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「
地
獄
変
」
試
論 

　
　

芸
術
に
お
け
る
死
の
意
味　
　

謝　

銀
萍

は
じ
め
に

﹁
地
獄
変
﹂︵
初
出
:﹃
大
阪
毎
日
新
聞
﹄︑﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄︑
一
九
一
八
・
五
︑
一
~
二
二
頁
︶
は
大
阪
毎
日
新
聞
社
社
友
と
な
っ

た
芥
川
の
︑
入
社
第
一
作
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
作
品
で
あ
る
︒
正
宗
白
鳥
は
﹁
芥
川
氏
の
文
学
を
評
す
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄︑
一
九
二
七
・

十
︶
に
お
い
て
﹁
私
は
自
分
が
読
ん
だ
範
囲
内
で
は
︑
こ
の
一
篇
を
以
っ
て
︑
芥
川
竜
之
介
の
最
傑
作
と
し
て
推
讃
す
る
に
躊
躇
し
な

い
﹂︵
石
割
編
︑
二
〇
一
七
︑
一
一
六
頁
︶
と
評
価
し
て
い
る
︒
芥
川
に
お
け
る
芸
術
を
論
じ
る
際
に
︑﹃
地
獄
変
﹄
は
避
け
て
は
通
れ

な
い
作
品
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑﹁
地
獄
変
﹂
に
濃
厚
に
書
き
込
ま
れ
る
死
の
描
写
に
着
目
す
る
こ
と
で
︑
芥
川
が
求
め
た
芸
術
家
の
形

象
の
解
明
を
目
指
す
︒



(238)

﹁
地
獄
変
﹂
に
つ
い
て
︑
近
年
よ
く
見
ら
れ
る
の
は
大
正
期
の
哲
学
と
の
関
連
)
1
(

︑
ま
た
は
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
視
点
か
ら
の
論

述
)
2
(

で
あ
る
が
︑
そ
れ
以
前
か
ら
一
貫
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
良
秀
の
娘
の
死
と
良
秀
の
自
殺
で
あ
り
︑
こ
の
主
題
は
芸
術

対
権
力
︑
あ
る
い
は
芸
術
対
生
活
と
い
う
軸
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
)
3
(

︒
し
か
し
﹁
地
獄
変
﹂
を
そ
の
よ
う
な
二
者
択
一
の
︑
安

易
な
構
図
で
説
明
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
︒
死
と
芸
術
の
達
成
と
い
う
概
念
や
そ
れ
ら
の
相
関
に
つ
い
て
の
分
析
に
は
︑
な
お
検
討

す
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
同
系
統
の
作
品
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
﹁
戯
作
三
昧
﹂︵
初
出
:﹃
大
阪
毎
日
新
聞
﹄︑
一
九
一
七
・
十
一
︶
で
は
︑

最
後
に
馬
琴
が
三
昧
の
境
地
に
至
り
︑
日
常
を
離
脱
す
る
場
面
が
あ
り
︑
そ
の
様
子
と
︑
地
獄
変
の
様
子
を
再
現
し
よ
う
と
願
う
良
秀

の
非
日
常
的
な
思
索
に
は
︑
相
通
じ
る
と
こ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
従
っ
て
﹁
地
獄
変
﹂
に
お
け
る
芸
術
の
描
か
れ
方
を
考
察
す
る
際

に
︑﹁
戯
作
三
昧
﹂
の
馬
琴
像
と
の
関
連
性
を
考
慮
し
て
み
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

本
稿
で
は
︑﹁
戯
作
三
昧
﹂
と
の
関
連
性
を
手
が
か
り
に
︑﹁
地
獄
変
﹂
に
書
き
込
ま
れ
る
死
と
芸
術
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
︑
芥

川
が
追
求
し
た
真
の
芸
術
家
と
い
う
像
が
︑
い
か
に
構
築
さ
れ
て
い
た
の
か
を
問
い
直
し
て
み
た
い
︒

一
、
小
猿
の
死
に
つ
い
て

屏
風
地
獄
変
の
誕
生
に
は
︑
小
猿
︑
絵
師
良
秀
と
そ
の
娘
の
死
が
関
わ
っ
て
い
る
︒
ま
ず
本
節
で
は
︑
小
猿
の
表
象
を
考
察
し
︑
屏

風
図
に
お
け
る
そ
の
死
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
︒
小
猿
の
死
を
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
ま
ず
良
秀
と
そ
の
娘
と
の

関
係
を
詳
細
に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

﹁
地
獄
変
﹂
で
は
︑
良
秀
は
乖
離
し
た
人
格
の
持
ち
主
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
他
人
と
の
関
係
か
ら
だ
け
で
な
く
︑
娘
を
愛

す
る
感
情
の
深
さ
に
も
表
れ
て
い
る
)
4
(

︒
そ
の
例
は
作
中
に
二
つ
ほ
ど
挙
げ
ら
れ
て
い
よ
う
︒
一
つ
目
は
︑
娘
を
﹁
気
違
い
の
よ
う
に

可
愛
が
っ
て
﹂︑
大
殿
に
小
女
房
か
ら
下
げ
る
よ
う
に
何
回
も
重
ね
て
願
っ
た
点
で
あ
る
︒
大
殿
の
機
嫌
を
損
ね
る
行
動
ま
で
取
っ
て
し

ま
う
良
秀
の
行
為
は
︑
世
間
に
は
理
解
さ
れ
な
い
︒
ま
た
︑
彼
は
一
五
歳
に
な
っ
て
い
る
娘
に
よ
い
婿
を
と
ら
せ
な
い
と
い
う
︑
世
間

の
常
識
を
逸
脱
し
た
行
為
に
出
て
い
る
︒
平
安
朝
の
風
習
か
ら
み
る
と
︑
良
秀
の
所
業
は
ど
ち
ら
も
娘
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
と
は
言

え
な
い
︒
親
と
し
て
の
良
秀
の
愛
情
は
︑
む
し
ろ
彼
の
内
面
の
歪
さ
を
垣
間
見
せ
る
の
で
あ
る
︒
他
方
︑
良
秀
は
︑﹁
あ
れ
程
の
子
煩
悩

が
い
ざ
絵
を
描
く
と
云
ふ
段
に
な
り
ま
す
と
︑
娘
の
顔
を
見
る
気
も
な
く
な
る
と
申
す
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
︑
不
思
議
な
も
の
で
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
﹂︵
芥
川
︑
一
九
九
六
・
一
︑
一
七
〇
頁
︶
と
︑
語
り
手
の
﹁
私
﹂
を
さ
え
訝
ら
せ
る
︒
娘
を
大
事
に
す
る
点
は
︑
良

秀
の
唯
一
の
﹁
情
愛
の
あ
る
所
﹂
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
も
芸
術
へ
の
情
熱
の
前
に
は
か
す
む
よ
う
だ
︒

地
獄
変
の
創
作
に
没
頭
し
て
い
る
良
秀
は
娘
と
ほ
ぼ
没
交
渉
に
な
っ
た
︒
そ
の
か
わ
り
に
︑
小
猿
が
頻
繁
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
︒

︵
1
︶ 

例
え
ば
小
澤
純
︵
二
〇
〇
九
︶
は
﹁
遅
れ
て
︿
出
来
事
﹀
を
語
る
﹁
私
﹂̶

̶

芥
川
龍
之
介
﹁
地
獄
変
﹂
と
西
田
幾
太
郎
の
︿
自
覚
﹀﹂
で
︑
岡

山
県
倉
敷
市
蔵
の
薄
田
泣
菫
が
残
し
た
資
料
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
大
正
期
の
新
カ
ン
ト
派
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
及
び
西
田
幾
太
郎
か
ら
の
影
響
を
分
析
し

て
い
る
︒

︵
2
︶ 

高
橋
龍
夫
︵
二
〇
〇
七
︶
は
﹁﹁
地
獄
変
﹂
の
着
想̶

̶

同
時
代
の
言
説
と
の
相
関
か
ら
﹂
で
︑
同
時
代
の
芸
術
家
と
の
比
較
の
中
で
﹁
地
獄
変
﹂

を
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
て
い
る
︒

︵
3
︶ 

先
行
研
究
に
つ
い
て
は
︑
張
静
︵
二
〇
一
一
︶﹁﹃
地
獄
変
﹄
論

︱
芸
術
的
法
悦
境
﹂
に
お
い
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

︵
4
︶ 

良
秀
の
娘
へ
の
感
情
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
一
つ
の
焦
点
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
議
論
の
対
象
と
し
な
い
︒
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﹁
地
獄
変
﹂
に
つ
い
て
︑
近
年
よ
く
見
ら
れ
る
の
は
大
正
期
の
哲
学
と
の
関
連
)
1
(

︑
ま
た
は
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
視
点
か
ら
の
論

述
)
2
(

で
あ
る
が
︑
そ
れ
以
前
か
ら
一
貫
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
良
秀
の
娘
の
死
と
良
秀
の
自
殺
で
あ
り
︑
こ
の
主
題
は
芸
術

対
権
力
︑
あ
る
い
は
芸
術
対
生
活
と
い
う
軸
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
)
3
(

︒
し
か
し
﹁
地
獄
変
﹂
を
そ
の
よ
う
な
二
者
択
一
の
︑
安

易
な
構
図
で
説
明
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
︒
死
と
芸
術
の
達
成
と
い
う
概
念
や
そ
れ
ら
の
相
関
に
つ
い
て
の
分
析
に
は
︑
な
お
検
討

す
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
同
系
統
の
作
品
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
﹁
戯
作
三
昧
﹂︵
初
出
:﹃
大
阪
毎
日
新
聞
﹄︑
一
九
一
七
・
十
一
︶
で
は
︑

最
後
に
馬
琴
が
三
昧
の
境
地
に
至
り
︑
日
常
を
離
脱
す
る
場
面
が
あ
り
︑
そ
の
様
子
と
︑
地
獄
変
の
様
子
を
再
現
し
よ
う
と
願
う
良
秀

の
非
日
常
的
な
思
索
に
は
︑
相
通
じ
る
と
こ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
従
っ
て
﹁
地
獄
変
﹂
に
お
け
る
芸
術
の
描
か
れ
方
を
考
察
す
る
際

に
︑﹁
戯
作
三
昧
﹂
の
馬
琴
像
と
の
関
連
性
を
考
慮
し
て
み
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

本
稿
で
は
︑﹁
戯
作
三
昧
﹂
と
の
関
連
性
を
手
が
か
り
に
︑﹁
地
獄
変
﹂
に
書
き
込
ま
れ
る
死
と
芸
術
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
︑
芥

川
が
追
求
し
た
真
の
芸
術
家
と
い
う
像
が
︑
い
か
に
構
築
さ
れ
て
い
た
の
か
を
問
い
直
し
て
み
た
い
︒

一
、
小
猿
の
死
に
つ
い
て

屏
風
地
獄
変
の
誕
生
に
は
︑
小
猿
︑
絵
師
良
秀
と
そ
の
娘
の
死
が
関
わ
っ
て
い
る
︒
ま
ず
本
節
で
は
︑
小
猿
の
表
象
を
考
察
し
︑
屏

風
図
に
お
け
る
そ
の
死
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
︒
小
猿
の
死
を
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
ま
ず
良
秀
と
そ
の
娘
と
の

関
係
を
詳
細
に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

﹁
地
獄
変
﹂
で
は
︑
良
秀
は
乖
離
し
た
人
格
の
持
ち
主
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
他
人
と
の
関
係
か
ら
だ
け
で
な
く
︑
娘
を
愛

す
る
感
情
の
深
さ
に
も
表
れ
て
い
る
)
4
(

︒
そ
の
例
は
作
中
に
二
つ
ほ
ど
挙
げ
ら
れ
て
い
よ
う
︒
一
つ
目
は
︑
娘
を
﹁
気
違
い
の
よ
う
に

可
愛
が
っ
て
﹂︑
大
殿
に
小
女
房
か
ら
下
げ
る
よ
う
に
何
回
も
重
ね
て
願
っ
た
点
で
あ
る
︒
大
殿
の
機
嫌
を
損
ね
る
行
動
ま
で
取
っ
て
し

ま
う
良
秀
の
行
為
は
︑
世
間
に
は
理
解
さ
れ
な
い
︒
ま
た
︑
彼
は
一
五
歳
に
な
っ
て
い
る
娘
に
よ
い
婿
を
と
ら
せ
な
い
と
い
う
︑
世
間

の
常
識
を
逸
脱
し
た
行
為
に
出
て
い
る
︒
平
安
朝
の
風
習
か
ら
み
る
と
︑
良
秀
の
所
業
は
ど
ち
ら
も
娘
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
と
は
言

え
な
い
︒
親
と
し
て
の
良
秀
の
愛
情
は
︑
む
し
ろ
彼
の
内
面
の
歪
さ
を
垣
間
見
せ
る
の
で
あ
る
︒
他
方
︑
良
秀
は
︑﹁
あ
れ
程
の
子
煩
悩

が
い
ざ
絵
を
描
く
と
云
ふ
段
に
な
り
ま
す
と
︑
娘
の
顔
を
見
る
気
も
な
く
な
る
と
申
す
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
︑
不
思
議
な
も
の
で
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
﹂︵
芥
川
︑
一
九
九
六
・
一
︑
一
七
〇
頁
︶
と
︑
語
り
手
の
﹁
私
﹂
を
さ
え
訝
ら
せ
る
︒
娘
を
大
事
に
す
る
点
は
︑
良

秀
の
唯
一
の
﹁
情
愛
の
あ
る
所
﹂
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
も
芸
術
へ
の
情
熱
の
前
に
は
か
す
む
よ
う
だ
︒

地
獄
変
の
創
作
に
没
頭
し
て
い
る
良
秀
は
娘
と
ほ
ぼ
没
交
渉
に
な
っ
た
︒
そ
の
か
わ
り
に
︑
小
猿
が
頻
繁
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
︒

︵
1
︶ 

例
え
ば
小
澤
純
︵
二
〇
〇
九
︶
は
﹁
遅
れ
て
︿
出
来
事
﹀
を
語
る
﹁
私
﹂̶

̶

芥
川
龍
之
介
﹁
地
獄
変
﹂
と
西
田
幾
太
郎
の
︿
自
覚
﹀﹂
で
︑
岡

山
県
倉
敷
市
蔵
の
薄
田
泣
菫
が
残
し
た
資
料
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
大
正
期
の
新
カ
ン
ト
派
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
及
び
西
田
幾
太
郎
か
ら
の
影
響
を
分
析
し

て
い
る
︒

︵
2
︶ 

高
橋
龍
夫
︵
二
〇
〇
七
︶
は
﹁﹁
地
獄
変
﹂
の
着
想̶

̶

同
時
代
の
言
説
と
の
相
関
か
ら
﹂
で
︑
同
時
代
の
芸
術
家
と
の
比
較
の
中
で
﹁
地
獄
変
﹂

を
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
て
い
る
︒

︵
3
︶ 

先
行
研
究
に
つ
い
て
は
︑
張
静
︵
二
〇
一
一
︶﹁﹃
地
獄
変
﹄
論

︱
芸
術
的
法
悦
境
﹂
に
お
い
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

︵
4
︶ 

良
秀
の
娘
へ
の
感
情
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
一
つ
の
焦
点
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
議
論
の
対
象
と
し
な
い
︒
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小
猿
と
良
秀
と
の
間
に
は
︑
い
く
つ
か
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
︒
一
つ
は
周
囲
の
人
間
に
笑
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
名

前
が
重
な
る
点
で
あ
る
︒
良
秀
に
は
︑﹁
立
居
振
舞
が
猿
の
や
う
だ
と
か
申
し
ま
し
て
︑
猿
秀
と
云
ふ
諢
名
ま
で
つ
け
た
事
が
ご
ざ
い
ま

