
『破
戒
』
論

―
―
空
間
か
ら
読
み
と
る

「差
別
」
に
つ
い
て
―
―

序

論

『破
戒
』
は
部
落
差
別
問
題
を
中
心
と
し
た
不
条
理
な
社
会
問
題
を
取
り

上
げ
つ
つ

「部
落
民
」
出
身
の
瀬
川
丑
松
が
父
の
戒
め
を
破
る
ま
で
の
葛
藤

を
焦
点
に
描
い
た
小
説
で
あ
り
、
今
日
ま
で
多
く
の
研
究
と
評
価
が
行
わ
れ

て
き
た
。
そ
の
中
で
拙
稿
で
は
、
「破
戒
』
中
の
物
語
空
間
に
注
視
し
て
主

人
公
瀬
川
丑
松
と
い
う
人
物
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
そ
の
理
由

は
、
丑
松
の
思
想
や
行
動
様
式
が
他
者
や
空
間
な
ど
に
よ
る
外
的
要
素
か
ら

の
影
響
を
受
け
て
動
き
出
す
傾
向
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
『破
戒
』
は
、
丑

松
が
大
日
向
の
追
放
事
件
で
、
自
分
が

「部
落
民
」
出
身
で
あ
る
と
い
う
秘

密
を
改
め
て
自
覚
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
後
も
、
猪
子
蓮
太
郎
や
銀

之
助
、
高
柳
利
三
郎
と
い
う
登
場
人
物
の
言
動
に
よ
っ
て
、
丑
松
は
葛
藤
し

思
い
悩
む
。
あ
く
ま
で
、
丑
松
の
行
動
様
式
は
、
出
生
隠
蔽
と
い
う
外
的
要

素
か
ら
の
防
衛
を
最
重
要
任
務
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
受
身
的
で
あ
り
、

そ
れ
は
丑
松
の
心
情
や
行
動
が
物
語
空
間
や
登
場
人
物
と
極
め
て
密
接
な
関

『破
戒
』
論

宮

岸

洋

輔

係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
丑
松
が
空
間
内
に
ど
の
よ

う
な
思
い
を
抱
き
、
行
動
し
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
有
意
義
で
あ
る
と

考
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
単
に

「
丑
松
＝
差
別
の
被
害
者
」
と
い
う
構
造

を
破
壊
し
、
丑
松
と
い
う

一
人
の
人
間
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
を
目

指
す
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
物
語
空
間
と
丑
松
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
丑
松
と
い
う

人
物
に
つ
い
て
述
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
丑
松
が
行
っ
た
告

白
と
い
う
点
に
注
目
し
な
が
ら
丑
松
の
人
物
像
に
つ
い
て
述
べ
る
。

第

一
章
　
丑
松
の
告
自
と
は

丑
松
は
、
蓮
太
郎
の
亡
骸
を
前
に
し
て
、
自
分
は
蓮
太
郎
の
よ
う
に
生
き

る
こ
と
を
本
質
的
に
望
ん
で
い
た
と
自
覚
し
、
蓮
太
郎
の
思
想
に

「な
ん
と

い
う
ま
あ
壮
ん
な
思
想
だ
ら
う
」
と
強
く
考
え
た
。
こ
れ
は
尊
敬
す
る
人
物

に
近
づ
く
、
更
に
は
今
ま
で
の
葛
藤
に
終
止
符
を
打
と
う
と
す
る
意
味
合
い

も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
翌
日
、
丑
松
は
教
室
で
生
徒
た
ち
に
頭
を
下
げ

七
五



て
告
白
、
そ
の
後
校
長
や
同
僚
の
教
師
た
ち
に
も
ひ
ざ
ま
ず
い
て
告
白
し

た
。だ

が
、
丑
松
の
告
自
の
性
質
は
、
蓮
太
郎
が
懺
悔
録
で

「
我
は
核
多
な

り
」
と
告
白
し
社
会
か
ら
の
差
別
と
闘
お
う
と
い
う
行
動
と
は
大
き
く
意
味

が
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
。
何
故
な
ら
、
告
白
を
選
択
す
る
以
前
に
、
丑
松

