉
角
を
生
や
し
て
ゐ
る
。
す
る
と
鬼
の
鬼
た
る
所
以
は

角
に
あ
る
と
云
つ
て
も
好
い
。
既
に
角
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
完
全
に
角
を
取
り

除
か
な
い
限
り
、
鬼
を
治
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
筈
で
あ
る
。
（
７
）

勿
論
、
右
の
件
を
欠
い
て
い
て
も
、
桃
太
郎
が
悪
逆
非
道
の
侵
略
者
と
し
て
造
形
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
ゆ
え
に
こ
れ
を
、
植
民
地
主
義
、
暴
力
的
手
段

に
よ
る
侵
略
と
支
配
へ
の
懐
疑
や
批
判
を
内
包
す
る
小
説
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
は

十
分
に
出
来
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
桃
太
郎
』
が
植
民
地
主
義
へ
の
批
判
を
主
眼

と
す
る
物
語
で
あ
る
と
し
た
ら
、
鬼
が
島
を
蹂
躙
し
、
財
宝
を
奪
っ
て
凱
旋
す
る
最

終
稿
の
形
よ
り
も
、
鬼
が
島
を
征
圧
し
た
の
ち
、
そ
の
統
治
及
び
民
衆
の
教
化
へ
と

移
行
す
る
草
稿
の
方
が
、
よ
り
適
し
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上

記
の
件
が
削
除
さ
れ
、〈
天
才
〉
の
地
上
に
お
け
る
出
場
と
退
場
、
未
来
の
〈
天
才
〉

の
出
来
と
い
っ
た
事
柄
で
終
幕
す
る
方
向
に
、
小
説
が
生
成
を
見
た
の
は
何
故
な

の
か
。

本
稿
で
は
、
従
来
顧
み
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
『
桃
太
郎
』
に
お
け
る
〈
天
才
〉
に

焦
点
を
あ
て
る
こ
と
で
、『
桃
太
郎
』
の
再
読
を
試
み
た
い
。

二
、
芥
川
『
桃
太
郎
』
の
位
置

〈
天
才
〉
に
つ
い
て
の
考
察
に
先
立
ち
、
当
時
広
く
流
通
し
て
い
た
「
桃
太
郎
」

に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
芥
川
『
桃
太
郎
』
の
特
徴
を
確
認
し
て
お
く
。「
桃
太
郎
」
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が
、
い
ず
れ
の
時
代
に
お
い
て
も
一
定
不
変
の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
わ
け
で

は
な
い
こ
と
は
、
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。「
桃
太
郎
」
の
変
遷
を
俯
瞰
し
た
、

滑
川
道
夫
の
研
究
『
桃
太
郎
像
の
変
容
』（
８
）は

、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
桃
太
郎
ば
な
し
』
の
普
及
に
も
っ
と
も
力
の
あ
っ
た
も
の
は
巌
谷
小
波
の
『
日

本
昔
噺
』
シ
リ
ー
ズ
（
明
治
27
　

）
の
刊
行
と
、
国
語
教
科
書
で
あ
る
。（
略
）

こ
れ
に
続
い
て
、
修
身
童
話
『
桃
太
郎
』（
樋
口
勘
治
郎
、
明
治
31
）
が
代
表

す
る
よ
う
な
教
化
の
道
具
に
利
用
す
る
、
教
訓
性
が
強
調
さ
れ
る
も
の
に
な
っ

て
く
る
。
こ
の
明
治
期
に
桃
太
郎
像
は
教
訓
の
衣
を
着
る
。

小
波
は
、
鬼
が
島
征
伐
の
理
由
づ
け
を
は
っ
き
り
あ
た
え
る
。
皇
国
日
本
に
あ

だ
を
す
る
憎
き
奴
だ
か
ら
征
伐
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。（
略
）
明
治
政
府
の

打
ち
出
し
た
皇
室
主
義
の
教
学
思
想
に
同
調
す
る
方
向
に
お
い
て
「
桃
太
郎

像
」
を
描
い
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
波
は
後
年
こ
の
部
分
を

書
き
改
め
て
明
朗
闊
達
な
桃
太
郎
像
を
描
く
方
向
に
進
ん
で
い
く
が
、
す
く
な

く
と
も
こ
の
明
治
二
十
七
年
の
時
点
に
お
け
る
『
桃
太
郎
』
は
、
神
格
化
さ
れ
、

皇
国
主
義
思
想
に
彩
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。（
略
）
日

清
戦
争
と
い
う
戦
時
色
も
強
ま
る
情
勢
が
背
後
に
動
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

巌
谷
小
波
の
『
桃
太
郎
』
が
、『
日
本
昔
噺
』
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
編
と
し
て
博
文

館
か
ら
上
梓
さ
れ
た
の
は
、
一
八
九
四
年
だ
が
、
一
九
〇
三
年
に
も
、
や
は
り
小
波

に
よ
る
『
校
訂
日
本
昔
噺
桃
太
郎
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
刊
行
時
期
に
約
一
〇
年

の
開
き
が
あ
る
両
者
の
異
同
は
、
小
さ
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
鬼
の
酋
長
の
改
心
と

命
乞
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
法
の
下
」
に
仮
借
な
く
彼
を
斬
罪
に
処
し
、
剰
え
「
鬼

瓦
」
に
変
じ
て
晒
し
も
の
に
す
る
と
い
う
、
桃
太
郎
の
酷
薄
非
情
な
所
行
は
、
後
者

で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
初
版
に
の
み
見
ら
れ
る
桃
太
郎
の
振
る
舞
い

は
、
も
は
や
勇
猛
を
踏
み
外
し
た
暴
挙
で
し
か
な
い
。
だ
が
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ

の
よ
う
な
非
難
は
、
必
ず
し
も
当
時
の
読
者
と
共
有
で
き
な
い
よ
う
だ
。『
日
本
昔

噺
桃
太
郎
』
に
付
さ
れ
た
坪
内
逍
遙
の
序
文
に
は
、「
あ
は
れ
此
の
あ
ど
け
な
き
お

伽
物
語
、
さ
ゞ
波
君
の
筆
に
う
つ
さ
れ
て
、
可
憐
無
邪
気
の
詩
と
な
ん
ぬ
」（
春
の

や
主
人
「
序
」）
と
の
一
文
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

現
代
の
読
者
な
ら
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
で
あ
ろ
う
、
桃
太
郎
一
行
の
暴
状
に
対

す
る
、
同
時
代
の
無
頓
着
あ
る
い
は
寛
容
は
、
一
体
何
に
起
因
す
る
も
の
な
の
か
。

『
日
本
昔
噺
叢
書
』
全
二
四
冊
（
博
文
館
、
一
八
九
四
～
九
六
）
が
、『
日
本
昔
噺
（
東

洋
文
庫
）』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
・
八
）
と
し
て
復
刻
さ
れ
た
際
に
付
け
ら
れ
た
上

田
信
道
の
解
説
に
、
興
味
深
い
一
節
が
見
ら
れ
る
。

欧
化
主
義
へ
の
反
動
や
不
平
等
条
約
に
代
表
さ
れ
る
欧
米
諸
国
へ
の
反
発
か

ら
、
わ
が
国
の
伝
統
を
見
直
そ
う
と
い
う
気
運
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
気
運
の

中
で
こ
の
叢
書
が
企
画
さ
れ
た
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。（
略
）
朝
鮮

半
島
で
は
日
清
両
国
の
軍
事
的
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
た
。（
略
）『
桃
太
郎
』
は

日
清
両
国
の
開
戦
必
至
と
い
う
高
揚
感
の
中
で
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
略
）
明
治
国
家
が
初
め
て
経
験
す
る
本
格
的
な
対
外
戦
争
に
際
し
て
小
波
の

高
揚
す
る
感
情
を
反
映
し
た
所
為
で
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

上
田
の
解
説
は
、
様
々
に
語
り
継
が
れ
て
き
た
「
桃
太
郎
」
が
、
民
族
意
識
の
高
揚

を
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
持
ち
な
が
ら
、
尚
武
的
気
象
の
養
成
、
皇
国
主
義
の
内
面

化
と
い
っ
た
教
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
様
態
を
分
か
り
や
す
く
伝

え
て
い
る
。「
開
戦
必
至
と
い
う
高
揚
感
」
の
中
で
、
武
勇
に
よ
り
鬼
た
ち
を
撃
破

し
島
を
制
圧
し
、
巨
万
の
財
宝
を
収
奪
し
て
故
国
に
凱
旋
す
る
桃
太
郎
は
、
時
代
の

要
求
に
合
致
す
る
一
つ
の
ヒ
ー
ロ
ー
像
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
小
波
『
桃
太
郎
』
は
、

大
い
に
人
気
を
博
し
た
。
当
時
の
市
民
た
ち
が
、
こ
の
放
胆
な
猛
者
に
、
日
本
の
置

か
れ
た
状
況
を
打
開
す
る
可
能
性
を
期
待
し
、
彼
を
〈
日
本
一
〉
と
呼
び
慣
ら
す
こ

と
に
う
べ
な
っ
た
と
し
て
も
、
現
代
の
価
値
観
か
ら
安
易
に
批
判
す
る
こ
と
は
難
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し
い
。

と
は
い
え
、
日
露
戦
争
を
経
て
大
正
時
代
に
な
る
と
、
桃
太
郎
の
侵
略
者
と
し
て

の
あ
り
方
、
又
は
廉
価
で
危
険
な
労
働
を
強
い
る
資
本
家
と
し
て
の
あ
り
方
へ
の
疑

問
も
嵩
じ
、
そ
れ
以
前
の
桃
太
郎
像
へ
の
修
正
が
、
盛
ん
に
行
わ
れ
始
め
る
。
滑
川

（
前
出
）
が
、

　

大
正
期
に
入
る
と
『
気
は
や
さ
し
く
て
力
持
ち
』
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
桃
太