し
た
﹂︵
同
上
︑
一
五
八
頁
︶︒
そ
し
て
小
猿
に
は
︑﹁
悪
戯
盛
り
の
若
殿
様
が
︑
良
秀
と
云
ふ
名
を
御
つ
け
に
な
り
ま
し
た
﹂︵
同
上
︑

一
五
九
頁
︶︒
小
猿
が
良
秀
の
娘
に
救
わ
れ
る
際
も
︑
娘
は
﹁
そ
れ
に
良
秀
と
申
し
ま
す
と
︑
父
が
御
折
檻
を
受
け
ま
す
や
う
で
︑
ど
う

も
唯
見
て
は
居
ら
れ
ま
せ
ぬ
﹂︵
同
上
︑
一
六
〇
頁
︶
と
語
り
︑
小
猿
に
良
秀
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
︒
小
猿
は
娘
に

助
け
ら
れ
て
か
ら
︑
彼
女
と
の
間
に
親
し
い
関
係
を
築
く
︒
そ
れ
は
猿
が
︑
あ
た
か
も
良
秀
の
代
わ
り
に
彼
女
を
見
守
っ
て
い
る
よ
う

に
さ
え
映
る
︒
小
猿
は
︑﹁
滅
多
に
娘
の
身
の
ま
は
り
を
離
れ
ま
せ
ん
︒
或
時
娘
の
風
邪
の
心
地
で
︑
床
に
就
き
ま
し
た
時
な
ど
も
︑
小

猿
は
ち
や
ん
と
そ
の
枕
も
と
に
坐
り
こ
ん
で
︑
気
の
せ
ゐ
か
心
細
さ
う
な
顔
を
し
な
が
ら
︑
頻
に
爪
を
嚙
ん
で
居
り
ま
し
た
﹂︵
同
上
︑

一
六
一
頁
︶
と
︑
い
か
に
も
人
間
ら
し
く
振
舞
う
)
5
(

︒
大
殿
様
か
ら
褒
美
が
あ
っ
た
際
に
︑
小
猿
は
﹁
恭
し
く
押
頂
き
ま
し
た
﹂︒
こ
の

よ
う
な
擬
人
法
を
通
し
︑
小
猿
の
人
間
性
を
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒

良
秀
と
娘
と
の
没
交
渉
の
間
に
︑
小
猿
が
娘
を
見
守
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
︒
と
り
わ
け
︑
彼
が
創
作
に

夢
中
に
な
っ
て
い
る
間
︑
娘
が
危
険
な
目
に
遭
っ
た
と
き
に
︑
必
死
に
助
け
を
呼
ぶ
小
猿
の
し
ぐ
さ
は
子
煩
悩
の
良
秀
以
上
だ
と
言
え

る
︒
良
秀
の
代
わ
り
に
︑
小
猿
は
誠
心
誠
意
そ
の
娘
を
見
守
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
数
々
の
小
猿
の
行
動
と
︑
絵

画
に
没
頭
す
る
あ
ま
り
娘
を
放
り
出
す
良
秀
の
存
在
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
︑
同
じ
名
前
を
共
有
す
る
両
者
は
︑
相
互
を
補
い

合
う
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
と
理
解
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
︒
良
秀
に
足
り
な
い
親
の
温
情
を
︑
十
分
に
小
猿
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
だ
︒
こ
れ
を
最
も
端
的
に
表
し
て
い
る
の
は
︑
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
︑
娘
が
焼
け
る
場
面
で
あ
る
︒

す
る
と
そ
の
夜
風
が
又
一
渡
り
︑
御
庭
の
木
々
の
梢
に
さ
つ
と
通
ふ

︱
と
誰
で
も
︑
思
ひ
ま
し
た
ろ
う
︒
さ
う
云
ふ
音
が
暗
い

空
を
︑
ど
こ
と
も
知
ら
ず
走
つ
た
と
思
ふ
と
︑
忽
ち
何
か
黒
い
も
の
が
︑
地
に
も
つ
か
ず
宙
に
も
飛
ば
ず
︑
鞠
の
や
う
に
踊
り
な

が
ら
︑
御
所
の
屋
根
か
ら
火
の
燃
え
さ
か
る
車
の
中
に
︑
の
け
反
っ
た
娘
の
肩
を
抱
い
て
︑
帛
を
裂
く
や
う
な
鋭
い
声
を
︑
何
と

も
云
へ
ず
苦
し
さ
う
に
︑
長
く
煙
の
外
へ
飛
ば
せ
ま
し
た
︒
続
い
て
又
︑
二
声
三
声

︱
私
た
ち
は
我
知
ら
ず
︑
あ
つ
と
同
音
に

叫
び
ま
し
た
︒
壁
代
の
や
う
な
焔
を
後
に
し
て
︑
娘
の
肩
に
縋
つ
て
ゐ
る
の
は
︑
堀
河
の
後
邸
に
繋
い
で
あ
つ
た
︑
あ
の
良
秀
と

渾
名
の
あ
る
︑
猿
だ
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
︒
そ
の
猿
が
何
処
を
ど
う
し
て
こ
の
御
所
ま
で
︑
忍
ん
で
来
た
か
︑
そ
れ
は
勿

論
誰
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
︒
が
︑
日
頃
可
愛
が
つ
て
く
れ
た
娘
な
れ
ば
こ
そ
︑
猿
も
一
し
ょ
に
火
の
中
へ
は
ひ
っ
た
の
で
ご
ざ
い

ま
せ
う
︵
同
上
︑
一
九
七
頁
︶︒

小
猿
は
娘
に
殉
死
す
る
︒
娘
が
焼
か
れ
る
光
景
を
両
手
を
伸
ば
し
て
た
だ
見
て
い
る
良
秀
を
責
め
る
以
前
に
︑
読
者
は
小
猿
の
行
動
に

心
打
た
れ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
芥
川
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ッ
ト
を
設
定
し
た
の
か
︒
小
猿
の
死
は
本
作
の
主
題
に
︑
い
か
に
関

わ
っ
て
い
る
の
か
︒
こ
の
点
は
掘
り
下
げ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
小
猿
が
﹁
火
の
燃
え
さ
か
る
車
の
中
﹂
に
飛
び
込
ん
で
か
ら
︑

良
秀
に
は
ど
の
よ
う
な
心
理
変
化
が
あ
っ
た
の
か
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
て
考
察
を
進
め
る
た
め
に
︑
ま
ず
は
以
下
で
︑
小
猿
が
車
へ
飛
び

︵
5
︶ 

﹁
人
間
と
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
猿
の
純
真
さ
が
浮
か
び
上
が
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
﹂︵
石
割
︑
一
九
八
七
︑
二
五
頁
︶
と
の
指
摘
が

な
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
良
秀
の
獣
性
が
引
き
立
て
ら
れ
る
と
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
絵
師
良
秀
の
獣
性
は
そ
の
芸
術
上

の
野
心
を
支
え
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
真
の
芸
術
家
と
い
う
の
は
︑
人
間
が
本
来
持
つ
原
始
的
な
一
面
を
表
出
さ
せ
る
の

だ
︑
と
作
者
は
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
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小
猿
と
良
秀
と
の
間
に
は
︑
い
く
つ
か
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
︒
一
つ
は
周
囲
の
人
間
に
笑
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
名

前
が
重
な
る
点
で
あ
る
︒
良
秀
に
は
︑﹁
立
居
振
舞
が
猿
の
や
う
だ
と
か
申
し
ま
し
て
︑
猿
秀
と
云
ふ
諢
名
ま
で
つ
け
た
事
が
ご
ざ
い
ま

し
た
﹂︵
同
上
︑
一
五
八
頁
︶︒
そ
し
て
小
猿
に
は
︑﹁
悪
戯
盛
り
の
若
殿
様
が
︑
良
秀
と
云
ふ
名
を
御
つ
け
に
な
り
ま
し
た
﹂︵
同
上
︑

一
五
九
頁
︶︒
小
猿
が
良
秀
の
娘
に
救
わ
れ
る
際
も
︑
娘
は
﹁
そ
れ
に
良
秀
と
申
し
ま
す
と
︑
父
が
御
折
檻
を
受
け
ま
す
や
う
で
︑
ど
う

も
唯
見
て
は
居
ら
れ
ま
せ
ぬ
﹂︵
同
上
︑
一
六
〇
頁
︶
と
語
り
︑
小
猿
に
良
秀
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
︒
小
猿
は
娘
に

助
け
ら
れ
て
か
ら
︑
彼
女
と
の
間
に
親
し
い
関
係
を
築
く
︒
そ
れ
は
猿
が
︑
あ
た
か
も
良
秀
の
代
わ
り
に
彼
女
を
見
守
っ
て
い
る
よ
う

に
さ
え
映
る
︒
小
猿
は
︑﹁
滅
多
に
娘
の
身
の
ま
は
り
を
離
れ
ま
せ
ん
︒
或
時
娘
の
風
邪
の
心
地
で
︑
床
に
就
き
ま
し
た
時
な
ど
も
︑
小

猿
は
ち
や
ん
と
そ
の
枕
も
と
に
坐
り
こ
ん
で
︑
気
の
せ
ゐ
か
心
細
さ
う
な
顔
を
し
な
が
ら
︑
頻
に
爪
を
嚙
ん
で
居
り
ま
し
た
﹂︵
同
上
︑

一
六
一
頁
︶
と
︑
い
か
に
も
人
間
ら
し
く
振
舞
う
)
5
(

︒
大
殿
様
か
ら
褒
美
が
あ
っ
た
際
に
︑
小
猿
は
﹁
恭
し
く
押
頂
き
ま
し
た
﹂︒
こ
の

よ
う
な
擬
人
法
を
通
し
︑
小
猿
の
人
間
性
を
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒

良
秀
と
娘
と
の
没
交
渉
の
間
に
︑
小
猿
が
娘
を
見
守
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
︒
と
り
わ
け
︑
彼
が
創
作
に

夢
中
に
な
っ
て
い
る
間
︑
娘
が
危
険
な
目
に
遭
っ
た
と
き
に
︑
必
死
に
助
け
を
呼
ぶ
小
猿
の
し
ぐ
さ
は
子
煩
悩
の
良
秀
以
上
だ
と
言
え

る
︒
良
秀
の
代
わ
り
に
︑
小
猿
は
誠
心
誠
意
そ
の
娘
を
見
守
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
数
々
の
小
猿
の
行
動
と
︑
絵

画
に
没
頭
す
る
あ
ま
り
娘
を
放
り
出
す
良
秀
の
存
在
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
︑
同
じ
名
前
を
共
有
す
る
両
者
は
︑
相
互
を
補
い

合
う
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
と
理
解
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
︒
良
秀
に
足
り
な
い
親
の
温
情
を
︑
十
分
に
小
猿
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
だ
︒
こ
れ
を
最
も
端
的
に
表
し
て
い
る
の
は
︑
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
︑
娘
が
焼
け
る
場
面
で
あ
る
︒

す
る
と
そ
の
夜
風
が
又
一
渡
り
︑
御
庭
の
木
々
の
梢
に
さ
つ
と
通
ふ

︱
と
誰
で
も
︑
思
ひ
ま
し
た
ろ
う
︒
さ
う
云
ふ
音
が
暗
い

空
を
︑
ど
こ
と
も
知
ら
ず
走
つ
た
と
思
ふ
と
︑
忽
ち
何
か
黒
い
も
の
が
︑
地
に
も
つ
か
ず
宙
に
も
飛
ば
ず
︑
鞠
の
や
う
に
踊
り
な

が
ら
︑
御
所
の
屋
根
か
ら
火
の
燃
え
さ
か
る
車
の
中
に
︑
の
け
反
っ
た
娘
の
肩
を
抱
い
て
︑
帛
を
裂
く
や
う
な
鋭
い
声
を
︑
何
と

も
云
へ
ず
苦
し
さ
う
に
︑
長
く
煙
の
外
へ
飛
ば
せ
ま
し
た
︒
続
い
て
又
︑
二
声
三
声

︱
私
た
ち
は
我
知
ら
ず
︑
あ
つ
と
同
音
に

叫
び
ま
し
た
︒
壁
代
の
や
う
な
焔
を
後
に
し
て
︑
娘
の
肩
に
縋
つ
て
ゐ
る
の
は
︑
堀
河
の
後
邸
に
繋
い
で
あ
つ
た
︑
あ
の
良
秀
と

渾
名
の
あ
る
︑
猿
だ
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
︒
そ
の
猿
が
何
処
を
ど
う
し
て
こ
の
御
所
ま
で
︑
忍
ん
で
来
た
か
︑
そ
れ
は
勿

論
誰
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
︒
が
︑
日
頃
可
愛
が
つ
て
く
れ
た
娘
な
れ
ば
こ
そ
︑
猿
も
一
し
ょ
に
火
の
中
へ
は
ひ
っ
た
の
で
ご
ざ
い

ま
せ
う
︵
同
上
︑
一
九
七
頁
︶︒

小
猿
は
娘
に
殉
死
す
る
︒
娘
が
焼
か
れ
る
光
景
を
両
手
を
伸
ば
し
て
た
だ
見
て
い
る
良
秀
を
責
め
る
以
前
に
︑
読
者
は
小
猿
の
行
動
に

心
打
た
れ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
芥
川
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ッ
ト
を
設
定
し
た
の
か
︒
小
猿
の
死
は
本
作
の
主
題
に
︑
い
か
に
関

わ
っ
て
い
る
の
か
︒
こ
の
点
は
掘
り
下
げ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
小
猿
が
﹁
火
の
燃
え
さ
か
る
車
の
中
﹂
に
飛
び
込
ん
で
か
ら
︑

良
秀
に
は
ど
の
よ
う
な
心
理
変
化
が
あ
っ
た
の
か
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
て
考
察
を
進
め
る
た
め
に
︑
ま
ず
は
以
下
で
︑
小
猿
が
車
へ
飛
び

︵
5
︶ 

﹁
人
間
と
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
猿
の
純
真
さ
が
浮
か
び
上
が
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
﹂︵
石
割
︑
一
九
八
七
︑
二
五
頁
︶
と
の
指
摘
が

な
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
良
秀
の
獣
性
が
引
き
立
て
ら
れ
る
と
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
絵
師
良
秀
の
獣
性
は
そ
の
芸
術
上

の
野
心
を
支
え
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
真
の
芸
術
家
と
い
う
の
は
︑
人
間
が
本
来
持
つ
原
始
的
な
一
面
を
表
出
さ
せ
る
の

だ
︑
と
作
者
は
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
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込
む
前
後
の
良
秀
の
変
化
を
引
用
し
て
お
く
︒

良
秀
の
そ
の
時
の
顔
つ
き
は
︑
今
で
も
私
は
忘
れ
ま
せ
ん
︒
思
は
ず
知
ら
ず
車
の
方
へ
駆
け
寄
ら
う
と
し
た
あ
の
男
は
︑
火
が
燃

え
上
る
と
同
時
に
︑
足
を
止
め
て
︑
や
は
り
手
を
さ
し
伸
ば
し
た
儘
︑
食
ひ
入
る
ば
か
り
の
眼
つ
き
を
し
て
︑
車
を
つ
つ
む
焔
煙

を
吸
ひ
つ
け
ら
れ
た
や
う
に
眺
め
て
居
り
ま
し
た
が
︑
満
身
に
浴
び
た
火
の
光
で
︑
皺
だ
ら
け
な
醜
い
顔
は
︑
髭
の
先
ま
で
も
よ

く
見
え
ま
す
︒
が
︑
そ
の
大
き
く
見
開
い
た
眼
の
中
と
云
ひ
︑
引
き
歪
め
た
唇
の
あ
た
り
と
云
ひ
︑
或
は
又
絶
え
ず
引
き
攣
つ
て

ゐ
る
頰
の
肉
の
震
へ
と
云
ひ
︑
良
秀
の
心
に
交
々
往
来
す
る
恐
れ
と
悲
し
み
と
驚
き
と
は
︑
歴
々
と
顔
に
描
か
れ
ま
し
た
︒
首
を