は

「新
平
民
」
で
あ
る
と
い
う
噂
が
高
柳
利
三
郎
に
よ
っ
て
学
校
中
に
広
ま

っ
て
し
ま
い
、
告
白
す
る
と
い
う
選
択
肢
は

「利
三
郎
の
吹
聴
」
と
い
う
外

的
要
素
に
よ
っ
て
追
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
「新
平
民
」
出
身
と
公
言
し
て

社
会
と
戦
っ
た
蓮
太
郎
と
は
違
い
、
丑
松
は
煩
問
す
る
自
己
の
救
済
措
置
と

し
て
用
い
た
と
い
う
点
で
、
両
者
同
じ

「告
白
」
で
あ
っ
て
も
似
て
非
な
る

も
の
と
な
っ
た
。
更
に
丑
松
の
告
自
の
内
容
を
注
視
し
て
み
る
。

あ

ゝ
、
仮
令
私
は
卑
し
い
生
れ
で
も
、
す
く
な
く
と
も
皆
さ
ん
が
立

派
な
思
想
を
御
持
ち
な
さ
る
や
う
に
、
毎
日
其
を
心
掛
け
て
教
へ
て
上

げ
た
積
り
で
す
。
せ
め
て
そ
の
骨
折
り
に
免
じ
て
、
今
日
ま
で
の
こ
と

は
何
卒
許
し
て
く
だ
さ
い
。
（中
略
）
全
く
、
私
は
核
多
で
す
、
調
里

で
す
、
不
浄
な
人
間
で
す
。

丑
松
は
当
初
、
不
浄
だ
と
罵
ら
れ
追
放
さ
れ
た
大
日
向
に
対
し
て

「
不
浄

だ
と
は
な
ん
だ
」
と
憤
り
を
見
せ
る
。
し
か
し
、
告
自
の
際
に
は

「核
多
」

は
不
浄
な
種
族
だ
と
認
め
て
い
る
。
丑
松
が
行
っ
た
告
白
は
、
教
育
者
で
あ

り
な
が
ら
も

「新
平
民
」
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
欺
い
て
き
た
こ
と
に
対
す
る

謝
罪
と
、
「新
平
民
」
出
身
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
す
る
中
で
新
た
な
生
き

七
六

方
に
進
む
こ
と
を
目
指
す
も
の
だ

っ
た
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
「核
多
」
は
忌

み
嫌
わ
れ
社
会
で
排
除
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
と
も
言

え
る
。
正
確
に
言
え
ば
、
社
会
的
圧
力
に
よ
る
敗
北
か
ら
の
容
認
で
あ
る
。

告
白
し
、
そ
の
後
社
会
に
何
ら
か
の
訴
え
を
講
じ
て
い
れ
ば
、
告
白
は

「宣

言
」
へ
と
進
化
し
、
丑
松
が
理
想
と
す
る
蓮
太
郎
の
姿
に
近
づ
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
、
告
白
後
新
天
地
テ
キ
サ
ス
に
旅
立
つ
と
い
う
終
幕
に
よ

っ
て
、
告
白
は
社
会
的
抗
議
の

一
因
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
丑
松
の
告
白
は
、
あ
く
ま
で
自
己
の
救
済
を
目
的
と
し
た
。
告
白
に
よ

っ
て
、
今
ま
で
の

「虚
偽
の
生
涯
」
を
清
算
し
、
罪
意
識
か
ら
解
放
さ
れ
た

新
た
な
生
き
方
に
進
も
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
丑
松
が
差
別
を
辛
く
も
容
認
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
丑
松
の
告
白
は
、
教
師
か
ら
生
徒
に
説
く
か
の
よ
う
に

部
落
民
差
別
の
現
状
に
つ
い
て
客
観
的
に
述
べ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
上
で
、