郎
と
し
て
童
話
化
さ
れ
、
主
と
し
て
幼
児
絵
本
や
低
学
年
の
読
み
も
の
に
な
っ

て
普
及
す
る
。
団
子
を
交
換
条
件
に
せ
ず
、
自
主
的
に
家
来
に
な
る
と
か
、『
一

つ
は
や
れ
ぬ
、
半
分
や
ろ
う
』
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
の
に
、
気
前
よ
く
一
つ
ま

る
ご
と
や
る
と
か
、
降
参
し
た
鬼
を
ゆ
る
し
て
や
る
と
か
、
鬼
が
自
発
的
に
宝

物
を
さ
し
出
す
と
い
っ
た
ふ
う
に
侵
略
行
為
的
な
『
分
捕
り
』
が
訂
正
さ
れ
て

く
る
の
で
あ
る
。
／
と
こ
ろ
が
昭
和
初
頭
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
児
童
文
学
で
は
、

黍
団
子
半
分
ず
つ
で
雇
っ
た
桃
太
郎
が
搾
取
者
と
し
て
描
か
れ
（
略
）、
や
は

り
違
う
立
場
か
ら
教
化
に
利
用
さ
れ
て
い
く
。

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
桃
太
郎
は
傑
物
ら
し
く
仕
立
て
直
さ
れ
、
児
童
教
化
の
材
料

と
し
て
、
広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
初
等
教
育
の
現
場
で
、
普
遍
的
な

〝
義
〟
の
英
傑
と
し
て
の
桃
太
郞
を
積
極
的
に
流
布
し
て
い
た
様
子
は
、
尋
常
小
学

校
の
教
科
書
に
明
確
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
、『
修
正
尋
常
小
学
読
本
教

授
細
案 

巻
１
』（
目
黒
書
店
、
一
九
二
五
年
）
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
本
書
に
よ
れ

ば
、
教
授
上
の
「
主
眼
」
は
「
桃
太
郎
の
童
話
を
知
ら
し
め
る
と
同
時
に
尚
武
的
気

象
等
の
養
成
に
資
す
」
点
に
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
教
法
」
欄
に
は
、「
猿
・
犬
・

雉
等
に
つ
い
て
は
（
略
）
ど
こ
ま
で
も
桃
太
郎
を
主
人
公
と
し
、
こ
れ
等
は
義
の
味

方
者
と
し
て
、
副
次
的
に
取
扱
つ
て
よ
い
」
と
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
孝
や
忠
義
、

協
調
協
力
と
い
っ
た
要
素
が
重
視
さ
れ
て
は
い
て
も
、
あ
く
ま
で
〈
主
眼
〉
は
、「
尚

武
的
気
象
」
の
育
成
に
置
か
れ
て
い
る
点
だ
。
芥
川
『
桃
太
郎
』
と
同
時
期
の
尋
常

小
学
校
の
教
室
で
、「
桃
太
郎
」
を
使
っ
た
武
勇
を
尊
ぶ
心
の
涵
養
が
、
意
識
的
に

施
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
傾
注
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
取
り
上
げ
た
小
波
の
『
桃
太
郎
』
と
、
芥
川
の
『
桃
太
郎
』

と
は
好
対
照
を
成
し
て
い
る
。
小
波
『
桃
太
郎
』
が
、「
桃
太
郞
」
の
普
及
に
絶
大

な
貢
献
を
果
し
、
近
代
に
お
け
る
「
桃
太
郞
」
の
定
型
作
り
に
寄
与
し
た
事
実
を
考

慮
す
れ
ば
、
そ
れ
と
芥
川
『
桃
太
郎
』
と
の
差
異
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
後

者
の
個
性
を
把
握
す
る
た
め
の
有
効
な
補
助
線
に
な
る
は
ず
だ
。
以
下
で
、
鬼
が
島

征
伐
の
動
機
を
例
に
、
両
者
を
比
較
対
照
し
て
み
た
い
。

［
小
波
］　
『（
略
）
鬼
心
邪
に
し
て
、
我
皇
神
の
皇
化
に
従
は
ず
、
却
て
此
の
蘆

原
の
国
に
寇
を
為
し
、
蒼
生
を
取
り
喰
ひ
、
宝
物
を
奪
ひ
取
る
、
世
に
も
憎
き

奴
に
御
座
り
ま
す
れ
ば
、
私
只
今
よ
り
出
陣
致
し
（
略
）
貯
へ
置
け
る
宝
の

数
々
、
残
ら
ず
奪
取
て
立
ち
帰
る
所
存
。（
略
）』

［
芥
川
］　

鬼
が
島
の
征
伐
を
思
ひ
立
つ
た
（
略
）
訳
は
な
ぜ
か
と
い
ふ
と
、
彼

は
お
爺
さ
ん
や
お
婆
さ
ん
の
や
う
に
、
山
だ
の
川
だ
の
畑
だ
の
へ
仕
事
に
出
る

の
が
い
や
だ
つ
た
せ
ゐ
で
あ
る
。

「
蒼
生
を
取
り
喰
ひ
、
宝
物
を
奪
ひ
取
る
」
こ
と
が
征
伐
を
正
当
化
す
る
な
ら
、

同
様
の
行
為
を
鬼
に
対
し
て
働
い
た
、
桃
太
郎
と
そ
の
国
を
討
伐
す
る
こ
と
も
ま

た
、
正
当
化
さ
れ
る
は
ず
だ
。
小
波
『
桃
太
郞
』
的
な
動
機
は
、「
蘆
原
の
国
」
日

本
に
対
す
る
侵
略
行
為
を
征
討
と
見
な
す
こ
と
に
根
拠
を
与
え
る
の
を
許
容
し
な
い

限
り
、
そ
の
論
理
性
を
担
保
で
き
な
い
。
侵
略
そ
れ
自
体
が
不
合
理
で
あ
る
以
上
、

そ
の
説
明
は
詭
弁
に
終
始
す
る
の
が
道
理
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
あ
ら
ゆ
る
罪
悪
」

を
成
し
た
末
、「
至
る
処
に
鬼
の
死
骸
を
撒
き
散
ら
し
」
た
桃
太
郎
の
前
に
、
生
き

残
っ
た
数
人
と
共
に
降
参
し
、「
平
蜘
蛛
の
や
う
に
」
ひ
れ
伏
し
た
鬼
の
酋
長
が
、

征
伐
を
受
け
た
理
由
を
「
恐
る
恐
る
」
問
う
た
際
、
芥
川
『
桃
太
郞
』
は
以
下
の
よ
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う
に
し
か
答
え
な
い
。

「
日
本
一
の
桃
太
郎
は
犬
猿
雉
の
三
匹
の
忠
義
者
を
召
し
抱
へ
た
故
、
鬼
が
島

へ
征
伐
に
来
た
の
だ
。」
（
９
）

／
「
で
は
そ
の
お
三
か
た
を
お
召
し
抱
へ
な
す
つ
た

の
は
ど
う
い
ふ
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
か
？
」
／
「
そ
れ
は
も
と
よ
り
鬼
が
島
を
征

伐
し
た
い
と
志
し
た
故
、
黍
団
子
を
や
つ
て
も
召
し
抱
へ
た
の
だ
。

─
ど
う

だ
？　

こ
れ
で
も
ま
だ
わ
か
ら
な
い
と
い
へ
ば
、
貴
様
た
ち
も
皆
殺
し
て
し
ま

ふ
ぞ
。」

矯
飾
を
取
り
払
っ
た
の
ち
に
残
る
鬼
退
治
の
動
機
は
、
こ
れ
以
上
で
も
こ
れ
以
下
で

も
な
い
。
詭
弁
を
交
え
ず
に
語
ら
れ
る
征
伐
の
根
拠
は
こ
の
よ
う
に
、
倫
理
に
離
反

す
る
の
で
あ
る
。

　

鬼
は
熱
帯
的
風
景
の
中
に
琴
を
弾
い
た
り
踊
り
を
踊
つ
た
り
、
古
代
の
詩
人

の
詩
を
歌
つ
た
り
、
頗
る
安
穏
に
暮
ら
し
て
ゐ
た
。
そ
の
又
鬼
の
妻
や
娘
も
機

を
織
つ
た
り
、
酒
を
醸
し
た
り
、
蘭
の
花
束
を
拵
へ
た
り
、
我
々
人
間
の
妻
や

娘
と
少
し
も
変
ら
ず
に
暮
ら
し
て
ゐ
た
。

と
語
る
芥
川
『
桃
太
郎
』
は
、
昔
話
「
桃
太
郎
」
と
は
異
な
り
、
鬼
が
島
に
も
生
活

と
文
化
が
あ
り
、
島
独
自
の
産
業
が
あ
り
、
女
性
や
子
供
、
老
人
た
ち
が
暮
ら
し
て

い
る
と
い
う
現
実
に
、
き
わ
め
て
意
識
的
だ
。「
実
は
わ
た
く
し
を
始
め
、
鬼
が
島

の
鬼
は
あ
な
た
様
に
ど
う
い
ふ
無
礼
を
致
し
た
の
や
ら
、
と
ん
と
合
点
が
参
り
ま
せ

ぬ
。
就
い
て
は
そ
の
無
礼
の
次
第
を
お
明
し
下
さ
る
訳
に
は
参
り
ま
す
ま
い
か
？
」

と
尋
ね
る
酋
長
に
対
し
、
分
か
ら
な
い
な
ら
「
貴
様
た
ち
も
皆
殺
し
て
し
ま
ふ
ぞ
」

と
脅
す
桃
太
郞
は
、
彼
ら
の
生
活
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
が
犯
し
た
罪
に
対
し
て
与
え