刎
ね
ら
れ
る
前
の
盗
人
で
も
︑
乃
至
は
十
王
の
庁
へ
引
き
出
さ
れ
た
︑
十
逆
五
悪
の
罪
人
で
も
︑
あ
あ
ま
で
苦
し
さ
う
な
顔
を
致

し
ま
す
ま
い
︒
こ
れ
に
は
流
石
に
あ
の
強
力
の
侍
で
さ
へ
︑
思
は
ず
色
を
変
へ
て
︑
畏
る
畏
る
大
殿
様
の
御
顔
を
仰
ぎ
ま
し
た

︵
同
上
︑
一
九
六
頁
︶︒

そ
の
火
の
柱
を
前
に
し
て
︑
凝
り
固
ま
つ
た
や
う
に
立
つ
て
ゐ
る
良
秀
は
︑

︱
何
と
云
ふ
不
思
議
な
事
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
︒
あ

の
さ
つ
き
ま
で
地
獄
の
責
苦
に
悩
ん
で
ゐ
た
や
う
な
良
秀
は
︑
今
は
云
ひ
や
う
の
な
い
輝
き
を
さ
な
が
ら
恍
惚
と
し
た
法
悦
の
輝

き
を
︑
皺
だ
ら
け
な
満
面
に
浮
べ
な
か
ら
︑
大
殿
様
の
御
前
も
忘
れ
た
の
か
︑
両
腕
を
し
つ
か
り
胸
に
組
ん
で
︑
佇
ん
で
ゐ
る
の

で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
︒
そ
れ
が
ど
う
も
あ
の
男
の
眼
の
中
に
は
︑
娘
の
悶
え
死
ぬ
有
様
が
映
つ
て
ゐ
な
い
や
う
な
の
で
ご
ざ
い

ま
す
︒
唯
美
し
い
火
焔
の
色
と
︑
そ
の
中
に
苦
し
む
女
人
の
姿
と
が
︑
限
り
な
く
心
を
悦
ば
せ
る

︱
さ
う
云
ふ
景
色
に
見
え
ま

し
た
︵
同
上
︑
一
九
八
頁
︶︒

上
段
の
描
写
か
ら
︑
娘
の
死
を
目
撃
す
る
良
秀
は
﹁
心
に
交
々
往
来
す
る
恐
れ
と
悲
し
み
と
驚
き
﹂
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
﹁
歴
々
と
顔

に
描
か
れ
﹂
る
ほ
ど
に
苦
し
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
︒
一
方
︑
下
段
の
引
用
は
猿
が
火
に
飛
び
こ
ん
で
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
︑﹁
さ
つ
き
ま

で
地
獄
の
責
苦
に
悩
ん
で
ゐ
た
や
う
な
良
秀
は
︑
今
は
云
ひ
や
う
の
な
い
輝
き
を
さ
な
が
ら
恍
惚
と
し
た
法
悦
の
輝
き
を
︑
皺
だ
ら
け

な
満
面
に
浮
べ
﹂︑﹁
唯
美
し
い
火
焔
の
色
と
︑
そ
の
中
に
苦
し
む
女
人
の
姿
と
が
︑
限
り
な
く
心
を
喜
ば
せ
る

︱
さ
う
云
ふ
景
色
に

見
え
ま
し
た
﹂
と
︑
す
っ
か
り
別
な
状
態
に
到
達
し
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
良
秀
の
変
化
を
促
し
た
の
は
︑
ほ
か

で
も
な
く
小
猿
の
死
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
瞬
間
︑
良
秀
は
彼
を
束
縛
す
る
世
間
並
み
の
親
子
の
愛
情
か
ら
解
放
さ
れ
︑
一
心
に
芸
術
家
で

あ
る
自
分
に
没
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ま
で
︑
残
り
の
屏
風
を
完
成
で
き
な
い
こ
と
に
﹁
涙
も
ろ
く
﹂
な
り
︑﹁
屏

風
の
画
が
思
ふ
や
う
に
描
け
な
い
位
の
事
で
︑
子
供
ら
し
く
泣
き
出
す
﹂
良
秀
は
︑
望
ん
で
い
た
実
際
の
地
獄
の
情
景
を
見
る
こ
と
が

で
き
た
た
め
︑﹁
恍
惚
と
し
た
法
悦
の
輝
き
を
﹂
顔
に
浮
か
べ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
前
提
条
件
と
し
て
は
︑
親
で
あ
る
自
分
の
存
在
を
切

り
捨
て
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
て
い
た
小
猿
の
死
に
よ
り
︑
良
秀
は
完
全
な
芸
術
家
と
い
う
身
分
を
手

に
入
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
だ
︒
親
子
の
愛
情
と
い
う
倫
理
観
を
乗
り
越
え
︑
い
わ
ば
仏
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
︑
小
猿
の

死
な
し
に
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
︒

﹁
地
獄
変
﹂
で
は
良
秀
の
人
物
像
は
吝
嗇
で
︑
非
情
な
男
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
こ
に
小
猿
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
︑
芥
川

は
一
人
の
完
全
な
人
間
像
を
作
り
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
つ
ま
り
︑
巧
み
に
プ
ロ
ッ
ト
を
組
み
合
わ
せ
︑
読
者
の
不
意
を
打
ち
感

動
を
与
え
る
こ
と
で
︑
良
秀
に
欠
け
て
い
た
情
愛
を
補
完
し
た
の
で
あ
る
︒
小
猿
に
良
秀
の
人
間
性
を
補
う
役
割
が
あ
る
の
だ
と
す
れ

ば
︑
小
猿
の
親
代
わ
り
の
奉
仕
に
は
︑
後
に
登
場
す
る
良
秀
の
芸
術
家
と
し
て
の
純
粋
な
一
面
を
引
き
立
て
る
効
果
も
期
待
で
き
る
︒

ま
た
︑
小
猿
の
人
間
ら
し
さ
に
︑
良
秀
の
原
始
的
な
︑
芸
術
家
ら
し
い
欲
望
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
︒
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込
む
前
後
の
良
秀
の
変
化
を
引
用
し
て
お
く
︒

良
秀
の
そ
の
時
の
顔
つ
き
は
︑
今
で
も
私
は
忘
れ
ま
せ
ん
︒
思
は
ず
知
ら
ず
車
の
方
へ
駆
け
寄
ら
う
と
し
た
あ
の
男
は
︑
火
が
燃

え
上
る
と
同
時
に
︑
足
を
止
め
て
︑
や
は
り
手
を
さ
し
伸
ば
し
た
儘
︑
食
ひ
入
る
ば
か
り
の
眼
つ
き
を
し
て
︑
車
を
つ
つ
む
焔
煙

を
吸
ひ
つ
け
ら
れ
た
や
う
に
眺
め
て
居
り
ま
し
た
が
︑
満
身
に
浴
び
た
火
の
光
で
︑
皺
だ
ら
け
な
醜
い
顔
は
︑
髭
の
先
ま
で
も
よ

く
見
え
ま
す
︒
が
︑
そ
の
大
き
く
見
開
い
た
眼
の
中
と
云
ひ
︑
引
き
歪
め
た
唇
の
あ
た
り
と
云
ひ
︑
或
は
又
絶
え
ず
引
き
攣
つ
て

ゐ
る
頰
の
肉
の
震
へ
と
云
ひ
︑
良
秀
の
心
に
交
々
往
来
す
る
恐
れ
と
悲
し
み
と
驚
き
と
は
︑
歴
々
と
顔
に
描
か
れ
ま
し
た
︒
首
を

刎
ね
ら
れ
る
前
の
盗
人
で
も
︑
乃
至
は
十
王
の
庁
へ
引
き
出
さ
れ
た
︑
十
逆
五
悪
の
罪
人
で
も
︑
あ
あ
ま
で
苦
し
さ
う
な
顔
を
致

し
ま
す
ま
い
︒
こ
れ
に
は
流
石
に
あ
の
強
力
の
侍
で
さ
へ
︑
思
は
ず
色
を
変
へ
て
︑
畏
る
畏
る
大
殿
様
の
御
顔
を
仰
ぎ
ま
し
た

︵
同
上
︑
一
九
六
頁
︶︒

そ
の
火
の
柱
を
前
に
し
て
︑
凝
り
固
ま
つ
た
や
う
に
立
つ
て
ゐ
る
良
秀
は
︑

︱
何
と
云
ふ
不
思
議
な
事
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
︒
あ

の
さ
つ
き
ま
で
地
獄
の
責
苦
に
悩
ん
で
ゐ
た
や
う
な
良
秀
は
︑
今
は
云
ひ
や
う
の
な
い
輝
き
を
さ
な
が
ら
恍
惚
と
し
た
法
悦
の
輝

き
を
︑
皺
だ
ら
け
な
満
面
に
浮
べ
な
か
ら
︑
大
殿
様
の
御
前
も
忘
れ
た
の
か
︑
両
腕
を
し
つ
か
り
胸
に
組
ん
で
︑
佇
ん
で
ゐ
る
の

で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
︒
そ
れ
が
ど
う
も
あ
の
男
の
眼
の
中
に
は
︑
娘
の
悶
え
死
ぬ
有
様
が
映
つ
て
ゐ
な
い
や
う
な
の
で
ご
ざ
い

ま
す
︒
唯
美
し
い
火
焔
の
色
と
︑
そ
の
中
に
苦
し
む
女
人
の
姿
と
が
︑
限
り
な
く
心
を
悦
ば
せ
る

︱
さ
う
云
ふ
景
色
に
見
え
ま

し
た
︵
同
上
︑
一
九
八
頁
︶︒

上
段
の
描
写
か
ら
︑
娘
の
死
を
目
撃
す
る
良
秀
は
﹁
心
に
交
々
往
来
す
る
恐
れ
と
悲
し
み
と
驚
き
﹂
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
﹁
歴
々
と
顔

に
描
か
れ
﹂
る
ほ
ど
に
苦
し
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
︒
一
方
︑
下
段
の
引
用
は
猿
が
火
に
飛
び
こ
ん
で
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
︑﹁
さ
つ
き
ま

で
地
獄
の
責
苦
に
悩
ん
で
ゐ
た
や
う
な
良
秀
は
︑
今
は
云
ひ
や
う
の
な
い
輝
き
を
さ
な
が
ら
恍
惚
と
し
た
法
悦
の
輝
き
を
︑
皺
だ
ら
け

な
満
面
に
浮
べ
﹂︑﹁
唯
美
し
い
火
焔
の
色
と
︑
そ
の
中
に
苦
し
む
女
人
の
姿
と
が
︑
限
り
な
く
心
を
喜
ば
せ
る

︱
さ
う
云
ふ
景
色
に

見
え
ま
し
た
﹂
と
︑
す
っ
か
り
別
な
状
態
に
到
達
し
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
良
秀
の
変
化
を
促
し
た
の
は
︑
ほ
か

で
も
な
く
小
猿
の
死
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
瞬
間
︑
良
秀
は
彼
を
束
縛
す
る
世
間
並
み
の
親
子
の
愛
情
か
ら
解
放
さ
れ
︑
一
心
に
芸
術
家
で

あ
る
自
分
に
没
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ま
で
︑
残
り
の
屏
風
を
完
成
で
き
な
い
こ
と
に
﹁
涙
も
ろ
く
﹂
な
り
︑﹁
屏

風
の
画
が
思
ふ
や
う
に
描
け
な
い
位
の
事
で
︑
子
供
ら
し
く
泣
き
出
す
﹂
良
秀
は
︑
望
ん
で
い
た
実
際
の
地
獄
の
情
景
を
見
る
こ
と
が

で
き
た
た
め
︑﹁
恍
惚
と
し
た
法
悦
の
輝
き
を
﹂
顔
に
浮
か
べ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
前
提
条
件
と
し
て
は
︑
親
で
あ
る
自
分
の
存
在
を
切

り
捨
て
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
て
い
た
小
猿
の
死
に
よ
り
︑
良
秀
は
完
全
な
芸
術
家
と
い
う
身
分
を
手

に
入
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
だ
︒
親
子
の
愛
情
と
い
う
倫
理
観
を
乗
り
越
え
︑
い
わ
ば
仏
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
︑
小
猿
の

死
な
し
に
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
︒

﹁
地
獄
変
﹂
で
は
良
秀
の
人
物
像
は
吝
嗇
で
︑
非
情
な
男
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
こ
に
小
猿
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
︑
芥
川

は
一
人
の
完
全
な
人
間
像
を
作
り
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
つ
ま
り
︑
巧
み
に
プ
ロ
ッ
ト
を
組
み
合
わ
せ
︑
読
者
の
不
意
を
打
ち
感

動
を
与
え
る
こ
と
で
︑
良
秀
に
欠
け
て
い
た
情
愛
を
補
完
し
た
の
で
あ
る
︒
小
猿
に
良
秀
の
人
間
性
を
補
う
役
割
が
あ
る
の
だ
と
す
れ

ば
︑
小
猿
の
親
代
わ
り
の
奉
仕
に
は
︑
後
に
登
場
す
る
良
秀
の
芸
術
家
と
し
て
の
純
粋
な
一
面
を
引
き
立
て
る
効
果
も
期
待
で
き
る
︒

ま
た
︑
小
猿
の
人
間
ら
し
さ
に
︑
良
秀
の
原
始
的
な
︑
芸
術
家
ら
し
い
欲
望
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
︒
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二
、
絵
師
良
秀
の
死
に
つ
い
て

小
猿
の
死
に
よ
り
︑
良
秀
は
初
め
て
純
粋
な
芸
術
家
と
な
り
お
お
せ
る
︒
彼
は
芸
術
家
と
し
て
の
本
能
で
あ
る
野
性
を
開
放
し
︑
娘

が
焼
け
る
光
景
を
絵
画
の
素
材
と
し
て
冷
静
に
観
察
し
た
︒
し
か
し
一
ヵ
月
後
︑
地
獄
変
の
屏
風
を
完
成
さ
せ
た
良
秀
は
︑
翌
日
の
夜

に
自
殺
を
す
る
︒
な
ぜ
彼
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︒
本
節
で
は
彼
を
め
ぐ
る
周
囲
の
評
価
を
手
が
か
り
に
︑
地
獄
変
の
完
成

に
お
け
る
良
秀
の
死
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
︒

娘
の
死
を
無
我
夢
中
で
見
届
け
︑
望
み
ど
お
り
の
地
獄
の
情
景
を
眼
前
に
す
る
良
秀
の
神
々
し
さ
に
︑
そ
の
場
に
臨
席
し
た
大
殿
や

語
り
手
の
﹁
私
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
家
来
︑
さ
ら
に
夜
鳥
ま
で
が
驚
愕
し
た
︒
だ
が
そ
の
後
世
間
に
流
れ
た
良
秀
に
対
す
る
評
価
は
芳

し
く
な
い
︒

そ
れ
か
ら
あ
の
良
秀
が
︑
目
前
で
娘
を
焼
き
殺
さ
れ
な
が
ら
︑
そ
れ
で
も
屏
風
の
画
を
描
き
た
い
と
云
ふ
そ
の
木
石
の
よ
う
な
心

も
ち
が
︑
や
は
り
何
か
と
あ
げ
つ
ら
は
れ
た
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
中
に
は
あ
の
男
を
罵
つ
て
︑
画
の
為
に
は
親
子
の
情
愛
も
忘

れ
て
し
ま
ふ
︑
人
面
獣
心
の
曲
者
だ
な
ど
と
申
す
も
の
も
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
あ
の
横
川
の
僧
都
様
な
ど
は
︑
か
う
云
ふ
考
へ
に
味

方
を
な
す
つ
た
御
一
人
で
︑﹁
如
何
に
一
芸
一
能
に
秀
で
や
う
と
も
︑
人
と
し
て
五
常
を
弁
へ
ね
ば
︑
地
獄
へ
堕
ち
る
外
は
な
い
﹂