「
生
徒
の
机
の
と
こ
ろ
へ
手
を
突
ひ
て
、
詫
入
る
や
う
に
頭
を
下
げ
」
て

「新
平
民
」
は
卑
し
い
と
発
言
す
る
。
更
に
は
、
「ま
だ
詫
び
足
り
な
い
と
思

つ
た
か
、
二
歩
三
歩
退
却
し
て
」
土
下
座
ま
で
行
う
。
こ
の
発
言
と
対
応

は
、
丑
松
と
い
う
被
差
別
者
が

「差
別
」
を
受
け
る
中
で
、
「差
別
」
と
い

う
も
の
を
容
認
し
、
差
別
的
観
点
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
丑
松
は
前
日
か
ら

「他
に
迷
惑
を
か

け
な
い
や
う
に
」
と
告
白
す
る
決
意
と
準
備
を
行

っ
て
き
た
。
「迷
惑
を
か

け
な
い
」
と
は
お
そ
ら
く
、
「部
落
民
」
が
ど
の
よ
う
な
差
別
を
受
け
て
き

た
の
か
を
客
観
的
に
説
明
し
た
上
で
、
自
ら
の
出
生
の
み
を
打
ち
明
け
る
に

と
ど
め
る
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
か
。
丑
松
は
、
告
白
を
学
校
の
教
壇



で
、
か
つ
教
師
と
い
う
立
場
で
生
徒
達
に
打
ち
明
け
る
こ
と
を
選
択
し
た
。

こ
の
状
況
で

「部
落
民
」
は
卑
し
い
と
い
う
発
言
は
、
生
徒
に
教
え
る
立
場

上
、
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
「部
落
民
」
出
身
の
生
徒

仙
太
の
今
後
の
学
校
生
活
を
危
ぶ
め
る
発
言
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

告
自
の
途
中
か
ら

「手
も
足
も
烈
し
く
慄
え
て
来
」
て
冷
静
を
失
い
、
思
わ

ず

「部
落
民
」
に
対
し
て
の
差
別
的
発
言
を
行
う
の
で
あ
る
。
冷
静
を
失
っ

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
告
白
は
丑
松
の
明
ら
か
な
主
観
的
発
言
で
あ
り
今
ま
で

持
っ
て
い
た
丑
松
個
人
の
本
音
で
あ
り
、
丑
松
が
差
別
的
観
点
を
持

っ
て
い

た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
同
時
に
、
こ
れ
は
差
別
を
行
う
立
場

が

一
方
的
に

「差
別
」
を
形
成
し
た
の
で
は
な
く
、
丑
松
の
よ
う
に
、
被
差

別
的
立
場
の
者
も
、
「差
別
」
と
い
う
概
念
を
容
認
と
い
う
形
で
形
成
す
る

一
因
を
担
う
と
い
う
こ
と
を
表
す
の
で
は
な
い
か
。
丑
松
が
差
別
的
観
点
を

持
っ
て
い
た
と
す
る
理
由
に
、
丑
松
は
間
近
に
見
た

「新
平
民
」
に
厳
し
い

言
及
を
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
屠
牛
場
で
屠
手
に
対
し

い
ず
れ
も
紛
ひ
の
な
い
新
平
民
―
―
殊
に
卑
賤
し
い
手
合
ひ
と
み
ヘ

て
、
特
色
あ
る
皮
膚
の
色
が
明
白
と
目
に
つ
く
。　
一
人

一
人
の
赤
ら
顔

に
は
、
烙
印
が
押
当
て
て
あ
る
と
言
つ
て
も
よ
い

と
い
う
明
ら
か
に
侮
蔑
的
表
現
を
用
い
て
い
る
。
推
測
す
る
に
、
丑
松
は

「新
平
民
」
出
身
と
し
て
の
自
己
で
は
な
く
、
平
民
と
い
う
自
己
か
ら
差
別

化
を
無
意
識
な
が
ら
も
行

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
丑

松
の
性
質
が
差
別
的
と
い
う
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
ま
た
藤
村
が
部
落
差
別