ら
れ
る
の
が
罰
で
あ
る
、
と
い
う
鬼
た
ち
の
法
、
倫
理
観
、
思
慮
分
別
と
い
っ
た
も

の
を
も
、
こ
と
ご
と
く
蹂
躙
し
て
い
る
の
だ
。『
桃
太
郞
』
の
叙
述
に
、
桃
太
郞
を

義
士
と
見
な
せ
る
余
地
は
一
切
残
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
に
お
い
て
、
最
初
の
疑
問
が
再
び
呼
び
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
桃
太
郞
』

は
何
故
、
悪
辣
極
ま
り
な
い
桃
太
郞
を
〈
天
才
〉
と
呼
び
換
え
る
の
か
。

三　

大
正
時
代
の
〈
天
才
〉
観

〈
天
才
〉
に
関
す
る
科
学
的
研
究
の
歴
史
は
比
較
的
新
し
い
。
初
期
の
ま
と
ま
っ

た
試
み
と
し
て
有
名
な
の
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
従
兄
弟
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ゴ
ル
ト
ン

が
著
し
た
『
遺
伝
的
天
才H

ereditary G
enius, 1869

』
で
あ
る
。
ゴ
ル
ト
ン
の
名

は
、
優
生
学
の
提
唱
者
と
し
て
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
明
治
期
を
中
心
に

天
才
主
義
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
こ
と
と
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
流
行
や
優
生
学

の
興
隆
は
勿
論
無
関
係
で
は
な
い
。
ゴ
ル
ト
ン
は
、
常
人
と
は
異
な
る
優
秀
な
資
質

の
持
ち
主
と
し
て
の
〈
天
才
〉
を
社
会
発
展
上
望
ま
し
い
も
の
と
見
る
立
場
か
ら
、

優
秀
者
同
士
の
婚
姻
と
出
産
を
奨
励
す
る
形
で
、
遺
伝
的
に
〈
天
才
〉
を
作
る
こ
と

を
提
唱
し
た
。
こ
の
よ
う
な
、
言
わ
ば
〈
天
才
〉
の
家
系
、〈
天
才
〉
の
血
統
と
い

う
よ
う
な
考
え
方
が
、
皇
国
史
観
や
父
権
制
社
会
の
確
立
強
化
を
推
進
し
て
い
た
時

代
の
雰
囲
気
と
同
調
し
や
す
い
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ゆ
え
に
、
大
正
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
高
ま
り
と
は
馴
染
み
に
く
い
こ
と
も
ま
た
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
だ
ろ

う
。
ゴ
ル
ト
ン
に
限
ら
ず
、
優
良
な
特
別
の
個
人
が
指
導
的
立
場
を
占
め
る
こ
と
を

是
と
す
る
天
才
主
義
は
、
民
衆
の
時
代
、
平
等
重
視
の
雰
囲
気
の
中
で
は
少
な
か
ら

ず
批
判
の
対
象
と
な
る
。

科
学
と
し
て
の
新
し
い
政
治
学
を
標
榜
し
て
刊
行
さ
れ
た
大
山
郁
夫
『
政
治
の
社

会
的
基
礎
』）

（（
（

は
、
芥
川
『
桃
太
郞
』
と
完
全
に
時
代
を
等
し
く
し
、
か
つ
初
版
か
ら

わ
ず
か
一
年
余
り
で
一
一
版
を
数
え
る
ほ
ど
の
好
評
を
博
し
た
、
近
代
政
治
学
史
の

金
字
塔
的
存
在
だ
が
、
同
書
も
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
「〝
差
別
〟
の
一
点
を
強
調
す

る
天
才
主
義
と
は
（
略
）
根
本
的
に
相
容
れ
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
特
定
の
集
団
が

支
配
的
地
位
を
占
め
、
そ
れ
以
外
を
支
配
下
に
置
く
組
織
や
社
会
に
対
す
る
抵
抗
の
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姿
勢
を
見
せ
る
の
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
特
色
だ
か
ら
だ
。
明
治
前
半
期
に
は
崇
敬

の
対
象
で
あ
っ
た
〈
天
才
〉
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
風
潮
の
中
で
は
一
転
、
大
々

的
な
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
斎
藤
信
策
「
天
才
と
は
何
ぞ
や
（
天
才
崇
拝

の
意
義
を
明
か
に
す
）」
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

科
学
思
想
の
普
及
、
平
等
主
義
の
教
育
、
唯
物
主
義
の
哲
学
、
是
や
誠
に
現

代
十
九
世
紀
及
び
二
十
世
紀
の
世
界
を
支
配
せ
る
思
想
な
り
。（
略
）
天
才
の

迫
害
せ
ら
る
ゝ
固
よ
り
偶
然
に
あ
ら
ざ
る
也
。
／
夫
れ
天
才
は
孰
れ
の
時
と
処

と
に
あ
り
て
も
窮
迫
せ
ら
れ
迫
害
せ
ら
る
、
彼
れ
固
よ
り
非
宥
和
性
な
り
危
険

性
な
り
、
而
し
て
更
に
彼
れ
は
破
戒
を
予
想
す
れ
ば
な
り
。
然
れ
ど
も
現
代
の

如
き
は
尤
も
天
才
を
迫
害
し
つ
ゝ
あ
る
も
の
に
非
ず
や
。
科
学
思
想
は
彼
を
呼

ん
で
精
神
病
患
者
と
な
し
、
平
等
主
義
は
彼
を
呼
ん
で
無
意
義
な
る
放
埓
漢
と

な
す
。）

（（
（

右
の
評
論
は
、〈
天
才
〉
が
迫
害
さ
れ
始
め
た
現
状
を
敏
感
に
捉
え
、「
一
切
の
文
化

は
実
に
天
才
に
よ
り
て
進
歩
発
展
す
、
文
明
の
本
領
は
独
創
に
外
な
ら
ざ
れ
ば
な

り
」
と
の
立
場
か
ら
、「
天
才
崇
拝
」
の
必
要
性
を
訴
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

強
調
し
た
い
の
は
、
筆
者
が
当
時
を
、「
尤
も
天
才
を
迫
害
し
つ
ゝ
あ
る

0

0

0

0

0

」
時
代
と

認
識
し
て
い
る
点
だ
。
こ
こ
か
ら
も
、
明
治
末
頃
よ
り
大
正
に
か
け
て
、〈
天
才
〉

が
〈
精
神
病
者
〉
や
〈
変
態
〉
に
限
り
な
く
接
近
し
、
排
斥
さ
れ
て
い
た
状
況
が
確

認
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
〈
天
才
〉
指
弾
の
動
向
を
牽
引
し
た
の
が
、『
犯
罪
人
論
』
等
で

知
ら
れ
る
イ
タ
リ
ア
の
医
学
者
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
書
『
天
才
と
狂
気
』（G

enio e 
follia, 1864

）、
な
ら
び
に
『
天
才
論
』（L'uom

o di genio, 1888

））
（（
（

で
あ
っ
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
き
の
斎
藤
の
評
言
中
に
見
ら
れ
る
、「
科
学
思
想
は

彼
を
呼
ん
で
精
神
病
患
者
と
な
し
」
云
々
と
い
う
の
も
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
を
踏
ま
え

た
発
言
で
あ
る
。
当
時
、
爆
発
的
に
流
行
し
た
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
『
天
才
論
』
は
、

〈
天
才
〉
を
精
神
病
的
状
態
と
捉
え
、〈
天
才
〉
の
発
達
を
他
の
機
能
を
犠
牲
に
し
た

結
果
の
頭
脳
の
病
的
な
発
達
と
し
て
説
く
科
学
を
世
界
的
に
流
通
さ
せ
た
。

大
山
『
政
治
の
社
会
的
基
礎
』（
前
出
）
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

或
る
人
が
或
る
特
殊
の
一
つ
の
仕
事
に
対
す
る
能
力
を
異
常
に
発
達
せ
し
め

る
た
め
に
は
、
他
の
す
べ
て
の
仕
事
に
対
す
る
能
力
の
発
達
を
犠
牲
に
供
す
る

や
う
な
こ
と
は
な
い
か
？
（
略
）
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
が
〝
天
才
〟
を
癲
疳
や
発
狂

や
に
配
せ
し
め
た
の
は
、
此
点
か
ら
見
て
、
我
々
を
深
く
考
へ
さ
せ
る
。（
略
）

〝
天
才
が
戸
口
か
ら
這
入
る
と
健
康
が
窓
か
ら
逃
げ
る
〟
と
い
う
警
句
の
裡
に
、

〝
天
才
〟
価
値
否
定
の
有
力
な
根
拠
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
（
略
）。

平
等
主
義
が
浸
透
す
る
中
で
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
天
才
主
義
は
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ

の
流
行
を
受
け
、
よ
り
本
質
的
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
時
代
に

お
け
る
〈
天
才
〉
言
説
の
内
実
と
、
芥
川
『
桃
太
郎
』
に
お
け
る
桃
太
郎
像
と
の
関

係
性
を
闡
明
す
る
た
め
に
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
〈
天
才
〉
観
を
い
ま
少
し
掘
り
下
げ

て
お
き
た
い
。
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
は
『
天
才
論
』
の
中
で
、
政
治
的
宗
教
的
革
命
者
は

つ
ね
に
「
精
神
病
者
あ
る
い
は
神
経
病
者
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
う
え

で
、
彼
ら
が
革
命
を
成
し
得
た
原
因
を
大
別
し
、

崇
拝
と
は
新
し
き
印
象
の
威
圧
よ
り
生
ず
る
必
然
な
反
射
運
動
の
別
名
に
す
ぎ

な
い
。

狂
人
の
あ
る
者
は
異
常
な
腕
力
を
有
し
て
ゐ
る
。
民
衆
は
力
を
尊
敬
す
る
者
で

あ
る
。

神
狂
（theom

ania

）
或
は
野
心
狂
に
罹
つ
て
ゐ
る
者
は
自
か
ら
神
々
或
は
一

国
の
主
帝
に
鼓
吹
せ
ら
れ
た
り
と
称
し
、
既
に
多
少
の
傾
向
あ
る
説
の
伝
播
に

務
め
る
。
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狂
人
は
彼
ら
の
征
服
す
る
民
衆
よ
り
知
力
に
於
て