な
ど
と
︑
よ
く
仰
有
つ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︵
同
上
︑
一
九
九
~
二
〇
〇
頁
︶︒

世
間
の
目
に
は
︑
親
子
の
情
愛
と
い
う
倫
理
道
徳
観
は
︑
明
ら
か
に
芸
術
を
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
雪
解
の
御
所
で
娘
を
見

殺
し
に
し
た
良
秀
の
行
為
は
さ
ん
ざ
ん
非
難
さ
れ
て
し
ま
う
︒
そ
の
中
で
も
︑
こ
と
さ
ら
に
﹁
あ
の
横
川
の
僧
都
様
﹂
の
名
前
が
強
調

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
︒
言
う
ま
で
も
な
く
﹁
横
川
の
僧
都
様
﹂
は
一
般
的
な
道
徳
倫
理
の
頂
点
に
位
置
す
る
存
在
で

あ
り
︑
一
般
人
を
教
育
す
る
役
回
り
が
期
待
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
身
分
の
高
い
人
で
さ
え
︑
良
秀
を
罵
倒
す
る
側
に
立
っ
た
と

い
う
こ
と
は
︑
人
と
し
て
五
常
を
弁
え
る
こ
と
の
重
要
性
に
加
え
て
︑
芸
術
が
先
行
す
る
よ
う
な
道
徳
倫
理
観
に
対
す
る
根
強
い
反
感

が
︑
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒

む
ろ
ん
芥
川
が
︑
芸
術
は
す
べ
て
を
超
越
す
る
と
い
う
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
﹁
芸
術
至
上
主
義
﹂
に
も
近
い
テ
ー
ゼ
を
証
明
し

よ
う
と
し
た
の
だ
と
指
摘
す
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
︒
そ
れ
は
上
記
の
横
川
の
僧
都
様
が
︑
良
秀
の
屏
風
を
実
際
目
に
し
て
か
ら
の
評

価
に
も
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
彼
は
﹁
そ
れ
ま
で
は
苦
い
顔
を
な
さ
り
な
が
ら
︑
良
秀
の
方
を
じ
ろ
じ
ろ
睨
め
つ
け
て
﹂
い
た
の
が
︑

﹁
思
は
ず
知
ら
ず
膝
を
打
つ
て
︑﹁
出
か
し
居
つ
た
﹂
と
﹂︵
同
上
︑
二
〇
〇
頁
︶︑
屏
風
を
高
く
評
価
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒﹁
思
は
ず

知
は
ず
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
︑
僧
都
様
の
行
動
は
あ
く
ま
で
そ
の
屏
風
に
魅
入
ら
れ
て
の
︑
無
意
識
の
行
為
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

僧
都
様
の
褒
め
言
葉
は
良
秀
で
は
な
く
︑
目
の
前
に
展
示
さ
れ
る
屏
風
の
出
来
を
対
象
と
し
て
い
る
は
ず
だ
が
︑
そ
れ
は
ま
た
良
秀
の

腕
前
に
対
す
る
間
接
的
な
肯
定
に
も
な
る
︒

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
良
秀
は
﹁
屏
風
の
出
来
上
つ
た
次
の
夜
に
︑
自
分
の
部
屋
の
梁
へ
縄
を
か
け
て
︑
縊
れ
て
死
ん
だ
﹂
の

で
あ
る
︒
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二
、
絵
師
良
秀
の
死
に
つ
い
て

小
猿
の
死
に
よ
り
︑
良
秀
は
初
め
て
純
粋
な
芸
術
家
と
な
り
お
お
せ
る
︒
彼
は
芸
術
家
と
し
て
の
本
能
で
あ
る
野
性
を
開
放
し
︑
娘

が
焼
け
る
光
景
を
絵
画
の
素
材
と
し
て
冷
静
に
観
察
し
た
︒
し
か
し
一
ヵ
月
後
︑
地
獄
変
の
屏
風
を
完
成
さ
せ
た
良
秀
は
︑
翌
日
の
夜

に
自
殺
を
す
る
︒
な
ぜ
彼
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︒
本
節
で
は
彼
を
め
ぐ
る
周
囲
の
評
価
を
手
が
か
り
に
︑
地
獄
変
の
完
成

に
お
け
る
良
秀
の
死
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
︒

娘
の
死
を
無
我
夢
中
で
見
届
け
︑
望
み
ど
お
り
の
地
獄
の
情
景
を
眼
前
に
す
る
良
秀
の
神
々
し
さ
に
︑
そ
の
場
に
臨
席
し
た
大
殿
や

語
り
手
の
﹁
私
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
家
来
︑
さ
ら
に
夜
鳥
ま
で
が
驚
愕
し
た
︒
だ
が
そ
の
後
世
間
に
流
れ
た
良
秀
に
対
す
る
評
価
は
芳

し
く
な
い
︒

そ
れ
か
ら
あ
の
良
秀
が
︑
目
前
で
娘
を
焼
き
殺
さ
れ
な
が
ら
︑
そ
れ
で
も
屏
風
の
画
を
描
き
た
い
と
云
ふ
そ
の
木
石
の
よ
う
な
心

も
ち
が
︑
や
は
り
何
か
と
あ
げ
つ
ら
は
れ
た
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
中
に
は
あ
の
男
を
罵
つ
て
︑
画
の
為
に
は
親
子
の
情
愛
も
忘

れ
て
し
ま
ふ
︑
人
面
獣
心
の
曲
者
だ
な
ど
と
申
す
も
の
も
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
あ
の
横
川
の
僧
都
様
な
ど
は
︑
か
う
云
ふ
考
へ
に
味

方
を
な
す
つ
た
御
一
人
で
︑﹁
如
何
に
一
芸
一
能
に
秀
で
や
う
と
も
︑
人
と
し
て
五
常
を
弁
へ
ね
ば
︑
地
獄
へ
堕
ち
る
外
は
な
い
﹂

な
ど
と
︑
よ
く
仰
有
つ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︵
同
上
︑
一
九
九
~
二
〇
〇
頁
︶︒

世
間
の
目
に
は
︑
親
子
の
情
愛
と
い
う
倫
理
道
徳
観
は
︑
明
ら
か
に
芸
術
を
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
雪
解
の
御
所
で
娘
を
見

殺
し
に
し
た
良
秀
の
行
為
は
さ
ん
ざ
ん
非
難
さ
れ
て
し
ま
う
︒
そ
の
中
で
も
︑
こ
と
さ
ら
に
﹁
あ
の
横
川
の
僧
都
様
﹂
の
名
前
が
強
調

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
︒
言
う
ま
で
も
な
く
﹁
横
川
の
僧
都
様
﹂
は
一
般
的
な
道
徳
倫
理
の
頂
点
に
位
置
す
る
存
在
で

あ
り
︑
一
般
人
を
教
育
す
る
役
回
り
が
期
待
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
身
分
の
高
い
人
で
さ
え
︑
良
秀
を
罵
倒
す
る
側
に
立
っ
た
と

い
う
こ
と
は
︑
人
と
し
て
五
常
を
弁
え
る
こ
と
の
重
要
性
に
加
え
て
︑
芸
術
が
先
行
す
る
よ
う
な
道
徳
倫
理
観
に
対
す
る
根
強
い
反
感

が
︑
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒

む
ろ
ん
芥
川
が
︑
芸
術
は
す
べ
て
を
超
越
す
る
と
い
う
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
﹁
芸
術
至
上
主
義
﹂
に
も
近
い
テ
ー
ゼ
を
証
明
し

よ
う
と
し
た
の
だ
と
指
摘
す
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
︒
そ
れ
は
上
記
の
横
川
の
僧
都
様
が
︑
良
秀
の
屏
風
を
実
際
目
に
し
て
か
ら
の
評

価
に
も
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
彼
は
﹁
そ
れ
ま
で
は
苦
い
顔
を
な
さ
り
な
が
ら
︑
良
秀
の
方
を
じ
ろ
じ
ろ
睨
め
つ
け
て
﹂
い
た
の
が
︑

﹁
思
は
ず
知
ら
ず
膝
を
打
つ
て
︑﹁
出
か
し
居
つ
た
﹂
と
﹂︵
同
上
︑
二
〇
〇
頁
︶︑
屏
風
を
高
く
評
価
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒﹁
思
は
ず

知
は
ず
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
︑
僧
都
様
の
行
動
は
あ
く
ま
で
そ
の
屏
風
に
魅
入
ら
れ
て
の
︑
無
意
識
の
行
為
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

僧
都
様
の
褒
め
言
葉
は
良
秀
で
は
な
く
︑
目
の
前
に
展
示
さ
れ
る
屏
風
の
出
来
を
対
象
と
し
て
い
る
は
ず
だ
が
︑
そ
れ
は
ま
た
良
秀
の

腕
前
に
対
す
る
間
接
的
な
肯
定
に
も
な
る
︒

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
良
秀
は
﹁
屏
風
の
出
来
上
つ
た
次
の
夜
に
︑
自
分
の
部
屋
の
梁
へ
縄
を
か
け
て
︑
縊
れ
て
死
ん
だ
﹂
の

で
あ
る
︒
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そ
れ
以
来
あ
の
男
を
悪
く
云
ふ
も
の
は
︑
少
な
く
と
も
御
邸
の
中
だ
け
で
は
︑
殆
ど
一
人
も
ゐ
な
く
な
り
ま
し
た
︒
誰
で
も
あ
の

屏
風
を
見
る
も
の
は
︑
如
何
に
日
頃
良
秀
を
憎
く
思
つ
て
ゐ
る
に
せ
よ
︑
不
思
議
に
厳
か
な
心
も
ち
に
打
た
れ
て
︑
炎
熱
地
獄
の

大
苦
艱
を
如
実
に
感
じ
る
か
ら
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
う
か
︵
同
上
︶︒

こ
れ
ま
で
良
秀
を
酷
評
し
て
い
た
人
々
は
屏
風
に
感
動
し
︑
彼
を
非
難
し
な
く
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
事
態
を
促
し
た
の
は
恐
ら
く
彼
の

自
殺
だ
ろ
う
︒
子
煩
悩
で
あ
り
︑
大
殿
か
ら
娘
を
守
ろ
う
と
し
た
良
秀
が
︑
五
常
を
弁
え
な
い
﹁
人
面
獣
心
の
曲
者
﹂
の
は
ず
は
な
い
︒

た
だ
絵
画
の
創
作
に
取
り
掛
か
る
と
︑
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
つ
ま
り
親
で
あ
る
良
秀
と
︑
絵
師
で
あ
る
良
秀
の
間
に
亀
裂
が
生
じ
︑

統
一
し
た
個
体
と
し
て
存
在
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
僧
都
様
は
地
獄
変
の
屏
風
に
感
動
し
た
と
き
︑
親
で
あ
る
良
秀
よ
り
︑

絵
師
で
あ
る
良
秀
の
ほ
う
を
意
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
自
殺
に
よ
り
︑
芸
術
家
と
し
て
の
良
秀
は
も
と
よ
り
︑
親
で
あ
る
良
秀
も

ま
た
︑
世
間
の
非
難
を
免
れ
た
の
で
あ
る
︒
語
り
手
の
﹁
一
人
娘
に
先
立
て
た
あ
の
男
は
︑
恐
ら
く
安
閑
と
し
て
生
き
な
が
ら
へ
る
の

に
堪
へ
な
か
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
﹂︵
同
上
︶
と
い
う
解
釈
か
ら
も
そ
れ
が
窺
え
よ
う
︒

地
獄
変
は
現
実
の
出
来
事
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
人
間
世
界
こ
そ
が
地
獄
で
あ
る
︑
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
の
だ
︒

そ
れ
を
描
い
た
良
秀
は
誰
よ
り
も
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
ろ
う
︒
屏
風
を
完
成
し
た
彼
は
︑
日
常
に
復
帰
し
︑
娘
の
死
に
直
面

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑
自
分
の
行
為
が
招
い
た
世
間
の
指
弾
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
は
芸
術
家
と
し
て
の
自
分

の
宿
命
で
あ
る
と
良
秀
は
意
識
し
て
い
た
は
ず
だ
︒
そ
れ
で
も
や
は
り
︑
彼
は
自
殺
し
た
の
で
あ
る
︒
芥
川
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
結
末

を
用
意
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
︑
良
秀
の
自
殺
が
︑
彼
の
親
と
し
て
の
面
と
︑
芸
術
家
と
し
て
の
面
と
の
間
に
あ
っ
た
亀
裂
を

埋
め
︑
両
者
を
統
一
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
肉
体
の
消
滅
と
引
き
換
え
に
︑
自
ら
の
芸
術
を
永
遠
に
人
々
の
心
に
刻
み
込

む
こ
と
に
︑
良
秀
は
成
功
し
た
の
で
あ
る
︒
彼
の
自
殺
は
娘
の
死
か
ら
く
る
耐
え
が
た
い
呵
責
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
︑
本
朝
一
の
絵

師
と
い
う
空
前
絶
後
の
地
位
を
固
め
た
い
と
い
う
野
心
に
よ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
そ
の
決
心
と
行
動
は
世
間
の
度
肝
を
抜
い

た
︒
だ
か
ら
こ
そ
彼
の
死
後
︑
そ
の
墓
も
﹁
と
う
の
昔
誰
の
墓
と
も
知
れ
な
い
や
う
に
︑
苔
蒸
し
て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
﹂

と
言
わ
れ
る
よ
う
な
︑
い
わ
ば
タ
ブ
ー
と
な
っ
た
の
だ
︒

良
秀
の
死
後
︑
地
獄
変
の
屏
風
に
感
動
し
た
人
々
は
彼
の
人
間
性
を
攻
撃
し
な
く
な
り
︑
却
っ
て
屏
風
を
有
難
が
っ
た
こ
と
が
﹁
私
﹂

に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
︒
良
秀
は
自
殺
に
よ
り
︑
表
向
き
に
父
と
し
て
の
責
任
を
果
た
し
た
の
で
あ
り
︑
同
時
に
︑
前
人
未
到
の
芸

術
的
な
境
地
に
も
至
っ
た
の
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
芥
川
は
こ
の
作
品
に
よ
り
︑
完
全
な
芸
術
家
を
超
え
た
︑
完
全
な
人
間
の
可

能
性
を
模
索
し
よ
う
と
し
た
と
指
摘
で
き
る
︒

三
、
娘
の
死
に
つ
い
て

最
後
に
︑
良
秀
の
娘
の
死
に
つ
い
て
考
え
よ
う
︒
屏
風
地
獄
変
の
内
容
は
︑
良
秀
が
自
分
の
娘
が
実
際
に
焼
け
る
場
面
を
描
い
た
も

の
で
あ
り
︑
衝
撃
的
で
あ
る
︒
そ
の
悲
劇
こ
そ
が
︑
読
者
に
と
っ
て
も
感
動
の
源
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
そ
れ
で

は
︑
娘
の
死
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒

主
人
公
の
良
秀
の
人
物
に
関
す
る
描
写
は
仔
細
で
あ
る
が
︑
一
方
︑
屏
風
の
主
人
公
で
あ
る
娘
に
つ
い
て
の
情
報
は
多
く
な
い
︒
と

く
に
彼
女
の
心
理
に
立
ち
入
る
描
写
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
︒
た
だ
語
り
手
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
は
﹁
愛
嬌
の
あ
る
娘
﹂
で
︑﹁
思
ひ

や
り
の
深
い
︑
年
よ
り
は
ま
せ
た
︑
悧
巧
な
生
ま
れ
つ
き
﹂
で
︑﹁
よ
く
気
が
つ
く
﹂
と
評
判
も
よ
い
︒
娘
は
す
で
に
十
五
歳
で
あ
り
︑
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そ
れ
以
来
あ
の
男
を
悪
く
云
ふ
も
の
は
︑
少
な
く
と
も
御
邸
の
中
だ
け
で
は
︑
殆
ど
一
人
も
ゐ
な
く
な
り
ま
し
た
︒
誰
で
も
あ
の