『破
戒
」
論

を
人
種
差
別
と
混
合
し
て
い
た
か
ら
と
い
う
作
者
へ
の
言
及
で
も
な
く
、
丑

松
が
学
校
社
会
で
懸
命
に
生
き
る
部
落
出
身
仙
大
に
は
同
情
と
思
い
や
り
を

示
す
が
、
屠
手
場
の
人
々
に
は
強
い
批
評
を
加
え
る
こ
と
か
ら
も
、
丑
松
に

は

「新
平
民
」
と
し
て
の
自
己
と
平
民
と
し
て
の
自
己
が
混
在
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
立
証
す
る
た
め
に
、
次
に
物
語
空

間
、
天
長
節
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
て
い
く
。

第
二
章
　
天
長
節
と
丑
松
と
の
関
係

「藤
村
は
明
治
の
時
代
に
な
っ
て
も
な
お
差
別
さ
れ
る
部
落
民
丑
松
を
主

人
公
と
し
て
選
び
、
そ
の
心
の
悲
し
み
を
描
い
て
日
本
の
軍
国
主
義
天
皇
制

に
す
る
ど
く
せ
ま
っ
て
行
く
」
と
い
う
評
価
が
あ
る
よ
う
に
、
藤
村
が

『破

戒
』
を
日
露
戦
争
下
で
も
執
筆
し
、
明
治
三
九
年

（
一
九
〇
六
年
）
自
費
出

版
し
た
と
い
う
経
緯
か
ら
も
、
軍
国
主
義
天
皇
制
が
作
品
上
に
ど
の
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
か
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
軍
国
主
義
か
ら
言
え
ば
、
そ
の

性
質
が
物
語
上
に
表
れ
る
の
は

「規
則
」
と

「階
級
」
と
い
う
点
だ
ろ
う
。

丑
松
が
勤
め
る
飯
山
小
学
校
で
は
、
校
長
が

「教
育
は
則
ち
規
則
」
と
い
う

方
針
を
述
べ
、
規
則
を
重
要
視
し
て
い
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
丑
松
は
、

恩
給
を
も
ら
え
る
よ
う
敬
之
進
と
共
に
郡
司
学
に
進
言
す
る
等
、
敬
之
進
を

擁
護
す
る
立
場
を
取
る
と
い
う
意
味
で

「規
則
」
に
反
す
る
思
想
を
持
っ
て

い
る
と
言
え
る
。
だ
が

「階
級
」
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
丑
松
は
決
し

て
弱
者
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
丑
松
は
、
小
学
校
の
教
師
が
世
間
か
ら
冷
た
い

視
線
で
み
ら
れ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

七
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是
が
自
分
ら
の
預
つ
て
居
る
生
徒
の
父
兄
で
あ
る
か
と
考
へ
る
と
、

浅
猿
し
く
も
あ
り
、
腹
立
た
し
く
も
あ
り
、
遠
に
不
愉
快
に
な
つ
て
す

た
ノ
ヽ
歩
き
始
め
た

物
語
の
中
で
、
教
師
と
い
う
職
業
は
歓
迎
さ
れ
な
い
。
「
彼
処
へ
行
く
の

は
、
あ
り
や
あ
何
だ
―
―
む

ヽ
、
教
員
か
」
と
言
つ
た
よ
う
な
顔
付
を
し

て
、
酷
し
い
軽
蔑
の
色
を
顕
し
て
い
る
の
も
あ
つ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
勤

務
時
の
服
装
で
歩
く
丑
松
を
非
難
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
飯
山
小
学
校
に
勤

め
る
教
師
が

「
さ
し
て
教
育
の
事
業
に
興
味
を
感
ず
る
で
も
な
か
っ
た
。
中

に
は
児
童
を
忌
み
嫌
う
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
。
」
と
い
う
よ
う
な
実
情
が

世
間
に
露
見
し
て
い
た
か
ら
だ
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
丑
松
は
、

「不
愉
快
」
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
丑
松
が
、
教
師
と
い
う
世
界

で
ひ
と
つ
の
キ
ャ
リ
ア
に
属
し
、
教
師
へ
の
強
い
情
熱
を
持
っ
て
い
る
か
ら

だ
と
言
え
る
。
丑
松
は
、
銀
之
助
と
同
様
に
師
範
学
校
を
卒
業
し
て
い
る
。

師
範
学
校
卒
業
生
は
教
師
で
は
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
検
定
試
験
を
受
け
て
正