─
少
な
く
と
も
意
力
に
於

て

─
遥
か
に
彼
等
よ
り
秀
れ
て
ゐ
る
に
相
違
な
い
。（
略
）
彼
等
が
幻
覚
を

真
理
な
り
と
す
る
確
信
、
そ
れ
を
説
く
流
暢
に
し
て
力
あ
る
雄
弁
、
過
去
に
於

け
る
彼
等
の
凡
庸
と
現
在
に
於
け
る
秀
れ
た
る
力
と
目
覚
し
き
活
躍
の
著
し
き

対
照
と
が
、
静
平
な
多
数
の
人
心
を
自
然
に
威
圧
す
る
の
で
あ
る
。

と
い
っ
た
整
理
を
行
っ
て
い
る）

（（
（

。
こ
う
し
た
説
に
従
う
な
ら
、
実
績
皆
無
に
し
て

「
日
本
一
の
桃
太
郎
」「
日
本
一
の
黍
団
子
」
と
吹
聴
し
、
本
来
手
を
取
り
合
う
は
ず

の
な
い
犬
・
猿
・
雉
を
威
圧
し
て
従
え
、
鬼
が
島
を
制
圧
し
、
貧
し
い
故
郷
に
大
変

革
を
も
た
ら
し
た
日
本
昔
話
の
ヒ
ー
ロ
ー
桃
太
郎
は
、〈
天
才
〉
と
称
さ
れ
る
資
質

を
十
分
に
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
天
才
の
生
理
学
」
と
「
狂
人
の
病
理
学
」
が
一
続
き
で
あ
る
こ
と
を
数
多
の
例

を
挙
げ
て
証
明
し
よ
う
と
し
た
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
が
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
第
一
に
訴

え
る
の
は
、〈
天
才
〉
に
対
す
る
適
切
で
十
二
分
な
注
意
と
警
戒
の
必
要
性
で
あ
る
。

学
生
は
そ
の
妄
論
に
踊
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
為
政
者
は
、
過
度
の
圧
制
を
加
え
る

こ
と
で
〈
天
才
〉
を
、「
狂
人
よ
り
更
に
危
険
に
し
て
恐
る
べ
き
謀
叛
者
」
に
変
じ

さ
せ
な
い
よ
う
に
、
周
到
な
警
戒
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。
そ
の
う

え
で
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
は
、『
天
才
論
』
を
以
下
の
よ
う
に
結
ぶ
。

　

狂
人
が
屡
々
天
才
と
な
り
、
天
才
が
屡
々
狂
人
と
な
る
と
い
ふ
現
象
は
一
国

の
運
命
が
如
何
に
屡
々
狂
人
の
手
中
に
左
右
せ
ら
れ
た
か
を
説
明
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
又
狂
人
が
人
類
の
進
歩
に
如
何
に
多
大
な
貢
献
を
な
し

た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
／
要
す
る
に
天
才
と
狂
気
の
現
象
に
発
見
せ
ら
れ

る
類
似
と
一
致
と
に
よ
つ
て
、
自
然
は
狂
気
と
い
ふ
人
世
に
於
け
る
最
も
不
幸

な
る
事
実
に
対
す
る
尊
敬
を
吾
人
に
教
ゆ
る
と
同
時
に
徒
に
か
の
天
才
の
光
芒

に
眩
惑
せ
ら
れ
ざ
ら
ん
こ
と
を
戒
め
て
い
る
か
の
如
く
思
は
れ
る
。
天
才
と
は

畢
竟
一
定
の
軌
道
に
よ
つ
て
運
行
す
る
遊
星
で
は
な
く
、
偶
々
地
上
に
現
れ
て

忽
然
と
消
え
失
す
る
流
星
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

〈
天
才
〉
と
は
、
偶
然
に
よ
っ
て
あ
る
日
突
然
地
上
に
運
ば
れ
変
革
を
も
た
ら
す
、

無
軌
道
な
存
在
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
結
論
か
ら
、
左
記
の
よ
う

な
、
芥
川
『
桃
太
郎
』
の
冒
頭
、
そ
し
て
末
尾
の
一
節
を
想
起
す
る
こ
と
は
難
し
く

な
い
。一

万
年
に
一
度
結
ん
だ
実
は
一
千
年
の
間
は
地
へ
落
ち
な
い
。
し
か
し
或
寂
し

い
朝
、
運
命
は
一
羽
の
八
咫
烏
に
な
り
、
さ
つ
と
そ
の
枝
へ
お
ろ
し
て
来
た
と

思
ふ
と
、
小
さ
い
実
を
一
つ
啄
み
落
し
た
。

あ
の
大
き
い
八
咫
烏
は
今
度
は
何
時
こ
の
木
の
梢
へ
も
う
一
度
姿
を
露
は
す
で

あ
ら
う
？　

あ
ゝ
、
未
来
の
天
才
は
ま
だ
そ
れ
ら
の
実
の
中
に
何
人
と
も
知
ら

ず
眠
つ
て
ゐ
る
。
…
…

ち
な
み
に
、
明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
流
行
を
み
せ
た
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
『
天
才

論
』
は
、『
桃
太
郎
』
に
限
ら
ず
、
同
時
代
の
文
芸
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
森
鷗
外
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』）

（（
（

や
、
夏
目
漱
石
『
文
学

論
』）

（（
（

等
々
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
名
や
『
天
才
論
』
に
触
れ
た
例
は
多
い
。
芥
川
『
路

上
』）

（（
（

も
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。『
桃
太
郞
』
と
同
時
代
に
お
け
る
一
つ
の
〈
天
才
〉

観
と
し
て
、『
路
上
』
の
一
節
を
参
照
し
て
お
こ
う
。

「（
略
）
か
の
天
才
と
称
す
る
連
中
に
な
る
と
、
ま
づ
精
神
病
者
と
の
間
に
、
全

然
差
別
が
な
い
と
云
つ
て
も
差
支
へ
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
差
別
の
な
い
点
を
指

摘
し
た
の
が
、
御
承
知
の
通
り
ロ
ム
ブ
ロ
ゾ
オ
の
功
績
で
す
。」
／
「
僕
は
差

別
の
あ
る
点
も
指
摘
し
て
貰
ひ
た
か
つ
た
。」
／
「（
略
）
成
程
天
才
は
有
為
だ

ら
う
。
狂
人
は
有
為
ぢ
や
な
い
に
違
ひ
な
い
。
が
、
そ
の
差
別
は
人
間
が
彼
等

の
所
行
に
与
へ
た
価
値
の
差
別
だ
。
自
然
に
存
し
て
い
る
差
別
ぢ
や
な
い
。」

／
新
田
の
持
論
を
知
っ
て
い
る
俊
助
は
、
二
人
の
女
と
微
笑
を
交
換
し
て
、
そ
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れ
ぎ
り
口
を
噤
ん
で
し
ま
つ
た
。
と
、
新
田
も
さ
す
が
に
本
気
す
ぎ
た
彼
自
身

を
嘲
る
如
く
、
薄
笑
の
唇
を
歪
め
て
見
せ
た
（
略
）。

医
学
士
新
田
は
、
癲
狂
院
を
見
学
に
訪
れ
た
俊
助
ら
に
対
し
、〈
狂
人
〉
と
〈
天
才
〉

に
つ
い
て
右
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
御
承
知
の
通
り
」
と
の
発
言
か
ら
、
ロ
ン
ブ

ロ
ー
ゾ
の
『
天
才
論
』
が
い
か
に
流
通
し
て
い
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
も
で
き
る
。

さ
て
、
右
の
引
用
に
は
新
田
の
〈
天
才
〉
観
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
天
才
的
所
行
も
狂
気
の
末
の
所
行
も
、
常
人
の
行
い
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
点
で

違
い
は
な
い
。
そ
う
し
た
デ
ヴ
ィ
ア
ン
ト
が
〈
天
才
〉
と
呼
ば
れ
る
か
〈
狂
人
〉
と

見
な
さ
れ
る
か
は
、
行
為
の
性
質
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
又
行
為
者
の
性
質
に
基

づ
く
の
で
も
な
く
、
ひ
と
え
に
行
為
の
社
会
的
有
効
性
の
度
合
い
に
基
づ
く
も
の
に

他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
〈
狂
人
〉
と
〈
天
才
〉
の
間
に
差
異
は
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
行
為
や
行
為
者
に
対
す
る
評
価
軸
を
、
動
機
や
過
程
で
は
な
く
、
結
果
の
み
に

置
く
新
田
の
主
張
に
は
、「
微
笑
を
交
換
し
て
口
を
噤
」
ん
で
し
ま
っ
た
『
路
上
』

の
登
場
人
物
同
様
、
多
く
の
読
者
が
首
肯
し
兼
ね
る
で
あ
ろ
う
。
モ
ラ
ル
に
欠
け
る

と
感
じ
ら
れ
る
主
張
に
賛
同
す
る
の
は
、
居
心
地
が
悪
い
。
か
と
い
っ
て
、
容
易
に

反
駁
で
き
な
い
の
も
ま
た
、
登
場
人
物
た
ち
と
同
様
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
き
に
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
を
は
じ
め
と
す
る
天
才
狂
気
説
の
流
通
と
連
動
し
て
、

天
才
主
義
の
み
な
ら
ず
〈
天
才
〉
そ
れ
自
体
へ
の
批
判
が
高
ま
っ
て
い
た
時
代
状
況

を
提
示
し
た
。
し
か
し
新
田
の
態
度
は
、
こ
う
し
た
時
代
の
雰
囲
気
と
完
全
に
は
一

致
し
て
い
な
い
点
に
特
色
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
新
田
は
、
天
才
狂
気
説
を
全
面
的
に