屏
風
を
見
る
も
の
は
︑
如
何
に
日
頃
良
秀
を
憎
く
思
つ
て
ゐ
る
に
せ
よ
︑
不
思
議
に
厳
か
な
心
も
ち
に
打
た
れ
て
︑
炎
熱
地
獄
の

大
苦
艱
を
如
実
に
感
じ
る
か
ら
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
う
か
︵
同
上
︶︒

こ
れ
ま
で
良
秀
を
酷
評
し
て
い
た
人
々
は
屏
風
に
感
動
し
︑
彼
を
非
難
し
な
く
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
事
態
を
促
し
た
の
は
恐
ら
く
彼
の

自
殺
だ
ろ
う
︒
子
煩
悩
で
あ
り
︑
大
殿
か
ら
娘
を
守
ろ
う
と
し
た
良
秀
が
︑
五
常
を
弁
え
な
い
﹁
人
面
獣
心
の
曲
者
﹂
の
は
ず
は
な
い
︒

た
だ
絵
画
の
創
作
に
取
り
掛
か
る
と
︑
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
つ
ま
り
親
で
あ
る
良
秀
と
︑
絵
師
で
あ
る
良
秀
の
間
に
亀
裂
が
生
じ
︑

統
一
し
た
個
体
と
し
て
存
在
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
僧
都
様
は
地
獄
変
の
屏
風
に
感
動
し
た
と
き
︑
親
で
あ
る
良
秀
よ
り
︑

絵
師
で
あ
る
良
秀
の
ほ
う
を
意
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
自
殺
に
よ
り
︑
芸
術
家
と
し
て
の
良
秀
は
も
と
よ
り
︑
親
で
あ
る
良
秀
も

ま
た
︑
世
間
の
非
難
を
免
れ
た
の
で
あ
る
︒
語
り
手
の
﹁
一
人
娘
に
先
立
て
た
あ
の
男
は
︑
恐
ら
く
安
閑
と
し
て
生
き
な
が
ら
へ
る
の

に
堪
へ
な
か
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
﹂︵
同
上
︶
と
い
う
解
釈
か
ら
も
そ
れ
が
窺
え
よ
う
︒

地
獄
変
は
現
実
の
出
来
事
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
人
間
世
界
こ
そ
が
地
獄
で
あ
る
︑
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
の
だ
︒

そ
れ
を
描
い
た
良
秀
は
誰
よ
り
も
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
ろ
う
︒
屏
風
を
完
成
し
た
彼
は
︑
日
常
に
復
帰
し
︑
娘
の
死
に
直
面

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑
自
分
の
行
為
が
招
い
た
世
間
の
指
弾
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
は
芸
術
家
と
し
て
の
自
分

の
宿
命
で
あ
る
と
良
秀
は
意
識
し
て
い
た
は
ず
だ
︒
そ
れ
で
も
や
は
り
︑
彼
は
自
殺
し
た
の
で
あ
る
︒
芥
川
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
結
末

を
用
意
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
︑
良
秀
の
自
殺
が
︑
彼
の
親
と
し
て
の
面
と
︑
芸
術
家
と
し
て
の
面
と
の
間
に
あ
っ
た
亀
裂
を

埋
め
︑
両
者
を
統
一
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
肉
体
の
消
滅
と
引
き
換
え
に
︑
自
ら
の
芸
術
を
永
遠
に
人
々
の
心
に
刻
み
込

む
こ
と
に
︑
良
秀
は
成
功
し
た
の
で
あ
る
︒
彼
の
自
殺
は
娘
の
死
か
ら
く
る
耐
え
が
た
い
呵
責
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
︑
本
朝
一
の
絵

師
と
い
う
空
前
絶
後
の
地
位
を
固
め
た
い
と
い
う
野
心
に
よ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
そ
の
決
心
と
行
動
は
世
間
の
度
肝
を
抜
い

た
︒
だ
か
ら
こ
そ
彼
の
死
後
︑
そ
の
墓
も
﹁
と
う
の
昔
誰
の
墓
と
も
知
れ
な
い
や
う
に
︑
苔
蒸
し
て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
﹂

と
言
わ
れ
る
よ
う
な
︑
い
わ
ば
タ
ブ
ー
と
な
っ
た
の
だ
︒

良
秀
の
死
後
︑
地
獄
変
の
屏
風
に
感
動
し
た
人
々
は
彼
の
人
間
性
を
攻
撃
し
な
く
な
り
︑
却
っ
て
屏
風
を
有
難
が
っ
た
こ
と
が
﹁
私
﹂

に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
︒
良
秀
は
自
殺
に
よ
り
︑
表
向
き
に
父
と
し
て
の
責
任
を
果
た
し
た
の
で
あ
り
︑
同
時
に
︑
前
人
未
到
の
芸

術
的
な
境
地
に
も
至
っ
た
の
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
芥
川
は
こ
の
作
品
に
よ
り
︑
完
全
な
芸
術
家
を
超
え
た
︑
完
全
な
人
間
の
可

能
性
を
模
索
し
よ
う
と
し
た
と
指
摘
で
き
る
︒

三
、
娘
の
死
に
つ
い
て

最
後
に
︑
良
秀
の
娘
の
死
に
つ
い
て
考
え
よ
う
︒
屏
風
地
獄
変
の
内
容
は
︑
良
秀
が
自
分
の
娘
が
実
際
に
焼
け
る
場
面
を
描
い
た
も

の
で
あ
り
︑
衝
撃
的
で
あ
る
︒
そ
の
悲
劇
こ
そ
が
︑
読
者
に
と
っ
て
も
感
動
の
源
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
そ
れ
で

は
︑
娘
の
死
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒

主
人
公
の
良
秀
の
人
物
に
関
す
る
描
写
は
仔
細
で
あ
る
が
︑
一
方
︑
屏
風
の
主
人
公
で
あ
る
娘
に
つ
い
て
の
情
報
は
多
く
な
い
︒
と

く
に
彼
女
の
心
理
に
立
ち
入
る
描
写
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
︒
た
だ
語
り
手
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
は
﹁
愛
嬌
の
あ
る
娘
﹂
で
︑﹁
思
ひ

や
り
の
深
い
︑
年
よ
り
は
ま
せ
た
︑
悧
巧
な
生
ま
れ
つ
き
﹂
で
︑﹁
よ
く
気
が
つ
く
﹂
と
評
判
も
よ
い
︒
娘
は
す
で
に
十
五
歳
で
あ
り
︑
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平
安
時
代
で
は
結
婚
す
べ
き
年
齢
で
あ
る
が
︑
良
秀
は
可
愛
さ
の
あ
ま
り
婿
を
取
ら
せ
な
い
︒
娘
も
そ
の
良
秀
の
言
い
な
り
で
︑
不
満

は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
小
女
房
に
上
が
っ
た
ば
か
り
の
彼
女
は
︑
堂
々
と
若
殿
様
に
立
ち
向
か
い
︑
小
猿
を
助
け
よ
う
と
し
た
︒

優
し
さ
が
窺
え
る
と
同
時
に
︑﹁
父
が
御
折
檻
を
受
け
ま
す
や
う
で
︑
ど
う
も
唯
み
て
は
居
ら
れ
ま
せ
ぬ
﹂
と
い
う
心
情
に
︑
良
秀
に
対

す
る
深
い
愛
情
も
読
み
取
れ
る
︒﹁
地
獄
変
﹂
で
は
︑
娘
は
父
親
の
芸
術
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑

親
孝
行
で
︑
気
の
優
し
い
娘
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒

娘
は
な
ぜ
車
に
乗
せ
ら
れ
る
こ
と
に
反
抗
す
る
気
配
さ
え
示
さ
な
か
っ
た
の
か
︒
大
殿
と
い
う
権
力
者
に
逆
ら
う
こ
と
は
無
意
味
か

も
し
れ
な
い
が
︑
檳
榔
毛
の
車
に
載
せ
ら
れ
る
ま
で
に
も
︑
娘
は
嫌
な
思
い
を
し
た
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
例
え
ば
語
り
手
が

あ
る
夜
に
目
撃
し
た
︑
娘
が
何
者
か
に
襲
わ
れ
た
事
件
が
で
あ
る
︒﹁
私
﹂
は
二
度
も
そ
の
相
手
の
名
前
を
聞
き
出
そ
う
と
し
た
が
︑
娘

は
口
を
開
か
な
か
っ
た
︒
も
し
相
手
が
大
殿
か
若
殿
で
あ
っ
た
な
ら
︑
そ
れ
を
話
す
こ
と
で
自
分
の
身
に
も
父
親
に
も
迷
惑
が
か
か
る

こ
と
を
彼
女
は
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
)
6
(

︒
良
秀
が
屏
風
制
作
に
熱
中
し
て
い
る
間
︑
娘
は
一
切
邪
魔
を
せ
ず
︑
一
人
で
辛
い
事

件
に
耐
え
る
︒
こ
れ
は
父
親
の
芸
術
に
対
す
る
深
い
理
解
の
表
れ
で
あ
る
︒
良
秀
は
地
獄
の
情
景
を
実
際
に
見
て
み
た
い
と
口
に
し
て

い
る
か
ら
︑
娘
が
父
親
と
大
殿
と
の
や
り
と
り
を
︑
火
の
車
に
か
け
ら
れ
る
直
前
ま
で
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
そ

れ
で
も
︑
娘
は
大
殿
の
思
惑
通
り
︑
雪
解
の
御
所
に
連
れ
て
こ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
︒

娘
は
﹁
髪
を
口
に
嚙
み
な
が
ら
︑
縛
め
の
鎖
も
切
れ
る
ば
か
り
身
悶
え
を
し
た
有
様
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
火
に
焼
か
れ
る
外
的
な
苦

し
み
の
表
現
で
し
か
な
い
︒
し
か
し
そ
の
髪
を
嚙
む
姿
は
︑
襲
わ
れ
た
夜
︑
犯
人
を
聞
き
だ
そ
う
と
す
る
﹁
私
﹂
に
対
し
て
︑﹁
唇
を
嚙

み
な
が
ら
︑
黙
つ
て
首
を
ふ
り
﹂︑﹁
前
よ
り
も
緊
く
唇
を
噛
み
し
め
て
﹂
い
た
姿
と
明
ら
か
に
重
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
物
理
的
な

痛
み
へ
の
忍
耐
で
も
あ
る
が
︑
運
命
を
受
け
入
れ
る
決
心
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
娘
が
自
分
の
運
命
を
感
じ
︑
意
識

的
に
そ
れ
に
従
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
ま
さ
に
父
親
の
芸
術
の
た
め
の
自
己
犠
牲
な
の
で
あ
る
︒

芥
川
の
創
作
ノ
ー
ト
を
見
る
と
︑﹁
大
殿
は
地
獄
変
の
屏
風
と
共
に
娘
を
返
す
約
束
を
す
る
﹂
と
あ
る
︒
彼
女
の
死
は
必
須
で
は
な

か
っ
た
の
だ
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
小
猿
の
殉
死
も
必
要
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
だ
が
結
局
︑
両
者
は
作
品
に
お
い
て
濃
厚
に
死
を
描
写

さ
れ
る
︒
そ
こ
に
は
芸
術
的
な
野
心
が
あ
り
︑
娘
の
犠
牲
を
平
静
に
見
届
け
さ
せ
る
よ
う
な
︑
歪
な
愛
情
が
あ
っ
た
︒
悲
劇
こ
そ
が
︑

地
獄
変
の
芸
術
的
価
値
を
高
め
て
い
る
︒
娘
は
雪
解
で
焼
か
れ
た
が
︑
そ
の
代
わ
り
︑
彼
女
は
父
親
の
筆
に
よ
り
︑
屏
風
の
な
か
に
永

遠
の
生
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
︒﹁
そ
の
後
何
十
年
か
の
雨
風
に
曝
さ
れ
て
︑
と
う
の
昔
の
誰
の
墓
と
も
知
れ
な
い
や
う
に
︑
苔
蒸
し

て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
﹂︵
同
上
︑
二
〇
〇
~
二
〇
一
頁
︶
な
い
と
さ
れ
る
良
秀
の
墓
と
は
対
照
的
に
︑
地
獄
変
の
屏
風
は
大
殿
の
家
の
宝
と

な
り
︑
そ
の
由
来
に
関
す
る
話
は
今
で
も
あ
り
あ
り
と
語
ら
れ
て
い
る
︒
屏
風
の
芸
術
的
価
値
は
娘
の
延
命
に
も
つ
な
が
る
の
だ
︒
絵

師
の
娘
の
犠
牲
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
そ
れ
を
見
る
人
々
は
一
層
の
衝
撃
と
感
動
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
猿
と
良
秀
を
同
一
の
存
在
と
見
な
す
な
ら
ば
︑
こ
の
作
品
が
単
純
な
﹁
芸
術
対
生
活
﹂
の
構
図
で
展
開
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
も
わ
か
る
︒
芸
術
か
生
活
と
い
う
二
項
対
立
は
︑
小
猿
の
殉
死
と
娘
の
自
主
的
な
犠
牲
︑
さ
ら
に
は
良
秀
の
自
殺
に
よ
り
打
破

さ
れ
る
︒
そ
の
結
果
︑
芸
術
至
上
の
テ
ー
ゼ
が
実
現
す
る
と
同
時
に
︑
倫
理
を
も
遵
守
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒
小
猿
の
人
間
的

な
一
面
が
︑
絵
師
の
芸
術
家
と
し
て
の
︑
野
性
的
な
一
面
を
引
き
立
て
て
い
る
が
︑
そ
の
よ
う
な
面
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
良
秀
は
地

獄
よ
り
も
残
酷
な
人
間
世
界
の
現
実
と
戦
う
こ
と
が
で
き
た
︒   ﹁
地
獄
変
﹂
で
芥
川
は
︑
完
全
な
芸
術
家
像
の
構
築
を
試
み
た
と
同
時

︵
6
︶ 

例
え
ば
︑
石
割
透
は
﹁
私
は
︑
こ
こ
で
︑
或
る
夜
︑
良
秀
の
娘
の
曹
司
に
忍
び
込
ん
だ
犯
人
は
︑
良
秀
で
あ
っ
た
︑
と
想
像
し
た
い
衝
動
に
駆
ら

れ
る
︒﹂︵
一
九
八
八
︑
二
〇
~
二
一
頁
︒︶
と
良
秀
説
に
触
れ
て
い
る
︒
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
父
の
た
め
自
己
犠
牲
を
惜
し
ま
な

い
覚
悟
の
表
れ
で
あ
る
と
解
釈
で
き
よ
う
︒
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平
安
時
代
で
は
結
婚
す
べ
き
年
齢
で
あ
る
が
︑
良
秀
は
可
愛
さ
の
あ
ま
り
婿
を
取
ら
せ
な
い
︒
娘
も
そ
の
良
秀
の
言
い
な
り
で
︑
不
満

は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
小
女
房
に
上
が
っ
た
ば
か
り
の
彼
女
は
︑
堂
々
と
若
殿
様
に
立
ち
向
か
い
︑
小
猿
を
助
け
よ
う
と
し
た
︒

優
し
さ
が
窺
え
る
と
同
時
に
︑﹁
父
が
御
折
檻
を
受
け
ま
す
や
う
で
︑
ど
う
も
唯
み
て
は
居
ら
れ
ま
せ
ぬ
﹂
と
い
う
心
情
に
︑
良
秀
に
対

す
る
深
い
愛
情
も
読
み
取
れ
る
︒﹁
地
獄
変
﹂
で
は
︑
娘
は
父
親
の
芸
術
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑

親
孝
行
で
︑
気
の
優
し
い
娘
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒

娘
は
な
ぜ
車
に
乗
せ
ら
れ
る
こ
と
に
反
抗
す
る
気
配
さ
え
示
さ
な
か
っ
た
の
か
︒
大
殿
と
い
う
権
力
者
に
逆
ら
う
こ
と
は
無
意
味
か