社
員
と
な
っ
た
文
平
、
講
習
を
済
ま
せ
て
準
教
員
と
な
っ
た
者
よ
り
も
出
世

す
る
傾
向
に
あ
る
。
丑
松
が
最
高
学
年
を
受
け
持
ち
、
最
敬
礼
を
行
え
る
こ

と
も
こ
の
経
歴
が
強
く
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
丑
松
は

教
育
界
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
単
に
規
則
を
重
視
す
る
校
長
や
教
育
社
会
に

対
抗
す
る
立
場
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
丑
松
の
エ
リ
ー
ト
思
考
は
銀
之

助
の
将
来
設
計
に
対
し
て

「
丑
松
も
無
論
今
の
位
置
に
満
足
し
て
は
居
な
か

つ
た
。
」
と
い
う
発
言
か
ら
も
、
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
丑
松

は
、
教
員
首
座
と
い
う
立
場
で
天
長
節
を
迎
え
る
。

七
八

天
長
節
は

「
天
皇
を
頂
点
と
す
る
明
治
の
社
会
体
制
を
称
え
、
天
皇
へ
の

忠
誠
を
誓
い
、
憧
憬
を
抱
く
ハ
レ
の
日
で
あ
り
、
国
民
に
と
っ
て
は
重
要
な

祝
日
で
あ
る
。
「
町
々
の
軒
は
高
く
国
旗
を
掲
げ
」
て
あ
り
、
町
全
体
が

「歓
喜
」
に
包
ま
れ
る
。
し
か
し
、
丑
松
の
よ
う
な

「部
落
民
」
は
本
来
、

天
長
節
を
祝
う
立
場
で
は
な
い
と
作
品
上
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
「新
平
民
」

で
あ
る
仙
太
は
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
か
ら
仲
間
は
ず
れ
に
さ
れ
、
「
天
長
節
で

す
ら
も
、
他
の
少
年
と
同
じ
や
う
に
は
祝
い
得
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
同

じ
日
本
国
民
と
し
て
祝
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、

今
ま
で
丑
松
は
平
然
と
天
長
節
を
祝
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
出
生
の
秘
密
が

世
間
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
丑
松
の
中
に
、
平
民
と
し
て

の
自
己
を
確
立
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
丑
松
に
は
平
民
と

し
て
の
自
己
と

「部
落
民
」
し
て
の
自
己
が
複
合
的
に
内
在
し
て
お
り
、
大

日
向
事
件
以
前
ま
で
、
丑
松
の
中
で
は
差
別
を
受
け
な
い
平
民
と
し
て
の
自

己
が
前
面
に
出
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
天
長
節
で
首
座
教
員
と
し
て
の

役
割
を
見
事
に
実
行
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
日
向
事
件
に
よ
っ
て
、
丑
松
は

「新
平
民
」
と
し
て
の
自
己

が
再
び
ふ
く
ら
み
始
め
る
。
自
分
の
本
当
の
立
場
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
、
今