肯
定
し
て
い
な
が
ら
、
必
ず
し
も
〈
天
才
〉
批
判
に
は
向
か
わ
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
『
天
才
論
』
や
、
そ
れ
の
流
行
し
て
い
た
時
代
の
影
響

を
強
固
に
受
け
な
が
ら
そ
こ
か
ら
乖
離
す
る
、
新
田
論
の
個
性
的
な
一
面
は
、
一
体

何
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
る
な
ら
、〈
天
才
〉
を
〈
狂
人
〉
と
一
連
な
り
の
存
在

と
捉
え
た
う
え
で
、
な
お
〈
天
才
〉
を
否
定
し
な
い
新
田
の
持
論
に
は
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー

ゾ
の
『
天
才
論
』
に
代
表
さ
れ
る
同
時
代
の
先
端
科
学
を
、
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
に
よ
っ

て
捉
え
返
し
た
跡
、
と
り
わ
け
『
善
悪
の
彼
岸
』（
一
八
八
六
）
に
よ
っ
て
消
化
し

た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
。

倫
理
的
に
は
弁
護
不
可
能
な
〈
天
才
〉
を
、
社
会
的
必
要
に
お
い
て
評
価
す
る
こ

と
を
躊
躇
わ
な
い
新
田
的
態
度
と
、
一
個
の
無
頼
漢
を
〈
天
才
〉
と
呼
び
換
え
る
『
桃

太
郎
』
と
の
近
似
性
を
意
識
し
つ
つ
、
次
章
で
は
、〈
善
悪
の
彼
岸
〉
に
立
つ
〈
超
人
〉

と
、『
桃
太
郎
』
に
お
け
る
〈
天
才
〉
と
の
連
関
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

四　
〈
天
才
〉
と
〈
超
人
〉

『
桃
太
郎
』
の
研
究
が
、
関
口
安
義
の
発
見
に
よ
っ
て
大
き
く
展
開
し
た
こ
と
は

前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
以
来
、
関
口
が
引
用
し
た
「
予
の
最
も
嫌
悪
す
る
日
本
人

は
鬼
が
島
を
征
伐
し
た
桃
太
郎
で
あ
る
」（「
僻
見
」）
と
い
う
、
芥
川
と
の
会
談
中

の
章
太
炎
の
言
葉
は
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
文
を
元
の

文
脈
に
戻
し
て
読
み
返
し
て
み
る
と
、
記
述
の
中
心
が
「
桃
太
郎
」
に
で
は
な
く
、

章
題
に
も
な
っ
て
い
る
「
岩
見
重
太
郎
」
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ

で
は
、
先
学
が
省
略
し
た
部
分
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

「
僻
見
」
の
第
二
章
「
岩
見
重
太
郎
」
は
、
豪
傑
岩
見
重
太
郎
の
生
命
の
富
饒
を

軽
蔑
し
得
な
い
の
は
、「
あ
ら
ゆ
る
架
空
の
人
物
」
の
そ
れ
を
軽
蔑
で
き
な
い
の
と

同
じ
理
屈
に
よ
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
岩
見
が
架
空
の
豪
傑
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

そ
の
生
命
を
永
遠
に
永
ら
え
る
こ
と
は
、
例
え
ば
フ
ァ
ウ
ス
ト
や
マ
ク
ベ
ス
の
場
合

と
同
様
だ
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
う
語
っ
た
直
後
に
、
架
空
の
豪
傑
「
桃
太
郎
」
を

巡
る
章
太
炎
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

ま
だ
如
何
な
る
日
本
通
も
わ
が
章
太
炎
先
生
の
や
う
に
、
桃
か
ら
生
れ
た
桃
太
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郎
へ
一
矢
を
加
へ
る
の
を
聞
い
た
こ
と
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
こ
の
先
生
の
一

矢
は
あ
ら
ゆ
る
日
本
通
の
雄
弁
よ
り
も
は
る
か
に
真
理
を
含
ん
で
ゐ
る
。
桃
太

郎
も
や
は
り
長
命
で
あ
ら
う
。
も
し
長
命
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
暮
色
蒼
茫
た
る

鬼
が
島
の
渚
に
寂
し
い
鬼
の
五
六
匹
、
隠
れ
蓑
や
隠
れ
笠
の
あ
つ
た
祖
国
の
昔

を
嘆
ず
る
も
の
も
、

─
し
か
し
僕
は
日
本
政
府
の
植
民
政
策
を
論
ず
る
前
に

岩
見
重
太
郎
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
よ
う
に
「
僕
」
は
、
桃
太
郎
観
の
開
示
を
取
り
止
め
、
話
柄
を
直
ち
に
岩
見
重

太
郎
へ
と
戻
す
。

岩
見
重
太
郎
は
（
略
）
生
命
に
富
ん
だ
、
軽
蔑
す
べ
か
ら
ざ
る
人
間
で
あ
る
。

（
略
）
僕
の
岩
見
重
太
郎
に
軽
蔑
を
感
ず
る
の
は
事
実
で
あ
る
。（
略
）
け
れ
ど

も
岩
見
重
太
郎
は
如
何
な
る
悪
徳
を
も
償
ふ
位
、
大
い
な
る
美
徳
を
持
ち
合
せ

て
ゐ
る
。
い
や
、
必
し
も
美
徳
で
は
な
い
。
寧
ろ
善
悪
の
彼
岸
に
立
つ
た
唯
一

無
二
の
特
色
で
あ
る
。（
略
）
兎
に
角
重
太
郎
の
強
い
こ
と
は
天
下
無
敵
と
云

は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
う
云
ふ
強
勇
は
そ
れ
自
身
我
々
末
世
の
衆
生
の
心
に

大
歓
喜
を
与
へ
る
特
色
で
あ
る
。（
略
）
我
々
の
真
に
愛
す
る
も
の
は
常
に
こ

の
強
勇
の
持
ち
主
で
あ
る
。
常
に
こ
の
善
悪
の
観
念
を
脚
下
に
蹂
躙
す
る
豪
傑

で
あ
る
。
我
々
の
心
は
未
だ
嘗
て
罪
悪
の
意
識
を
逃
れ
た
こ
と
は
な
い
。（
略
）

豪
傑
は
我
々
の
や
う
に
罪
悪
の
意
識
に
煩
は
さ
れ
な
い
。（
略
）
我
々
は
か
う

云
ふ
旺
盛
な
る
「
我
」
に
我
々
の
心
を
暖
め
る
生
命
の
炎
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

或
は
我
々
の
到
達
せ
ん
と
す
る
超
人
の
面
輪
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
／
ま
こ
と

に
我
々
は
熱
烈
に
岩
見
重
太
郎
を
愛
し
て
ゐ
る
。（
略
）
重
太
郎
は
牢
破
り
と

共
に
人
間
の
法
律
を
蹂
躙
し
、
更
に
又
次
の
狒
退
治
と
共
に
神
と
云
ふ
偶
像
の

法
律
を
も
蹂
躙
し
た
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

〈
善
悪
の
彼
岸
〉
に
立
ち
、
我
に
従
い
、
天
の
法
も
人
の
法
も
無
関
係
に
事
を
成
す

豪
傑
の
み
が
、
変
革
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
岩
見
重
太
郎
は
、
道
徳
を
超
越

し
て
い
る
が
ゆ
え
に
軽
蔑
す
べ
き
人
間
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
「
軽
蔑
す
べ
か
ら
ざ
る
」

人
間
な
の
で
あ
る
。
飽
く
ま
で
、
無
法
者
だ
か
ら
こ
そ
の
豪
傑
な
の
だ
。

岩
見
重
太
郎
を
知
つ
た
の
は
本
所
御
竹
倉
の
貸
本
屋
で
あ
る
。（
略
）
僕
は
其

処
に
並
ん
で
ゐ
た
本
か
ら
、
恐
ら
く
は
一
生
受
用
し
て
も
尽
き
る
こ
と
を
知
ら

ぬ
教
訓
を
学
ん
だ
。
超
人
と
称
す
る
ア
ナ
ア
キ
ス
ト
の
尊
厳
を
学
ん
だ
の
も
そ

の
一
つ
で
あ
る
。
成
程
超
人
と
言
ふ
言
葉
は
ニ
イ
チ
エ
の
本
を
読
ん
だ
後
、
や

つ
と
僕
の
語
彙
に
な
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
超
人
そ
の
も
の
は

─
大

い
な
る
岩
見
重
太
郎
よ
、
伝
家
の
宝
刀
を
腰
に
し
た
ま
ま
、
天
下
を
睨
ん
で
ゐ

る
君
の
姿
は
夙
に
僕
の
幼
な
心
に
、
敢
然
と
山
か
ら
下
つ
て
来
た
ツ
ア
ラ
ト
ス

ト
ラ
の
大
業
を
教
へ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
「
僻
見
」
で
は
、「
桃
太
郎
」
と
岩
見
重
太
郎
、
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の

い
わ
ゆ
る
〈
超
人
〉
が
、
同
一
の
土
俵
上
で
語
ら
れ
て
い
る
。
迫
り
来
る
危
機
に
対

し
て
、
遅
々
た
る
進
歩
が
間
に
合
わ
ず
、
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
社
会
、「
末
世

の
衆
生
」
は
、
人
の
法
も
神
の
法
も
意
に
介
さ
ず
蹂
躙
す
る
岩
見
、
あ
る
い
は
〈
超

人
〉
や
〈
天
才
〉
に
望
み
を
託
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

本
稿
で
は
、
章
太
炎
の
桃
太
郎
批
判
に
感
心
し
た
後
、「
し
か
し
僕
は
（
略
）
岩

見
重
太
郎
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
、
直
ち
に
切
り
替
え
る
、
切
り
替
え
ず
に