も
し
れ
な
い
が
︑
檳
榔
毛
の
車
に
載
せ
ら
れ
る
ま
で
に
も
︑
娘
は
嫌
な
思
い
を
し
た
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
例
え
ば
語
り
手
が

あ
る
夜
に
目
撃
し
た
︑
娘
が
何
者
か
に
襲
わ
れ
た
事
件
が
で
あ
る
︒﹁
私
﹂
は
二
度
も
そ
の
相
手
の
名
前
を
聞
き
出
そ
う
と
し
た
が
︑
娘

は
口
を
開
か
な
か
っ
た
︒
も
し
相
手
が
大
殿
か
若
殿
で
あ
っ
た
な
ら
︑
そ
れ
を
話
す
こ
と
で
自
分
の
身
に
も
父
親
に
も
迷
惑
が
か
か
る

こ
と
を
彼
女
は
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
)
6
(

︒
良
秀
が
屏
風
制
作
に
熱
中
し
て
い
る
間
︑
娘
は
一
切
邪
魔
を
せ
ず
︑
一
人
で
辛
い
事

件
に
耐
え
る
︒
こ
れ
は
父
親
の
芸
術
に
対
す
る
深
い
理
解
の
表
れ
で
あ
る
︒
良
秀
は
地
獄
の
情
景
を
実
際
に
見
て
み
た
い
と
口
に
し
て

い
る
か
ら
︑
娘
が
父
親
と
大
殿
と
の
や
り
と
り
を
︑
火
の
車
に
か
け
ら
れ
る
直
前
ま
で
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
そ

れ
で
も
︑
娘
は
大
殿
の
思
惑
通
り
︑
雪
解
の
御
所
に
連
れ
て
こ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
︒

娘
は
﹁
髪
を
口
に
嚙
み
な
が
ら
︑
縛
め
の
鎖
も
切
れ
る
ば
か
り
身
悶
え
を
し
た
有
様
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
火
に
焼
か
れ
る
外
的
な
苦

し
み
の
表
現
で
し
か
な
い
︒
し
か
し
そ
の
髪
を
嚙
む
姿
は
︑
襲
わ
れ
た
夜
︑
犯
人
を
聞
き
だ
そ
う
と
す
る
﹁
私
﹂
に
対
し
て
︑﹁
唇
を
嚙

み
な
が
ら
︑
黙
つ
て
首
を
ふ
り
﹂︑﹁
前
よ
り
も
緊
く
唇
を
噛
み
し
め
て
﹂
い
た
姿
と
明
ら
か
に
重
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
物
理
的
な

痛
み
へ
の
忍
耐
で
も
あ
る
が
︑
運
命
を
受
け
入
れ
る
決
心
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
娘
が
自
分
の
運
命
を
感
じ
︑
意
識

的
に
そ
れ
に
従
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
ま
さ
に
父
親
の
芸
術
の
た
め
の
自
己
犠
牲
な
の
で
あ
る
︒

芥
川
の
創
作
ノ
ー
ト
を
見
る
と
︑﹁
大
殿
は
地
獄
変
の
屏
風
と
共
に
娘
を
返
す
約
束
を
す
る
﹂
と
あ
る
︒
彼
女
の
死
は
必
須
で
は
な

か
っ
た
の
だ
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
小
猿
の
殉
死
も
必
要
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
だ
が
結
局
︑
両
者
は
作
品
に
お
い
て
濃
厚
に
死
を
描
写

さ
れ
る
︒
そ
こ
に
は
芸
術
的
な
野
心
が
あ
り
︑
娘
の
犠
牲
を
平
静
に
見
届
け
さ
せ
る
よ
う
な
︑
歪
な
愛
情
が
あ
っ
た
︒
悲
劇
こ
そ
が
︑

地
獄
変
の
芸
術
的
価
値
を
高
め
て
い
る
︒
娘
は
雪
解
で
焼
か
れ
た
が
︑
そ
の
代
わ
り
︑
彼
女
は
父
親
の
筆
に
よ
り
︑
屏
風
の
な
か
に
永

遠
の
生
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
︒﹁
そ
の
後
何
十
年
か
の
雨
風
に
曝
さ
れ
て
︑
と
う
の
昔
の
誰
の
墓
と
も
知
れ
な
い
や
う
に
︑
苔
蒸
し

て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
﹂︵
同
上
︑
二
〇
〇
~
二
〇
一
頁
︶
な
い
と
さ
れ
る
良
秀
の
墓
と
は
対
照
的
に
︑
地
獄
変
の
屏
風
は
大
殿
の
家
の
宝
と

な
り
︑
そ
の
由
来
に
関
す
る
話
は
今
で
も
あ
り
あ
り
と
語
ら
れ
て
い
る
︒
屏
風
の
芸
術
的
価
値
は
娘
の
延
命
に
も
つ
な
が
る
の
だ
︒
絵

師
の
娘
の
犠
牲
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
そ
れ
を
見
る
人
々
は
一
層
の
衝
撃
と
感
動
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
猿
と
良
秀
を
同
一
の
存
在
と
見
な
す
な
ら
ば
︑
こ
の
作
品
が
単
純
な
﹁
芸
術
対
生
活
﹂
の
構
図
で
展
開
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
も
わ
か
る
︒
芸
術
か
生
活
と
い
う
二
項
対
立
は
︑
小
猿
の
殉
死
と
娘
の
自
主
的
な
犠
牲
︑
さ
ら
に
は
良
秀
の
自
殺
に
よ
り
打
破

さ
れ
る
︒
そ
の
結
果
︑
芸
術
至
上
の
テ
ー
ゼ
が
実
現
す
る
と
同
時
に
︑
倫
理
を
も
遵
守
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒
小
猿
の
人
間
的

な
一
面
が
︑
絵
師
の
芸
術
家
と
し
て
の
︑
野
性
的
な
一
面
を
引
き
立
て
て
い
る
が
︑
そ
の
よ
う
な
面
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
良
秀
は
地

獄
よ
り
も
残
酷
な
人
間
世
界
の
現
実
と
戦
う
こ
と
が
で
き
た
︒   ﹁
地
獄
変
﹂
で
芥
川
は
︑
完
全
な
芸
術
家
像
の
構
築
を
試
み
た
と
同
時

︵
6
︶ 

例
え
ば
︑
石
割
透
は
﹁
私
は
︑
こ
こ
で
︑
或
る
夜
︑
良
秀
の
娘
の
曹
司
に
忍
び
込
ん
だ
犯
人
は
︑
良
秀
で
あ
っ
た
︑
と
想
像
し
た
い
衝
動
に
駆
ら

れ
る
︒﹂︵
一
九
八
八
︑
二
〇
~
二
一
頁
︒︶
と
良
秀
説
に
触
れ
て
い
る
︒
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
父
の
た
め
自
己
犠
牲
を
惜
し
ま
な

い
覚
悟
の
表
れ
で
あ
る
と
解
釈
で
き
よ
う
︒
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に
︑
完
璧
な
人
間
の
あ
り
方
を
も
模
索
し
た
の
で
あ
る
︒
小
猿
の
良
秀
と
絵
師
良
秀
の
自
殺
に
よ
り
︑
親
で
あ
る
良
秀
と
芸
術
家
で
あ

る
良
秀
は
一
体
化
し
︑
世
間
一
般
の
倫
理
道
徳
で
は
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
境
地
に
至
り
︑
永
遠
の
芸
術
を
残
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
う

し
て
芸
術
と
生
活
の
対
立
は
解
消
さ
れ
︑
立
体
的
か
つ
人
間
的
な
芸
術
家
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
︒

四
、
馬
琴
像
と
の
関
係
性

芥
川
が
﹁
地
獄
変
﹂
で
試
み
た
芸
術
論
は
︑﹁
戯
作
三
昧
﹂
に
お
け
る
馬
琴
像
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
節
で
は
両
者
の
比
較
を
通

し
て
︑
芸
術
の
理
想
を
追
求
す
る
芥
川
の
創
作
の
軌
道
を
分
析
し
︑
そ
の
野
心
的
な
芸
術
観
へ
の
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
︒

良
秀
を
通
し
て
芥
川
は
︑
芸
術
家
自
身
が
抱
え
る
内
的
な
障
害
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
戯
作
三
昧
﹂
に
お
い
て

は
︑﹁
芸
術
家
の
孤
独
も
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
批
評
家
の
問
題
︑
検
閲
に
関
す
る
問
題
︑
芸
術
と
道
徳
と
の
関
連
︑
家
庭
内
の
孤
立
の
問
題

な
ど
が
び
っ
し
り
描
出
さ
れ
て
い
た
﹂︵
紅
野
等
編
︑
一
九
七
二
︑
五
四
頁
︶
と
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
︑
芸
術
家
の
創
作
を
妨
げ
る
外
的

な
要
素
が
主
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒﹁
地
獄
変
﹂
の
極
端
な
状
況
と
は
異
な
り
︑﹁
戯
作
三
昧
﹂
で
は
日
常
の
枠
組
み
の
下
で
芸
術
家
の

悩
み
が
暴
か
れ
た
の
で
あ
る
︒

例
え
ば
朝
湯
で
眇
の
小
銀
杏
の
悪
評
を
聞
か
さ
れ
た
馬
琴
は
︑﹁
時
好
に
投
ず
る
﹂
と
い
う
不
純
な
動
機
を
抱
く
作
者
の
類
か
ら
は
一

線
を
画
し
︑
自
身
の
純
粋
な
創
作
意
欲
を
貫
く
こ
と
を
肝
に
銘
じ
る
︒
ま
た
書
肆
和
泉
屋
市
兵
衛
が
原
稿
を
要
請
す
る
際
に
持
ち
出
し

た
鼠
小
僧
と
春
水
の
話
に
強
い
反
発
を
示
す
場
面
で
も
︑
読
者
の
好
悪
い
か
ん
に
支
配
さ
れ
な
い
︑
自
身
の
内
奥
を
重
視
す
る
創
作
態

度
の
重
要
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
朝
湯
で
二
人
の
読
者
に
出
会
い
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
批
評
に
い
さ
さ
か
気
持
ち
を
損
な
わ
れ
た
馬
琴
は
︑

家
に
帰
る
と
今
度
は
書
肆
の
原
稿
催
促
で
再
び
不
愉
快
に
な
る
︒
そ
れ
が
や
や
持
ち
直
す
の
は
画
家
崋
山
の
訪
問
の
た
め
で
あ
る
︒
だ

が
す
ぐ
に
原
稿
の
書
き
損
じ
に
思
い
当
た
り
︑
ま
た
し
て
も
絶
望
す
る
︒
そ
こ
か
ら
救
っ
て
く
れ
た
の
は
純
真
な
孫
・
太
郎
の
﹁
戒
め
﹂

で
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
不
快
を
一
掃
し
︑
い
ま
一
度
創
作
に
打
ち
込
む
よ
う
に
な
る
︒
朝
か
ら
夜
ま
で
と
い
う
一
日
の
間
に
︑
何
度

も
曲
折
を
経
な
が
ら
︑
読
者
の
声
︑
本
屋
の
態
度
︑
そ
し
て
自
己
反
省
に
か
わ
る
が
わ
る
悩
ま
さ
れ
︑
孫
と
の
や
り
と
り
な
ど
に
助
け

ら
れ
て
ど
う
に
か
平
静
を
取
り
戻
す
︒
い
わ
ば
戯
作
者
の
心
理
的
成
長
が
︑
凝
縮
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
)
7
(

︒

孫
の
太
郎
の
言
葉
に
救
済
さ
れ
た
馬
琴
は
初
心
を
取
り
戻
し
︑
三
昧
の
境
地
に
到
達
で
き
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
﹁
利
害
﹂﹁
愛

憎
﹂﹁
毀
誉
﹂
が
払
拭
さ
れ
︑
残
る
の
は
た
だ
の
﹁
不
可
思
議
な
喜
び
﹂
で
あ
り
︑﹁
恍
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
﹂
を
得
た
馬
琴
の
瞬
間
的

な
﹁
人
生
﹂
は
︑﹁
あ
ら
ゆ
る
残
滓
を
洗
つ
て
︑
ま
る
で
新
し
い
鉱
石
の
や
う
に
︑
美
し
く
﹂
輝
い
て
い
る
)
8
(

︒
世
間
の
す
べ
て
を
忘
却

し
た
よ
う
に
︑
身
体
が
空
っ
ぽ
の
器
に
な
り
︑
た
だ
湧
き
上
が
る
創
作
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
脳
裏
に
充
満
し
て
い
る
︒
あ
た
か

も
日
常
的
な
空
間
を
抜
け
出
し
た
よ
う
で
︑
こ
の
瞬
間
の
︑
人
間
の
五
常
を
凌
駕
す
る
馬
琴
に
は
︑
良
秀
に
見
ら
れ
た
非
人
間
的
な
一

面
が
体
現
さ
れ
て
い
よ
う
︒
こ
こ
で
馬
琴
は
︑
ま
る
で
円
光
に
照
ら
さ
れ
る
仏
の
よ
う
な
姿
を
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
こ
そ

︵
7
︶ 

三
好
は
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
に
つ
い
て
︑﹁
小
説
の
方
向
は
や
が
て
芸
術
家
の
︿
外
﹀
か
ら
︿
内
﹀
へ
︑
か
れ
の
か
か
え
こ
む
よ
り
本
質
的
な
苦
悩

を
め
ざ
す
こ
と
に
な
る
﹂︵
一
九
九
三
︑
九
六
頁
︶
と
指
摘
す
る
︒

︵
8
︶ 

三
好
は
こ
の
部
分
の
描
写
に
対
し
て
︑﹁︿
人
生
は
一
行
の
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
に
も
若
か
な
い
﹀
と
い
う
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
呼
応
し
︑
ま
た
︑︽
架
空

線
は
相
変
鋭
い
火
花
を
放
っ
て
い
た
︒
︙
︙
こ
の
紫
色
の
火
花
だ
け
は
︑

︱
凄
ま
じ
い
空
中
の
火
花
だ
け
は
命
と
取
り
換
へ
て
も
つ
か
ま
へ
た

か
っ
た
︒︾︵﹁
或
阿
呆
の
一
生
﹂︶
と
い
う
感
慨
と
と
お
く
交
響
し
な
が
ら
︑
芥
川
龍
之
介
が
よ
う
や
く
明
瞭
に
し
た
︑︿
芸
術
と
人
生
﹀
に
た
い
す

る
鋭
角
的
な
姿
勢
で
あ
る
﹂︵
九
七
頁
︶
と
解
釈
を
加
え
て
い
る
︒
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に
︑
完
璧
な
人
間
の
あ
り
方
を
も
模
索
し
た
の
で
あ
る
︒
小
猿
の
良
秀
と
絵
師
良
秀
の
自
殺
に
よ
り
︑
親
で
あ
る
良
秀
と
芸
術
家
で
あ

る
良
秀
は
一
体
化
し
︑
世
間
一
般
の
倫
理
道
徳
で
は
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
境
地
に
至
り
︑
永
遠
の
芸
術
を
残
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
う

し
て
芸
術
と
生
活
の
対
立
は
解
消
さ
れ
︑
立
体
的
か
つ
人
間
的
な
芸
術
家
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
︒

四
、
馬
琴
像
と
の
関
係
性

芥
川
が
﹁
地
獄
変
﹂
で
試
み
た
芸
術
論
は
︑﹁
戯
作
三
昧
﹂
に
お
け
る
馬
琴
像
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
節
で
は
両
者
の
比
較
を
通

し
て
︑
芸
術
の
理
想
を
追
求
す
る
芥
川
の
創
作
の
軌
道
を
分
析
し
︑
そ
の
野
心
的
な
芸
術
観
へ
の
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
︒

良
秀
を
通
し
て
芥
川
は
︑
芸
術
家
自
身
が
抱
え
る
内
的
な
障
害
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
戯
作
三
昧
﹂
に
お
い
て