ま
で
の
天
長
節
の
よ
う
に
祝
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

去
年
―
―

一
昨
年
―
―

一
昨
々
年
―
―
あ

ヽ
、
未
だ
世
の
中
を
其
ほ

ど
深
く
思
ひ
知
ら
な
か
つ
た
頃
は
、
噴
飯
し
た
く
な
る
や
う
な
、
気
楽

な
こ
と
ば
か
り
考
へ
て
、
是
大
祭
日
を
祝
つ
て
い
た
。
手
袋
は
旧
の
ま

ま
、
色
は
褪
め
た
が
変
ら
ず
に
あ
る
。
其
か
ら
見
る
と
、
人
の
精
神
の



内
部
の
光
景
の
移
り
変
る
こ
と
は
。
是
か
ら
将
来
の
自
分
の
生
涯
は
つ

ま
り
ど
う
な
る
―
―
誰
が
知
ら
う
。
来
年
の
天
長
節
は
―
―
い
や
、
来

年
の
こ
と
は
措
ゐ
て
、
明
日
の
こ
と
宿
直
で
す
ら
も
。

こ
こ
ま
で
、
思
い
悩
ま
せ
る
要
因
に
は
、
大
日
向
追
放
事
件
だ
け
で
な
く

天
長
節
直
前
に
知
っ
た
蓮
太
郎
の
訃
報
が
挙
げ
ら
れ
る
。
丑
松
は
、
式
の
前

に
新
聞
で
蓮
太
郎
の
病
気
が
重
く
な
っ
た
こ
と
を
知
る
。
生
き
方
の
師
と
し

て
慕
う
蓮
太
郎
の
病
気
の
悪
化
は
、
丑
松
に

「悲
痛
」
と

「同
情
」
を
与
え

る
。
し
か
し
、
丑
松
を
悩
ま
せ
る
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の

「新

平
民
」
と
し
て
の
立
場
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
丑
松
は

蓮
太
郎
に
対
し
て

「あ

ヽ
、
先
輩
の
胸
中
に
燃
へ
る
火
は
、
世
を
焼
く
よ
り

も
前
に
、
自
分
の
身
体
を
焚
き
尽
し
て
し
ま
う
だ
ら
う
。
」
と
い
う
感
情
を

抱
く
。
こ
れ
は
、
差
別
を
受
け
な
が
ら
も
、
社
会
と
闘
い
生
き
て
き
た
激
動

の
蓮
太
郎
の
生
き
方
に
同
情
を
示
す
な
か
も
、
自
ら
の
憧
憬
す
る
生
き
方
を

悲
観
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
丑
松
自
身
の

「新
平
民
」
と
し
て
の
立
場

を
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
長
節
は
、
こ
れ
ま
で
首
座
教
員
と

し
て
最
敬
礼
を
も
行
う
立
場
を
振
る
舞

っ
て
き
た
平
民
と
し
て
の
自
己
と
、

本
来
の

「新
平
民
」
と
し
て
の
自
己
ま
た
出
生
の
秘
密
を
隠
し
仲
間
や
生
徒

を
欺
き
な
が
ら
生
き
て
き
た
こ
と
へ
の
罪
悪
感
と
で
、
揺
れ
動
く
場
面
で
あ

り
、
丑
松
の
葛
藤
を
強
く
促
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

「破
戒
」
は
、
十
月
二
十
六
日
の
蓮
華
寺
引
越
し
か
ら
雪
の
飯
山
を
脱
出

す
る

一
二
月
三
日
ま
で
の
二
九
日
間
ま
で
の
物
語
で
あ
り
、
そ
の
中
で
天
長

節
は
十

一
月
三
日
と
い
う
日
付
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
日
は
、
風
間
敬
之
進
退

「破
戒
』
論

職
の
た
め
に
開
い
た
茶
会
、
当
直
先
で
丑
松
の
父
親
の
声
が
聞
こ
え
る
と
い

う
事
件
が
起
こ
り
、
ひ
と
き
わ
多
く
の
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。
な
ぜ
天
長

節
の
日
に
、
こ
の
よ
う
な
出
来
事
が
起
こ
っ
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
そ
の
際
、
天
長
節
後
に
行
わ
れ
た
遊
戯
で
の
テ
ニ
ス
で
、
仲
間
か
ら
見

捨
て
ら
れ
た

「新
平
民
」
の
仙
太
、
没
落
士
族
で
、
仕
方
な
く
教
師
と
い
う

仕
事
に
就
き
、
そ
の
教
師
に
お
い
て
も
没
落
し
て
い
く
敬
之
進
、
ま
た
丑
松

の
父
親
と
い
っ
た
社
会
的
弱
者
を
描
い
て
い
る
こ
と
も
注
目
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
こ
の
天
長
節
で
は
、
「歓
喜
」
と
差
別

・
没
落
に
苦
し
む
人
た
ち

の

「悲
痛
」
が
対
置
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
天
長
節
が
綴
ら
れ
る
第
五