い
ら
れ
な
い
筆
の
運
び
方
に
、
よ
り
一
層
の
注
意
を
傾
け
た
い
。

桃
太
郎
を
非
難
す
る
章
太
炎
の
主
張
は
的
確
だ
。
し
か
し
、
そ
の
正
し
さ
に
よ
っ

て
、
日
本
の
植
民
地
政
策
の
過
ち
を
批
判
す
る
の
み
で
済
ま
し
て
い
る
こ
と
の
で
き

な
い
、
緊
迫
し
た
時
代
の
雰
囲
気
が
存
在
し
て
い
た
。「
僻
見
」
の
第
二
章
「
岩
見

重
太
郎
」
が
語
る
の
は
、
桃
太
郎
的
植
民
地
主
義
の
横
暴
で
は
な
く
、
そ
の
暴
虐
を

善
悪
の
二
項
対
立
に
よ
っ
て
心
根
正
し
く
退
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
時
代
の
現
実

そ
の
も
の
だ
ろ
う
。
岩
見
を
軽
蔑
し
得
な
い
と
い
う
事
実
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
見
識
を
「
僻
見
」
と
自
嘲
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
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さ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
『
善
悪
の
彼
岸
』
は
、
行
為
の
価
値
を
、
行
為
そ
の
も
の
や
そ

の
意
図
の
善
／
悪
と
関
わ
り
な
く
、
結
果
の
み
に
よ
っ
て
判
断
し
て
い
た
〈
道
徳
以

前
〉
の
時
代
の
価
値
観
を
取
り
戻
そ
う
と
呼
び
か
け
る
。
道
徳
以
後
の
時
代
、
す
な

わ
ち
近
代
社
会
を
支
配
す
る
〈
宿
命
的
な
新
し
い
迷
信
〉
は
、
あ
る
行
為
に
対
す
る

価
値
決
定
の
基
準
を
、
行
為
の
結
果
で
は
な
く
意
図
に
紐
付
け
し
、
意
図
の
道
徳
性
、

善
悪
こ
そ
が
重
要
だ
と
す
る
認
識
を
普
及
さ
せ
た
。『
善
悪
の
彼
岸
』
が
説
く
の
は
、

そ
う
し
た
近
代
社
会
の
価
値
観
を
転
換
さ
せ
、
道
徳
以
前
の
時
代
の
価
値
観
に
立
ち

返
る
こ
と
の
必
要
性
で
あ
る
。
ち
な
み
に
そ
の
主
張
は
、『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は

か
く
語
り
き
』（
一
八
八
三
～
八
五
）
で
既
に
、
分
か
り
に
く
く
語
ら
れ
て
い
た
も

の
と
同
様
で
あ
る
。
明
晰
な
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
た
同
一
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
反
復

は
、
大
正
時
代
の
読
者
に
と
っ
て
も
、
滲
透
し
や
す
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

他
者
や
隣
人
の
た
め
に
、
と
い
う
よ
う
な
感
情
は
、
道
徳
的
で
あ
ろ
う
と
心
が
け

る
人
間
に
と
っ
て
、
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
だ
。
し
か
し
そ
う
し
た
感
情
は
、
い
つ

の
時
代
に
も
有
効
な
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
外
圧
そ
の
他
に
よ
っ
て
追
い
詰
め
ら
れ

た
社
会
は
、
急
速
な
進
歩
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
時
代
が
行
き
詰
ま
り

を
打
開
す
る
た
め
に
は
、
一
切
の
道
徳
的
偽
善
を
必
要
と
せ
ず
に
行
動
し
、
命
令
を

下
す
こ
と
の
で
き
る
〈
天
才
〉、
あ
る
い
は
〈
超
人
〉
の
出
現
に
俟
た
ね
ば
な
ら
な

い
と
、
ニ
ー
チ
ェ
は
語
っ
て
い
る
。

彼
等
（
命
令
者
等
…
引
用
者
注
）
が
彼
等
の
良
心
の
呵
責
を
免
れ
る
唯
一
の
方

法
と
し
て
知
つ
て
ゐ
る
の
は
、
自
ら
よ
り
古
き
、
或
は
よ
り
高
き
命
令
（
祖
先

だ
と
か
、
憲
法
だ
と
か
、
正
義
だ
と
か
、
法
律
だ
と
か
、
加
之
神
だ
と
か
云
ふ

や
う
な
）
の
遂
行
者
と
し
て
振
舞
ふ
こ
と
で
あ
る
。
或
は
蓄
群
の
考
方
か
ら
蓄

群
的
格
言
を
か
り
て
来
て
、
例
へ
ば
「
彼
等
の
民
衆
の
第
一
の
僕
」
と
し
て
、

或
は
「
一
般
的
福
祉
の
機
関
」
と
し
て
自
ら
を
弁
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
略
）

此
等
の
蓄
群
的
欧
羅
巴
人
の
為
め
に
あ
る
絶
対
的
命
令
者
の
出
現
と
い
ふ
こ
と

が
、
一
の
堪
へ
が
た
く
な
り
つ
つ
あ
る
圧
迫
か
ら
の
如
何
な
る
救
済
で
あ
る

か
、
如
何
な
る
恩
沢
で
あ
る
か
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
出
現
が
及
ぼ
し
た
る
影
響

か
ら
最
終
の
最
大
の
証
拠
を
与
へ
ら
れ
る
。）

（（
（

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、『
桃
太
郎
』
と
同
時
代
の
言
説
の
中
で
、
桃
太
郎
と
岩

見
、
岩
見
と
ニ
ー
チ
ェ
が
結
び
つ
き
、
そ
し
て
岩
見
と
ニ
ー
チ
ェ
の
結
び
つ
き
を
介

し
て
桃
太
郎
と
ニ
ー
チ
ェ
、〈
天
才
〉
と
〈
超
人
〉
が
結
び
つ
く
。
こ
の
よ
う
な
見

取
り
図
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
『
桃
太
郎
』
の
〈
天
才
〉
を
解
釈
す
る

通
路
は
、
開
か
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

昔
話
「
桃
太
郞
」
は
、
小
波
に
よ
っ
て
近
代
の
童
話
に
リ
メ
イ
ク
さ
れ
る
以
前
か

ら
、
様
々
に
語
ら
れ
、
書
き
継
が
れ
て
き
た
。
し
か
し
芥
川
『
桃
太
郞
』
以
前
に
、

鬼
が
島
征
伐
の
理
由
を
、
道
徳
的
尺
度
も
社
会
的
使
命
も
一
切
無
視
し
、
働
き
た
く

な
い
と
い
う
我
欲
の
み
に
置
い
た
桃
太
郞
、
独
立
不
羈
の
〈
超
人
〉、
傍
若
無
人
の

〈
天
才
〉
と
し
て
造
形
さ
れ
た
桃
太
郞
が
、
た
だ
の
一
人
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

『
桃
太
郎
』
で
は
、
桃
太
郎
の
養
父
母
た
る
老
夫
婦
が
、
老
い
て
な
お
山
や
川
や

畑
で
、
日
々
の
労
働
に
明
け
暮
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
労
働
に
、
暮
ら
し
の
安
楽
は

比
例
し
て
い
な
い
の
だ
。「
お
爺
さ
ん
や
お
婆
さ
ん
」
の
暮
ら
し
を
続
け
て
い
た
ら
、

今
日
明
日
に
も
見
舞
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
脅
威
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

対
抗
で
き
な
い
以
上
、
彼
ら
の
未
来
予
想
図
に
あ
る
の
は
、
敗
北
や
衰
亡
で
あ
る
。

し
か
し
、
桃
太
郎
が
そ
の
世
界
を
一
変
さ
せ
た
。
彼
は
、「
お
爺
さ
ん
や
お
婆
さ
ん

の
や
う
に
」
働
く
か
わ
り
に
、
極
悪
非
道
な
や
り
方
、
正
当
化
し
得
る
根
拠
を
持
た

な
い
暴
力
に
よ
っ
て
、
鬼
が
島
の
財
宝
を
奪
い
、
大
変
革
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

芥
川
『
桃
太
郎
』
の
桃
太
郎
は
、
軽
蔑
す
べ
き
悪
だ
。
し
か
し
、
逼
塞
す
る
時
代
状

況
へ
の
憂
慮
が
ま
す
ま
す
濃
く
な
り
ゆ
く
時
代
に
あ
っ
て
、
豪
傑
の
登
場
に
希
望
を

託
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
た
ら
、
彼
を
軽
蔑
、
排
斥
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

こ
こ
に
お
い
て
、
昔
話
に
材
を
取
り
な
が
ら
、〈
い
ま
〉
を
明
確
に
呼
び
起
こ
し
、
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強
調
す
る
芥
川
『
桃
太
郎
』
の
語
り
手
の
姿
勢
が
、
改
め
て
想
起
さ
れ
始
め
る
。『
桃

太
郎
』
は
、
桃
太
郎
の
従
者
と
し
て
馴
染
み
深
い
雉
に
対
し
、
こ
と
さ
ら
に
以
下
の

よ
う
な
紹
介
を
ほ
ど
こ
す
の
で
あ
る
。

　