は
︑﹁
芸
術
家
の
孤
独
も
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
批
評
家
の
問
題
︑
検
閲
に
関
す
る
問
題
︑
芸
術
と
道
徳
と
の
関
連
︑
家
庭
内
の
孤
立
の
問
題

な
ど
が
び
っ
し
り
描
出
さ
れ
て
い
た
﹂︵
紅
野
等
編
︑
一
九
七
二
︑
五
四
頁
︶
と
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
︑
芸
術
家
の
創
作
を
妨
げ
る
外
的

な
要
素
が
主
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒﹁
地
獄
変
﹂
の
極
端
な
状
況
と
は
異
な
り
︑﹁
戯
作
三
昧
﹂
で
は
日
常
の
枠
組
み
の
下
で
芸
術
家
の

悩
み
が
暴
か
れ
た
の
で
あ
る
︒

例
え
ば
朝
湯
で
眇
の
小
銀
杏
の
悪
評
を
聞
か
さ
れ
た
馬
琴
は
︑﹁
時
好
に
投
ず
る
﹂
と
い
う
不
純
な
動
機
を
抱
く
作
者
の
類
か
ら
は
一

線
を
画
し
︑
自
身
の
純
粋
な
創
作
意
欲
を
貫
く
こ
と
を
肝
に
銘
じ
る
︒
ま
た
書
肆
和
泉
屋
市
兵
衛
が
原
稿
を
要
請
す
る
際
に
持
ち
出
し

た
鼠
小
僧
と
春
水
の
話
に
強
い
反
発
を
示
す
場
面
で
も
︑
読
者
の
好
悪
い
か
ん
に
支
配
さ
れ
な
い
︑
自
身
の
内
奥
を
重
視
す
る
創
作
態

度
の
重
要
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
朝
湯
で
二
人
の
読
者
に
出
会
い
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
批
評
に
い
さ
さ
か
気
持
ち
を
損
な
わ
れ
た
馬
琴
は
︑

家
に
帰
る
と
今
度
は
書
肆
の
原
稿
催
促
で
再
び
不
愉
快
に
な
る
︒
そ
れ
が
や
や
持
ち
直
す
の
は
画
家
崋
山
の
訪
問
の
た
め
で
あ
る
︒
だ

が
す
ぐ
に
原
稿
の
書
き
損
じ
に
思
い
当
た
り
︑
ま
た
し
て
も
絶
望
す
る
︒
そ
こ
か
ら
救
っ
て
く
れ
た
の
は
純
真
な
孫
・
太
郎
の
﹁
戒
め
﹂

で
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
不
快
を
一
掃
し
︑
い
ま
一
度
創
作
に
打
ち
込
む
よ
う
に
な
る
︒
朝
か
ら
夜
ま
で
と
い
う
一
日
の
間
に
︑
何
度

も
曲
折
を
経
な
が
ら
︑
読
者
の
声
︑
本
屋
の
態
度
︑
そ
し
て
自
己
反
省
に
か
わ
る
が
わ
る
悩
ま
さ
れ
︑
孫
と
の
や
り
と
り
な
ど
に
助
け

ら
れ
て
ど
う
に
か
平
静
を
取
り
戻
す
︒
い
わ
ば
戯
作
者
の
心
理
的
成
長
が
︑
凝
縮
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
)
7
(

︒

孫
の
太
郎
の
言
葉
に
救
済
さ
れ
た
馬
琴
は
初
心
を
取
り
戻
し
︑
三
昧
の
境
地
に
到
達
で
き
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
﹁
利
害
﹂﹁
愛

憎
﹂﹁
毀
誉
﹂
が
払
拭
さ
れ
︑
残
る
の
は
た
だ
の
﹁
不
可
思
議
な
喜
び
﹂
で
あ
り
︑﹁
恍
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
﹂
を
得
た
馬
琴
の
瞬
間
的

な
﹁
人
生
﹂
は
︑﹁
あ
ら
ゆ
る
残
滓
を
洗
つ
て
︑
ま
る
で
新
し
い
鉱
石
の
や
う
に
︑
美
し
く
﹂
輝
い
て
い
る
)
8
(

︒
世
間
の
す
べ
て
を
忘
却

し
た
よ
う
に
︑
身
体
が
空
っ
ぽ
の
器
に
な
り
︑
た
だ
湧
き
上
が
る
創
作
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
脳
裏
に
充
満
し
て
い
る
︒
あ
た
か

も
日
常
的
な
空
間
を
抜
け
出
し
た
よ
う
で
︑
こ
の
瞬
間
の
︑
人
間
の
五
常
を
凌
駕
す
る
馬
琴
に
は
︑
良
秀
に
見
ら
れ
た
非
人
間
的
な
一

面
が
体
現
さ
れ
て
い
よ
う
︒
こ
こ
で
馬
琴
は
︑
ま
る
で
円
光
に
照
ら
さ
れ
る
仏
の
よ
う
な
姿
を
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
こ
そ

︵
7
︶ 

三
好
は
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
に
つ
い
て
︑﹁
小
説
の
方
向
は
や
が
て
芸
術
家
の
︿
外
﹀
か
ら
︿
内
﹀
へ
︑
か
れ
の
か
か
え
こ
む
よ
り
本
質
的
な
苦
悩

を
め
ざ
す
こ
と
に
な
る
﹂︵
一
九
九
三
︑
九
六
頁
︶
と
指
摘
す
る
︒

︵
8
︶ 

三
好
は
こ
の
部
分
の
描
写
に
対
し
て
︑﹁︿
人
生
は
一
行
の
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
に
も
若
か
な
い
﹀
と
い
う
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
呼
応
し
︑
ま
た
︑︽
架
空

線
は
相
変
鋭
い
火
花
を
放
っ
て
い
た
︒
︙
︙
こ
の
紫
色
の
火
花
だ
け
は
︑

︱
凄
ま
じ
い
空
中
の
火
花
だ
け
は
命
と
取
り
換
へ
て
も
つ
か
ま
へ
た

か
っ
た
︒︾︵﹁
或
阿
呆
の
一
生
﹂︶
と
い
う
感
慨
と
と
お
く
交
響
し
な
が
ら
︑
芥
川
龍
之
介
が
よ
う
や
く
明
瞭
に
し
た
︑︿
芸
術
と
人
生
﹀
に
た
い
す

る
鋭
角
的
な
姿
勢
で
あ
る
﹂︵
九
七
頁
︶
と
解
釈
を
加
え
て
い
る
︒
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が
芥
川
の
理
想
と
し
た
芸
術
創
作
の
有
様
で
あ
ろ
う
︒
仏
教
に
い
う
無
我
の
よ
う
な
状
態
は
︑
芸
術
が
無
意
識
的
な
行
為
で
あ
る
と
い

う
芥
川
の
芸
術
観
の
反
映
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
︒

ま
た
︑
馬
琴
の
内
面
の
変
化
は
︑
彼
の
周
囲
の
描
写
か
ら
も
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
執
筆
中
は
家
内
の
も
の
も
︑
こ
の
書
斎
へ

は
は
い
つ
て
来
な
い
﹂
と
い
う
絶
対
的
な
神
聖
性
が
保
た
れ
︑
下
等
な
世
の
中
と
は
一
線
を
引
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑﹁
灯

心
の
油
を
吸
ふ
音
﹂﹁
蟋
蟀
の
声
﹂
が
無
心
無
我
の
状
態
へ
な
る
に
つ
れ
て
︑﹁
何
時
か
︑
蟋
蟀
の
声
が
聞
こ
え
な
く
な
つ
た
︒
彼
の
眼

に
も
︑
円
行
燈
の
か
す
か
な
光
が
︑
今
は
少
し
も
苦
に
な
ら
な
﹂
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
)
9
(

︒
こ
こ
に
は
自
然
と
一
体
化
し
つ
つ

あ
る
︑
至
高
の
芸
術
家
と
し
て
の
馬
琴
の
姿
が
捉
え
ら
れ
て
い
よ
う
︒
こ
の
よ
う
な
無
我
の
状
態
は
︑
生
計
の
た
め
せ
か
せ
か
手
を
動

か
し
て
い
る
姑
の
お
百
︑
嫁
の
お
路
︑
息
子
の
宗
伯
と
は
別
次
元
に
あ
る
︒
だ
が
﹁
蟋
蟀
は
こ
こ
で
も
︑
書
斎
で
も
︑
変
り
な
く
秋
を

鳴
き
つ
く
し
て
ゐ
る
﹂
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
︑
馬
琴
の
三
昧
の
状
態
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
な
ぜ
な

ら
二
つ
の
世
界
は
﹁
連
続
し
た
空
間
で
あ
る
﹂︵
大
西
︑
二
〇
一
二
︑
一
二
頁
︶
だ
か
ら
で
あ
る
︒
彼
は
一
旦
筆
を
止
め
る
と
︑
嫌
で
も

俗
な
世
界
に
戻
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
蟋
蟀
の
声
は
い
つ
で
も
鳴
い
て
い
る
︒
俗
の
世
界
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
ほ
ん
の
短

い
時
間
で
あ
り
︑
し
か
も
そ
れ
す
ら
容
易
で
は
な
い
︒

芥
川
自
身
の
芸
術
家
と
し
て
の
野
心
は
︑﹁
戯
作
三
昧
﹂
で
の
試
み
で
満
た
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
芥
川
は
﹁
地
獄
変
﹂
で

さ
ら
な
る
高
み
を
目
指
し
︑
人
間
性
と
芸
術
至
上
を
両
立
さ
せ
る
芸
術
家
を
作
り
出
し
た
︒
そ
の
次
元
に
ま
で
達
す
れ
ば
︑
馬
琴
を
悩

ま
せ
る
読
者
の
悪
評
や
書
肆
の
催
促
な
ど
は
も
は
や
問
題
で
す
ら
な
く
な
り
︑
日
常
を
完
全
に
凌
ぐ
空
間
が
成
立
す
る
︒
そ
こ
に
は
凡

人
の
世
界
観
で
は
理
解
で
き
な
い
原
始
的
な
創
作
意
欲
が
充
満
し
て
い
る
︒
馬
琴
を
通
し
て
試
み
ら
れ
た
無
我
の
状
態
は
︑﹁
地
獄
変
﹂

の
良
秀
に
至
っ
て
さ
ら
に
進
化
し
た
の
で
あ
る
︒﹁
子
煩
悩
﹂
な
良
秀
は
﹁
一
人
娘
の
断
末
魔
を
嬉
し
さ
う
に
眺
め
て
ゐ
た
﹂
時
︑
す
で

に
人
間
世
界
を
逸
脱
す
る
︑
非
日
常
的
な
状
態
に
飛
び
込
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
際
の
彼
に
つ
い
て
︑
語
り
手
は
﹁
何
故
か

人
間
と
は
思
は
れ
な
い
︑
夢
に
見
る
獅
子
王
の
怒
り
に
似
た
︑
怪
し
げ
な
厳
さ
が
ご
ざ
い
ま
し
た
﹂
と
鮮
明
に
描
写
し
て
い
る
︒
こ
れ

は
﹁
戯
作
三
昧
﹂
に
お
け
る
︑
人
間
世
界
の
煩
悩
を
瞬
間
的
に
忘
却
し
た
馬
琴
の
﹁
恍
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
﹂
の
境
地
と
は
明
ら
か
に

質
が
違
い
︑
ま
る
で
人
間
か
ら
﹁
開
眼
の
仏
﹂
へ
変
化
し
た
様
子
で
あ
る
︒
娘
の
死
を
悲
し
む
と
い
う
尋
常
な
価
値
観
を
脱
離
し
︑
あ

る
宗
教
的
な
境
地
に
立
ち
入
っ
た
よ
う
な
良
秀
は
︑﹁
言
い
よ
う
の
な
い
輝
き
﹂
を
︑﹁
さ
な
が
ら
恍
惚
と
し
た
法
悦
の
輝
き
﹂
を
満
面

に
漲
ら
せ
て
い
る
︒
人
間
離
れ
し
た
厳
か
さ
を
我
が
も
の
と
し
た
良
秀
は
︑﹁
円
光
の
如
﹂
き
﹁
不
思
議
な
威
厳
﹂
を
ま
と
う
ま
で
に
な

る
︒
そ
の
よ
う
な
良
秀
の
神
々
し
い
姿
を
見
た
か
ら
こ
そ
︑
彼
を
戒
め
よ
う
と
し
た
大
殿
も
﹁
御
顔
の
色
も
青
ざ
め
て
︑
口
元
に
泡
を

御
た
め
に
な
り
な
が
ら
︑
紫
の
指
貫
の
膝
を
両
手
に
し
つ
か
り
御
つ
か
み
に
な
つ
て
︑
丁
度
喉
の
渇
い
た
獣
の
や
う
に
喘
ぎ
つ
づ
け
て

い
ら
つ
し
や
い
ま
し
た
︒
︙
︙
﹂︵
芥
川
︑
一
九
九
六
・
一
︑
一
九
九
頁
︶
と
取
り
乱
す
し
か
な
い
の
だ
︒﹁
戯
作
三
昧
﹂
に
お
け
る
非

日
常
的
な
空
間
は
﹁
地
獄
変
﹂
に
お
い
て
さ
ら
に
昇
華
さ
れ
︑
新
た
な
限
界
を
突
破
し
た
と
言
え
よ
う
︒　

終
わ
り

本
稿
で
は
﹁
地
獄
変
﹂
の
主
人
公
で
あ
る
良
秀
と
そ
の
娘
︑
そ
し
て
﹁
良
秀
﹂
の
渾
名
を
も
つ
小
猿
の
死
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と

︵
9
︶ 

蟋
蟀
の
声
が
聞
こ
え
な
い
こ
と
は
︑
こ
の
創
作
に
打
ち
込
む
短
い
時
間
に
お
い
て
︑
書
斎
が
世
俗
を
脱
し
︑
純
粋
な
空
間
と
化
し
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
︒
む
ろ
ん
こ
れ
は
馬
琴
の
視
点
か
ら
の
語
り
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
空
間
の
外
に
い
る
人
に
と
っ
て
は
︑
何
も
変
わ
る
こ
と
は
な
く
︑
蟋

蟀
の
鳴
き
声
が
続
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
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が
芥
川
の
理
想
と
し
た
芸
術
創
作
の
有
様
で
あ
ろ
う
︒
仏
教
に
い
う
無
我
の
よ
う
な
状
態
は
︑
芸
術
が
無
意
識
的
な
行
為
で
あ
る
と
い

う
芥
川
の
芸
術
観
の
反
映
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
︒

ま
た
︑
馬
琴
の
内
面
の
変
化
は
︑
彼
の
周
囲
の
描
写
か
ら
も
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
執
筆
中
は
家
内
の
も
の
も
︑
こ
の
書
斎
へ

は
は
い
つ
て
来
な
い
﹂
と
い
う
絶
対
的
な
神
聖
性
が
保
た
れ
︑
下
等
な
世
の
中
と
は
一
線
を
引
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑﹁
灯

心
の
油
を
吸
ふ
音
﹂﹁
蟋
蟀
の
声
﹂
が
無
心
無
我
の
状
態
へ
な
る
に
つ
れ
て
︑﹁
何
時
か
︑
蟋
蟀
の
声
が
聞
こ
え
な
く
な
つ
た
︒
彼
の
眼

に
も
︑
円
行
燈
の
か
す
か
な
光
が
︑
今
は
少
し
も
苦
に
な
ら
な
﹂
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
)
9
(

︒
こ
こ
に
は
自
然
と
一
体
化
し
つ
つ

あ
る
︑
至
高
の
芸
術
家
と
し
て
の
馬
琴
の
姿
が
捉
え
ら
れ
て
い
よ
う
︒
こ
の
よ
う
な
無
我
の
状
態
は
︑
生
計
の
た
め
せ
か
せ
か
手
を
動

か
し
て
い
る
姑
の
お
百
︑
嫁
の
お
路
︑
息
子
の
宗
伯
と
は
別
次
元
に
あ
る
︒
だ
が
﹁
蟋
蟀
は
こ
こ
で
も
︑
書
斎
で
も
︑
変
り
な
く
秋
を

鳴
き
つ
く
し
て
ゐ
る
﹂
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
︑
馬
琴
の
三
昧
の
状
態
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
な
ぜ
な

ら
二
つ
の
世
界
は
﹁
連
続
し
た
空
間
で
あ
る
﹂︵
大
西
︑
二
〇
一
二
︑
一
二
頁
︶
だ
か
ら
で
あ
る
︒
彼
は
一
旦
筆
を
止
め
る
と
︑
嫌
で
も

俗
な
世
界
に
戻
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
蟋
蟀
の
声
は
い
つ
で
も
鳴
い
て
い
る
︒
俗
の
世
界
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
ほ
ん
の
短

い
時
間
で
あ
り
︑
し
か
も
そ
れ
す
ら
容
易
で
は
な
い
︒

芥
川
自
身
の
芸
術
家
と
し
て
の
野
心
は
︑﹁
戯
作
三
昧
﹂
で
の
試
み
で
満
た
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
芥
川
は
﹁
地
獄
変
﹂
で

さ
ら
な
る
高
み
を
目
指
し
︑
人
間
性
と
芸
術
至
上
を
両
立
さ
せ
る
芸
術
家
を
作
り
出
し
た
︒
そ
の
次
元
に
ま
で
達
す
れ
ば
︑
馬
琴
を
悩

ま
せ
る
読
者
の
悪
評
や
書
肆
の
催
促
な
ど
は
も
は
や
問
題
で
す
ら
な
く
な
り
︑
日
常
を
完
全
に
凌
ぐ
空
間
が
成
立
す
る
︒
そ
こ
に
は
凡

人
の
世
界
観
で
は
理
解
で
き
な
い
原
始
的
な
創
作
意
欲
が
充
満
し
て
い
る
︒
馬
琴
を
通
し
て
試
み
ら
れ
た
無
我
の
状
態
は
︑﹁
地
獄
変
﹂

の
良
秀
に
至
っ
て
さ
ら
に
進
化
し
た
の
で
あ
る
︒﹁
子
煩
悩
﹂
な
良
秀
は
﹁
一
人
娘
の
断
末
魔
を
嬉
し
さ
う
に
眺
め
て
ゐ
た
﹂
時
︑
す
で

に
人
間
世
界
を
逸
脱
す
る
︑
非
日
常
的
な
状
態
に
飛
び
込
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
際
の
彼
に
つ
い
て
︑
語
り
手
は
﹁
何
故
か

人
間
と
は
思
は
れ
な
い
︑
夢
に
見
る
獅
子
王
の
怒
り
に
似
た
︑
怪
し
げ
な
厳
さ
が
ご
ざ
い
ま
し
た
﹂
と
鮮
明
に
描
写
し
て
い
る
︒
こ
れ

は
﹁
戯
作
三
昧
﹂
に
お
け
る
︑
人
間
世
界
の
煩
悩
を
瞬
間
的
に
忘
却
し
た
馬
琴
の
﹁
恍
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
﹂
の
境
地
と
は
明
ら
か
に

質
が
違
い
︑
ま
る
で
人
間
か
ら
﹁
開
眼
の
仏
﹂
へ
変
化
し
た
様
子
で
あ
る
︒
娘
の
死
を
悲
し
む
と
い
う
尋
常
な
価
値
観
を
脱
離
し
︑
あ

る
宗
教
的
な
境
地
に
立
ち
入
っ
た
よ
う
な
良
秀
は
︑﹁
言
い
よ
う
の
な
い
輝
き
﹂
を
︑﹁
さ
な
が
ら
恍
惚
と
し
た
法
悦
の
輝
き
﹂
を
満
面

に
漲
ら
せ
て
い
る
︒
人
間
離
れ
し
た
厳
か
さ
を
我
が
も
の
と
し
た
良
秀
は
︑﹁
円
光
の
如
﹂
き
﹁
不
思
議
な
威
厳
﹂
を
ま
と
う
ま
で
に
な

る
︒
そ
の
よ
う
な
良
秀
の
神
々
し
い
姿
を
見
た
か
ら
こ
そ
︑
彼
を
戒
め
よ
う
と
し
た
大
殿
も
﹁
御
顔
の
色
も
青
ざ
め
て
︑
口
元
に
泡
を

御
た
め
に
な
り
な
が
ら
︑
紫
の
指
貫
の
膝
を
両
手
に
し
つ
か
り
御
つ
か
み
に
な
つ
て
︑
丁
度
喉
の
渇
い
た
獣
の
や
う
に
喘
ぎ
つ
づ
け
て

い
ら
つ
し
や
い
ま
し
た
︒
︙
︙
﹂︵
芥
川
︑
一
九
九
六
・
一
︑
一
九
九
頁
︶
と
取
り
乱
す
し
か
な
い
の
だ
︒﹁
戯
作
三
昧
﹂
に
お
け
る
非

日
常
的
な
空
間
は
﹁
地
獄
変
﹂
に
お
い
て
さ
ら
に
昇
華
さ
れ
︑
新
た
な
限
界
を
突
破
し
た
と
言
え
よ
う
︒　

終
わ
り

本
稿
で
は
﹁
地
獄
変
﹂
の
主
人
公
で
あ
る
良
秀
と
そ
の
娘
︑
そ
し
て
﹁
良
秀
﹂
の
渾
名
を
も
つ
小
猿
の
死
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と

︵
9
︶ 

蟋
蟀
の
声
が
聞
こ
え
な
い
こ
と
は
︑
こ
の
創
作
に
打
ち
込
む
短
い
時
間
に
お
い
て
︑
書
斎
が
世
俗
を
脱
し
︑
純
粋
な
空
間
と
化
し
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
︒
む
ろ
ん
こ
れ
は
馬
琴
の
視
点
か
ら
の
語
り
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
空
間
の
外
に
い
る
人
に
と
っ
て
は
︑
何
も
変
わ
る
こ
と
は
な
く
︑
蟋

蟀
の
鳴
き
声
が
続
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
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で
死
と
芸
術
の
関
係
性
を
論
じ
︑
さ
ら
に
は
﹁
戯
作
三
昧
﹂
と
の
比
較
を
通
し
て
︑
芥
川
が
追
求
し
た
究
極
の
芸
術
家
像
の
特
徴
を
検

討
し
た
︒

取
り
上
げ
る
紙
幅
は
な
か
っ
た
が
︑
理
想
の
芸
術
家
像
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
芥
川
の
試
み
は
早
く
も
﹁
沼
地
﹂
に
見
出
せ
る
︒﹁
沼

地
﹂
で
描
か
れ
る
︑
狂
気
に
苛
ま
れ
な
が
ら
も
創
作
を
諦
め
な
い
芸
術
家
の
姿
は
︑﹁
戯
作
三
昧
﹂
で
は
さ
ら
に
具
体
的
に
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
︒
馬
琴
を
悩
ま
せ
た
世
間
的
な
外
因
は
﹁
地
獄
変
﹂
に
至
っ
て
い
よ
い
よ
内
面
の
問
題
と
な
り
︑
深
刻
さ
を
増
し
て
ゆ
く
︒

つ
ま
り
﹁
沼
地
﹂
か
ら
﹁
地
獄
変
﹂
へ
の
展
開
は
︑
一
人
の
野
心
あ
る
芸
術
家
が
︑
完
全
な
る
芸
術
家
へ
と
成
長
し
て
ゆ
く
過
程
を
描

く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

﹁
戯
作
三
昧
﹂
で
は
︑
馬
琴
が
三
昧
境
へ
と
至
る
諸
段
階
に
︑
芥
川
自
身
が
芸
術
家
と
し
て
求
め
た
無
我
と
い
う
最
上
の
状
態
が
投
影

さ
れ
て
い
る
︒﹁
地
獄
変
﹂
で
は
︑
小
猿
は
娘
の
た
め
︑
娘
は
父
親
の
た
め
︑
そ
し
て
良
秀
は
芸
術
の
た
め
と
い
う
三
者
三
様
の
殉
死
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
完
全
な
人
間
で
あ
り
︑
な
お
か
つ
完
全
な
芸
術
家
で
あ
る
と
い
う
良
秀
像
が
実
現
し
た
︒
娘
の
死
は
悲
劇
的
だ
が
︑

屏
風
に
描
か
れ
た
こ
と
で
︑
娘
は
あ
る
意
味
で
美
へ
と
化
身
し
た
の
で
あ
る
︒

日
常
の
す
べ
て
を
越
え
る
完
全
で
純
粋
な
芸
術
は
あ
り
う
る
の
か
︒﹁
戯
作
三
昧
﹂
を
経
て
︑﹁
地
獄
変
﹂
で
芥
川
は
そ
の
可
能
性
が

大
い
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
︒
た
だ
し
こ
れ
ら
の
小
説
が
示
す
よ
う
に
︑
そ
の
境
地
に
到
達
す
る
に
は
︑
命
を
捨
て
る
ほ
ど
の
覚
悟
が

必
要
な
の
で
あ
る
︒

芸
術
の
た
め
の
芸
術
か
︑
生
活
の
た
め
の
芸
術
か
︒
芥
川
は
二
者
択
一
で
は
な
く
︑
そ
の
両
者
の
統
合
を
目
指
し
た
︒
芥
川
も
ま
た

現
実
世
界
の
束
縛
を
免
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
芥
川
は
︑
ま
さ
に
命
を
賭
し
て
徹
底
的
に
創
作
に
打
ち
込
む
こ
と
で
︑
お
そ

ら
く
は
そ
の
芸
術
的
野
心
を
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
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で
死
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へ
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︑
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の
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あ
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芸
術
家
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︑
完
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な
る
芸
術
家
へ
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成
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し
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く
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の
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状
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れ
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い
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変
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は
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小
猿
は
娘
の
た
め
︑
娘
は
父
親
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た
め
︑
そ
し
て
良
秀
は
芸
術
の
た
め
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う
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者
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様
の
殉
死
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た
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戯
作
三
昧
﹂
を
経
て
︑﹁
地
獄
変
﹂
で
芥
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は
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性
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に
あ
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と
を
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た
︒
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し
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に
︑
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︑
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て
る
ほ
ど
の
覚
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の
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︒
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実
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あ
る
芸
術
至
上
主
義
者

︱
﹁
戯
作
三
昧
﹂と﹁
地
獄
変
﹂﹂︑﹃
三
好
行
雄
著
作
集
第
三
巻　

芥
川
竜
之
介

論
﹄︑
筑
摩
書
房
︑
八
五
︱
一
一
〇
頁

張
静 

二
〇
一
一
年　
﹁﹃
地
獄
変
﹄
論

︱
芸
術
的
法
悦
境
﹂︑﹃
愛
知
県
立
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
論
集
﹄
第
一
二
号
︑

二
〇
四
︱
二
五
九
頁
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要
旨本

稿
で
は
︑
屏
風
絵
地
獄
変
の
誕
生
に
関
わ
る
絵
師
良
秀
︑
小
猿
︑
良
秀
の
娘
の
死
に
着
目
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か

を
追
及
し
︑
芸
術
に
お
け
る
死
の
意
味
を
突
き
止
め
る
︒
そ
し
て
﹁
戯
作
三
昧
﹂
に
お
け
る
馬
琴
像
と
の
関
係
性
を
踏
ま
え
︑
芥
川
が
本

作
を
通
し
て
求
め
よ
う
と
し
た
芸
術
家
の
あ
る
べ
き
姿
を
明
ら
か
に
す
る
︒

先
行
研
究
で
は
︑
芸
術
と
権
力
︑
芸
術
と
生
活
と
い
う
二
項
対
立
の
前
提
の
下
で
︑
良
秀
の
死
が
芸
術
至
上
の
表
現
か
︑
生
活
へ
の
敗

北
か
と
言
わ
れ
続
け
て
き
た
︒
け
れ
ど
も
︑
小
猿
の
死
と
良
秀
の
娘
の
死
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
︑
む
し
ろ
﹁
地
獄
変
﹂
は
芸
術
対
生
活

の
構
図
か
ら
脱
構
築
の
作
品
と
し
て
読
め
る
︒
小
猿
の
殉
死
の
前
後
に
見
ら
れ
る
良
秀
の
表
情
の
変
化
か
ら
す
る
と
︑
そ
の
死
が
あ
っ
て

か
ら
こ
そ
︑
良
秀
は
家
族
愛
と
い
う
世
俗
観
か
ら
抜
け
出
し
︑
完
全
な
芸
術
家
へ
進
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
る
︒
小
猿
の
人
間

的
な
一
面
に
引
き
立
て
る
良
秀
の
原
始
的
で
野
性
的
な
意
欲
が
︑
目
の
前
の
地
獄
よ
り
も
地
獄
で
あ
る
現
実
を
受
け
止
め
さ
せ
た
の
で
あ

ろ
う
︒
良
秀
の
意
図
的
な
自
殺
に
よ
り
︑
こ
れ
ま
で
亀
裂
の
あ
る
良
秀
の
両
面
が
統
合
し
︑
完
全
な
芸
術
家
か
つ
完
全
な
人
間
像
が
完
成

す
る
︒
良
秀
の
死
の
タ
ブ
ー
化
と
︑
威
厳
に
感
じ
ら
れ
る
屏
風
図
よ
り
︑
命
の
代
わ
り
に
永
遠
に
超
え
ら
れ
な
い
芸
術
的
な
地
位
と
い
う

良
秀
︑
い
わ
ば
作
者
芥
川
の
野
心
は
実
現
し
た
と
指
摘
で
き
る
︒
ま
た
︑
良
秀
の
娘
の
死
は
彼
女
が
自
主
的
に
選
ん
だ
も
の
で
あ
り
︑
父

親
の
芸
術
に
献
身
し
た
と
い
え
る
︒
彼
女
の
悲
劇
的
な
死
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
地
獄
変
の
芸
術
的
価
値
が
昇
華
さ
れ
る
︒
小
猿
︑
娘
︑

良
秀
の
死
に
よ
り
︑
芸
術
至
上
の
テ
ー
ゼ
が
見
と
れ
る
同
時
に
︑
世
間
の
五
常
も
ま
っ
と
う
と
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
設
定
に
よ
り
︑

芸
術
と
生
活
の
対
立
は
和
解
さ
れ
︑
立
体
的
で
人
間
ら
し
い
芸
術
家
の
形
象
が
成
り
立
つ
こ
と
と
な
る
︒ 

﹁
地
獄
変
﹂
で
の
大
胆
な
試
み
の
以
前
に
︑
芥
川
は
﹁
戯
作
三
昧
﹂
で
芸
術
家
を
悩
ま
せ
る
外
部
的
な
影
響
要
素
と
戦
い
な
が
ら
︑

や
っ
と
の
こ
と
で
初
心
に
咲
き
返
し
︑
一
時
的
な
三
昧
地
を
手
に
入
れ
た
馬
琴
像
を
構
築
し
た
︒
し
か
し
馬
琴
が
到
達
し
た
非
日
常
的
な

空
間
は
あ
く
ま
で
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が
良
秀
の
場
合
に
な
る
と
︑
そ
の
自
殺
に
よ
り
永
遠
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
︒
日
常
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に
縛
り
付
け
ら
れ
る
馬
琴
が
人
間
の
五
常
を
凌
駕
す
る
良
秀
へ
変
身
す
る
と
こ
ろ
に
︑
売
文
︑
家
族
な
ど
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
る
芥
川

は
作
品
の
世
界
で
︑
徹
底
的
に
芸
術
創
作
に
取
り
込
み
︑
完
全
な
芸
術
家
と
な
る
と
い
う
野
心
を
実
現
し
た
と
い
え
よ
う
︒ 