黍
団
子
の
勘
定
に
素
早
い
猿
は
尤
も
ら
し
い
雉
子
を
莫
迦
に
す
る
。
地
震
学

な
ど
に
も
通
じ
た
雉
子
は
頭
の
鈍
い
犬
を
莫
迦
に
す
る
。）

（（
（

雉
と
地
震
と
の
関
係
は
鯰
同
様
、
俗
信
と
し
て
古
く
か
ら
流
通
し
て
い
る
も
の
だ

が
、「
東
京
朝
日
新
聞
」（
一
八
八
八
年
七
月
一
〇
日
）
に
「
新
し
き
科
学
の
一
部
と

し
て
研
究
せ
ら
る
る
地
震
学
」
と
あ
る
よ
う
に
、
地
震
学
は
、
地
震
を
科
学
的
に
研

究
す
る
近
代
の
学
問
で
あ
る
。『
桃
太
郎
』
と
同
時
代
、
関
東
大
震
災
か
ら
一
ヶ
月

余
り
で
上
梓
さ
れ
た
、
諏
訪
徳
太
郎
『
誰
に
も
必
要
な
る
地
震
の
知
識
』）

（（
（

に
以
下
の

件
が
あ
る
。

只
今
の
関
東
大
震
災
以
来
、
世
人
が
地
震
に
対
し
て
非
常
に
恐
怖
の
念
を
抱
く

や
う
に
な
り
、
ま
た
地
震
に
関
す
る
科
学
的
の
常
識
を
渇
望
す
る
や
う
に
な
つ

た
の
で
あ
る
。

　

古
く
か
ら
の
云
伝
へ
に
、
／
「
地
震
の
起
る
前
に
は
雉
が
鳴
く
」
／
と
、
云

は
れ
て
ゐ
る
。（
略
）
動
物
中
に
は
、
感
覚
の
大
変
鋭
敏
な
も
の
が
多
い
。（
略
）

我
々
に
は
最
初
の
軽
い
震
動
は
感
じ
な
い
が
、
動
物
に
は
よ
く
分
る
。（
略
）

そ
れ
で
／
『
全
く
取
る
に
足
ら
ぬ
』
／
と
、
云
つ
て
、
全
然
捨
て
る
訳
に
も
行

か
ぬ
の
で
あ
る
。
或
る
熱
心
な
学
者
が
、
雉
を
沢
山
飼
つ
て
、
雉
の
挙
動
と
地

震
と
の
関
係
を
、
永
ら
く
研
究
し
て
見
た
が
、
余
り
得
る
所
が
な
か
つ
た
と
云

ふ
こ
と
で
あ
る
。

「
余
り
得
る
所
が
な
か
つ
た
」
と
さ
れ
る
実
験
は
、
内
容
か
ら
み
て
、
大
森
房
吉
「
雉

子
ト
地
震
」）

（（
（

を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
、
一
九
一
三
年
末
か
ら
一
六
年
末
に
か

け
て
、
東
京
小
石
川
の
渡
邊
治
右
衛
門
邸
の
庭
園
を
借
り
、
雉
と
地
震
の
関
係
を
科

学
的
に
証
明
す
る
実
験
を
試
み
て
い
る
。
同
時
代
に
お
い
て
、
俗
諺
「
地
震
の
起
る

前
に
は
雉
が
鳴
く
」
を
、
近
代
的
学
問

0

0

0

0

0

と
し
て
の
地
震
学
に
変
え
る
試
み
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
九
二
三
年
九
月
一
日
に
発
生
し
た
関
東
大
震
災
か
ら
、

一
九
二
四
年
七
月
発
表
の
『
桃
太
郎
』
ま
で
は
、
一
年
も
経
過
し
て
い
な
い
。
こ
の

小
説
の
語
り
手
は
、
昔
話
「
桃
太
郎
」
を
語
り
な
が
ら
、
読
者
の
意
識
を
、
き
わ
め

て
特
殊
な
い
ま

0

0

に
、
明
ら
か
に
引
き
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

桃
太
郎
＝
理
不
尽
な
圧
制
者
＝
天
才
と
い
う
図
式
を
、
一
切
の
解
説
を
ほ
ど
こ
す

こ
と
な
く
末
尾
で
唐
突
に
放
り
投
げ
る
『
桃
太
郎
』
の
態
度
は
、『
善
悪
の
彼
岸
』

の
ご
と
く
に
は
決
然
と
し
て
い
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
態
度
を
決
め
か
ね
た
優
柔
さ

に
起
因
す
る
の
で
は
な
く
、『
桃
太
郎
』
の
選
択
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

帝
国
主
義
、
植
民
地
政
策
、
暴
力
に
よ
る
侵
略
行
為
を
批
判
し
、
軽
蔑
す
る
積
極
的

姿
勢
を
見
せ
つ
つ
、
他
方
で
、
桃
太
郎
的
〈
天
才
〉、〈
善
悪
の
彼
岸
〉
に
立
つ
圧
倒

的
強
者
、
大
変
革
者
を
排
斥
で
き
ず
、
そ
の
登
場
に
期
待
を
か
け
ず
に
い
ら
れ
な
い

よ
う
な
不
安
に
満
ち
た
時
代
、
善
良
で
臆
病
な
市
民
の
心
の
緊
張
、
潔
癖
と
保
身
、

奮
起
と
怯
懦
等
々
の
せ
め
ぎ
あ
い
、
そ
し
て
そ
う
し
た
葛
藤
に
伴
う
不
面
目
、
そ
れ

ら
一
切
を
抱
え
込
ん
だ
時
代
の
張
り
詰
め
た
心
性
を
、
小
説
『
桃
太
郎
』
は
内
蔵
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『
桃
太
郎
』
は
、
そ
の
末
尾
に
着
眼
し
た
と
き
、
市
民
の
目
線
か
ら
同
時
代
の
政
治

や
社
会
を
見
据
え
て
発
せ
ら
れ
た
、
一
種
の
天
才
論
と
し
て
の
相
貌
を
見
せ
始
め
る
。

〈
天
才
〉
桃
太
郎
の
活
躍
は
、
国
を
富
ま
せ
、
日
々
の
厳
し
い
労
働
と
貧
し
い
生

活
か
ら
、
老
夫
婦
や
桃
太
郞
ら
を
解
放
し
た
。
産
業
（
織
物
）
が
あ
り
、
文
化
的
に

栄
え
、
食
料
も
十
分
に
あ
っ
た
ら
し
い
豊
か
な
鬼
が
島
を
統
治
下
に
置
い
た
桃
太
郎
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側
が
得
る
利
益
は
、
掠
奪
し
て
き
た
宝
物
だ
け
で
は
な
い
。

昔
話
「
桃
太
郎
」
は
、
鬼
が
島
征
伐
の
結
果
、
桃
太
郎
が
何
を
得
た
の
か
、
も
た

ら
し
て
く
れ
た
の
か
を
語
り
出
し
て
き
た
。
桃
太
郎
は
、
宝
物
と
い
う
富
と
、
そ
れ

を
持
っ
て
凱
旋
す
る
と
い
う
名
誉
を
手
に
入
れ
、
老
父
母
を
喜
ば
せ
る
と
い
う
〝
孝
〟

を
実
現
さ
せ
た
敬
慕
す
べ
き
武
人
と
し
て
、
一
方
的
な
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
芥
川
『
桃
太
郞
』
は
、
桃
太
郎
の
鬼
が
島
征
伐
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
も
の
は

何
か
、
と
問
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
な
い
。『
桃
太
郎
』
は
鬼
が
島
の
様
子
を
以
下

の
よ
う
に
伝
え
て
い
た
。

　

鬼
が
島
は
（
略
）
美
し
い
天
然
の
楽
土
だ
つ
た
。
か
う
い
ふ
楽
土
に
生
を
享

け
た
鬼
は
勿
論
平
和
を
愛
し
て
ゐ
た
。（
略
）
鬼
は
熱
帯
的
風
景
の
中
に
琴
を

弾
い
た
り
踊
り
を
踊
つ
た
り
、
古
代
の
詩
人
の
詩
を
歌
つ
た
り
、
頗
る
安
穏
に

暮
ら
し
て
ゐ
た
。
そ
の
又
鬼
の
妻
や
娘
も
機
を
織
つ
た
り
、
酒
を
醸
し
た
り
、

蘭
の
花
束
を
拵
へ
た
り
、
我
々
人
間
の
妻
や
娘
と
少
し
も
変
ら
ず
に
暮
ら
し
て

ゐ
た
。

鬼
た
ち
に
も
生
活
が
あ
り
家
族
が
い
る
こ
と
に
着
眼
し
た
「
桃
太
郎
」
も
十
分
珍
し

い
が
、
鬼
た
ち
が
育
ん
で
き
た
芸
術
・
文
化
を
特
筆
し
た
「
桃
太
郎
」
は
さ
ら
に
珍

し
い
。
芥
川
『
桃
太
郎
』
の
桃
太
郎
は
、
芸
術
・
文
化
を
蹂
躙
し
た
恕
す
べ
か
ら
ざ

る
悪
と
し
て
、
疑
い
を
差
し
挟
む
余
地
な
く
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

『
桃
太
郎
』
は
〈
天
才
〉
を
決
し
て
肯
定
し
て
は
い
な
い
。
暴
力
を
嫌
悪
し
同
時

に
強
く
恐
怖
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
一
般
的
な
感
覚
で
あ
る
。
そ
う
い
う
当
た
り
前

の
主
体
が
、
今
日
危
う
く
保
た
れ
て
い
る
平
和
な
日
常
や
、
文
化
芸
術
へ
の
敬
意
の

崩
壊
し
か
ね
な
い
逼
塞
し
た
時
代
状
況
に
置
か
れ
た
と
き
、〈
善
悪
の
彼
岸
〉
に
い

る
〈
天
才
〉
の
出
来
を
拒
絶
し
得
な
い
と
い
う
現
実
を
、『
桃
太
郎
』
は
余
す
と
こ

ろ
な
く
捉
え
、
伝
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
正
義
を
愛
し
暴
力
を
嫌
う
主
体
に
と
っ
て
、
歓
迎
せ
ざ
る
〈
天
才
〉

の
出
現
に
、
た
と
え
僅
か
で
あ
っ
て
も
期
待
を
か
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
屈
辱
に

満
ち
た
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
も
一
人
の
桃
太
郞
を
拒
絶
し
得
な
い
こ
の
語
り

手
ほ
ど
、
人
間
の
姿
、
在
り
方
を
等
身
大
で
現
出
さ
せ
る
も
の
は
他
に
な
い
。
桃
太

郎
を
、
軽
蔑
す
べ
き
大
悪
党
と
し
て
描
き
切
っ
た
小
説
『
桃
太
郎
』
は
、
桃
太
郎
的

存
在
に
対
し
、
明
確
な
嫌
悪
を
抱
き
な
が
ら
、
同
時
に
彼
を
〈
天
才
〉
と
呼
ん
だ
。

〈
善
悪
の
彼
岸
〉
に
立
つ
〈
天
才
〉
を
、
道
徳
的
に
弁
解
の
余
地
な
き
悪
と
し
て
造

形
し
な
が
ら
、
彼
を
軽
蔑
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
出
現
を
拒
否
し
得
な
い
の
だ

か
ら
、『
桃
太
郎
』
の
主
張
は
、
余
程
曖
昧
な
も
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ

が
曖
昧
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
語
り
手
は
生
々
し
い
。

そ
の
曖
昧
な
と
こ
ろ
、
微
妙
な
と
こ
ろ
に
、
時
代
状
況
と
政
治
に
よ
っ
て
逼
迫
さ

れ
た
個
人
の
姿
、
社
会
や
時
代
の
行
く
末
に
怯
え
、〈
天
才
〉
出
現
の
必
要
を
否
定

し
得
ず
、
し
か
し
文
化
を
蹂
躙
す
る
暴
力
の
存
在
を
心
底
嫌
悪
す
る
、
等
身
大
の
市

民
が
写
し
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

文
学
に
で
き
る
仕
事
、
少
な
く
と
も
そ
の
大
き
な
意
義
の
一
端
が
、
こ
の
破
天
荒

な
『
桃
太
郞
』
の
な
か
に
見
出
せ
る
は
ず
だ
。

【
注
】

（
1
）　

本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
昔
話
「
桃
太
郞
」
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
個
別
の
物
語
と
し

て
の
『
桃
太
郞
』
を
区
別
す
る
た
め
に
、
前
者
に
は
「　

」、
後
者
に
は
『　

』
を
用

い
た
。

（
2
）　

博
文
館
、
一
八
九
一
・
一
〇
。
い
わ
ゆ
る
昔
話
「
桃
太
郞
」
以
後
の
世
界
を
舞
台

と
す
る
。
鬼
の
老
夫
婦
の
子
、
鬼
桃
太
郞
が
宿
敵
桃
太
郞
退
治
に
出
掛
け
る
が
、
そ

の
途
上
、
伴
の
毒
龍
と
争
っ
た
挙
げ
句
海
中
に
落
下
し
、
桃
太
郞
と
の
対
決
の
土
俵

に
さ
え
上
が
り
損
ね
る
と
い
う
話
。

（
3
）　

清
流
出
版
、
二
〇
〇
一
・
七
。
桃
太
郞
は
、
川
面
を
浮
遊
中
に
独
力
で
誕
生
し
、

犬
・
猿
・
雉
を
友
と
し
て
仲
良
く
遊
び
な
が
ら
成
長
す
る
。
犬
・
猿
・
雉
が
鬼
た
ち
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に
度
々
い
や
が
ら
せ
を
受
け
る
状
況
に
憤
慨
し
た
桃
太
郞
が
立
ち
上
が
る
と
、
犬
た

ち
も
主
体
的
に
鬼
退
治
に
加
わ
り
、
自
作
し
た
ら
し
い
黍
団
子
（
串
団
子
）
を
食
べ

て
鬼
と
戦
う
活
力
を
得
、
つ
い
に
鬼
た
ち
を
圧
倒
す
る
に
至
る
。
桃
太
郞
ら
は
、
敗

者
で
あ
る
鬼
た
ち
に
反
省
を
促
し
、
以
後
、
彼
ら
を
遊
び
仲
間
と
し
て
、
愉
快
に
暮

ら
し
て
ゆ
く
。
桃
太
郞
は
一
貫
し
て
自
主
自
立
の
気
性
を
持
ち
、
矛
盾
の
な
い
正
義

の
味
方
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
本
作
の
桃
太
郞
に
は
養
父
母
が
存
在
せ
ず
、
ま
た

伴0

は
友0

に
改
変
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
作
に
は
、
昔
話
「
桃
太
郞
」
の
モ
チ
ー

フ
を
成
す
〝
孝
〟
や
〝
忠
〟
の
要
素
は
絶
無
で
あ
る
。

（
4
）　

太
宰
治
『
お
伽
草
子
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
四
五
・
一
〇
）。

（
5
）　
「
方
位
」（
一
九
八
二
・
五
）。

（
6
）　
「
民
主
文
学
」（
一
九
八
二
・
一
一
）。

（
7
）　

岩
波
書
店
版
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
一
巻
（
一
九
九
七
・
一
一
）
所
収
。

（
8
）　

東
京
書
籍
、
一
九
八
一
・
三
。

（
9
）　

こ
こ
に
お
い
て
、
暴
虐
な
主
君
の
侵
略
行
為
の
実
現
を
招
き
寄
せ
る
悪
因
と
し
て
、

〝
忠
臣
〟
の
存
在
が
名
指
し
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
芥
川
『
桃
太
郞
』

は
、
侵
略
や
暴
力
に
対
す
る
批
判
に
加
え
、〝
忠
義
〟
に
対
す
る
疑
念
を
も
表
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

（
10
）　

同
人
社
、
一
九
二
三
・
二
。
副
題
に
「
国
家
権
力
を
中
心
と
す
る
社
会
闘
争
の
政

治
学
的
考
察
」
と
あ
る
。

（
11
）　
「
帝
国
文
学
」（
一
九
〇
四
・
一
一
）
初
出
、『
芸
術
と
人
生
（
昭
文
堂
、
一
九
〇
七
・

六
）
所
収
。

（
12
）　
『
天
才
論
』
の
邦
訳
は
、
英
訳
（W

. Scott; T
he m

an of genius. 1891
）
か
ら

の
重
訳
の
形
で
比
較
的
早
く
か
ら
試
み
ら
れ
、
畔
柳
都
太
郎
『
天
才
論
（
新
撰
百
種

第
五
編
）』（
普
及
舎
、
一
八
九
八
、
二
）
が
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
抄

訳
で
、
全
訳
と
し
て
は
辻
潤
『
天
才
論
（
植
竹
文
庫
第
三
編
）』（
植
竹
書
院
、
一
九

一
四
・
二
）
が
古
い
。
同
書
は
改
訂
を
加
え
な
が
ら
版
を
重
ね
続
け
て
大
い
に
流
行

し
、
一
九
三
〇
年
に
は
改
造
文
庫
に
も
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
動
き
と
前
後

し
て
、〈
天
才
〉
を
め
ぐ
る
言
説
は
非
常
に
多
く
紡
が
れ
た
。
た
と
え
ば
「
東
亜
の
光
」

（
一
九
一
二
・
六
）
で
は
「
天
才
号
」
な
る
特
集
も
組
ま
れ
て
い
る
。

（
13
）　
『
天
才
論
』「
第
三
篇
第
四
章　

政
治
上
及
び
宗
教
上
の
狂
者
と
半
狂
者
」。
引
用

は
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
、
辻
潤
訳
『
訂
正　

天
才
論
』（
三
星
社
出
版
部
、
一
九
一
六
・

一
一
）
に
よ
っ
た
。

（
14
）　
「
ス
バ
ル
」（
一
九
〇
九
・
七
）
初
出
。『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
に
は
、

「Lom
broso

な
ん
ぞ
の
説
い
て
ゐ
る
天
才
問
題
」
と
い
っ
た
件
が
見
出
せ
る
。

（
15
）　

大
倉
書
店
、
一
九
〇
七
・
五
。『
文
学
論
』
に
は
、「
実
例
に
就
て
天
才
の
風
貌
を

窺
は
ん
と
欲
す
る
も
の
はLom

broso

のT
he M

an of G
enius

を
繙
く
べ
し
」（
第
五

編
第
一
章
「
一
代
ニ
於
ル
三
種
ノ
集
合
的
Ｆ
」）
と
の
一
節
が
見
ら
れ
る
。

（
16
）　
「
大
阪
毎
日
新
聞
」（
一
九
一
九
・
六
・
三
〇
～
八
・
八
）
初
出
。

（
17
）　
『
善
悪
の
彼
岸
』「
第
五
章　

道
徳
の
植
物
学
」。
引
用
は
、『
ニ
イ
チ
エ
全
集
』
第

六
編
（
生
田
長
江
訳
、
新
潮
社
、
一
九
二
三
・
四
）
に
よ
っ
た
。

（
18
）　

こ
の
件
は
従
来
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
が
、
黄
暁
波
「
隠
蔽
さ
れ
た

ス
ト
ー
リ
ー

─
芥
川
「
桃
太
郞
」
の
生
成
に
つ
い
て

─
」
に
、「
雉
が
「
地
震
学
」

に
通
じ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。（
略
）
大
震
災
直
後
の
日
本

人
読
者
に
対
し
て
、
こ
の
言
葉
が
い
か
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
て
い
た
か
は
想
像
に

か
た
く
な
い
」（「
文
学
研
究
論
集
」
二
〇
〇
七
・
三
）
と
の
発
言
が
見
ら
れ
る
。

（
19
）　

京
文
館
、
一
九
二
三
・
一
二
。

（
20
）　
「
震
災
予
防
調
査
報
告
」（
一
九
二
一
・
三
）。

【
付
記
】『
桃
太
郎
』
の
引
用
は
、
岩
波
書
店
版
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
一
一
巻
（
一
九
九
六
・

九
）
よ
り
行
い
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。