章
は
、
十

一
月
三
日
の
朝
か
ら
、
冬
の
訪
れ
を
感
じ
さ
せ
る
大
霜
の
様
子
が

描
か
れ
る
。
蓮
華
寺
で
、
志
保
と
会

っ
て
会
話
を
し
、
敬
之
進
の
悲
痛
な
暮

ら
し
ぶ
り

・
立
場
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
華
や
か
な
式
典
の
前
に
、
風
間

一

族
の
つ
ら
い
現
実
に
つ
い
て
考
え
さ
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
新
聞
で
猪
子
蓮
太
郎
の
病
状
の
悪
化
の
報
せ
も
聞
い
て
い
る
。

天
長
節
が
終
わ
っ
た
後
も
、
運
動
場
で
行
わ
れ
て
い
る
テ
ニ
ス
で
、
仲
間
か

ら
見
捨
て
ら
れ
た

「新
平
民
」
の
仙
太
が
登
場
し
、
「新
平
民
」
が
天
長
節

を
祝
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
現
実
を
描
き
、
丑
松
が
父
親
の
声
を
聞
く

と
い
う
内
容
も
、
丑
松
が
父
か
ら
の
戒
め
を
再
確
認
す
る
と
同
時
に
、
自
ら

の

「新
平
民
」
と
し
て
の
自
己
を
呼
び
起
こ
す
契
機
に
も
な
っ
て
い
る
。

明
治
か
ら
天
皇
制
と
な
り
、
明
治
四
年
に
解
放
令
に
よ
っ
て

「機
多

・
非

人
」
と
い
う
被
差
別
部
落
民
も
解
放
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
実

際
に
は

「新
平
民
」
と
い
う
新
し
い
差
別
用
語
の
台
頭
に
よ
っ
て
以
前
と
同

様
の
差
別
が
残

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
近
代
天
皇
下
の
社
会
的
矛
盾

七
九



は
天
長
節
の
前
後
に
用
意
さ
れ
、
「悲
痛
」
に
苦
し
む
人
々
を
描
き
出
し

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
平
和
と
国
家
、
天
皇
を
称
え
、
祝
う
こ
と
で
生
じ
る

「歓
喜
」
と
、
虐
げ
ら
れ
た
者
が
も
つ

「悲
痛
」
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、

丑
松
の
苦
悩
は
よ
り
顕
著
と
な
る
結
果
と
な
っ
た
。
自
ら
の

「新
平
民
」
と

し
て
の
自
己
が
表
出
し
た
こ
と
で
、
丑
松
も
敬
之
進
や
仙
太
郎
と
同
様
、
明

治
近
代
の
犠
牲
者
と
し
て
の

一
面
が
表
出
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
去
年
ま
で
丑
松
は
天
長
節
を
何
も
考

え
る
こ
と
な
く
祝
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
昔
か
ら
猪
子
蓮
太
郎
の
著
書
は

購
入
し
た
こ
と
か
ら
、
「部
落
民
」
と
い
う
身
分
に
つ
い
て
興
味
は
あ

っ
た

だ
ろ
う
が
、
自
分
が

「新
平
民
」
出
身
で
あ
る
か
ら
祝
っ
て
大
丈
夫
な
の
か

と
い
う
不
安
は

一
切
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
丑
松
は

平
民
と
し
て
の
自
己
を
獲
得
し
、
被
差
別
部
落
者
を
傍
観
視
す
る
立
場
を
持

っ
て
い
た
と
い
え
る
。
現
に
、
「寂
し
さ
う
に
壁
に
侍
免
つ
て
」
仲
間
と
な

じ
め
な
い
仙
太
に
、
「
勇
気
を
出
せ
、
燿
れ
る
な
」
と
励
ま
そ
う
と
す
る

も
、
周
り
の
目
を
気
に
し
て

「
遁
げ
る
や
う
に
し
て
、
少
年
の
群
を
離
れ

た
」
と
し
て
、
仙
太
を
正
面
か
ら
庇
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
テ
ニ
ス
で
は
ペ

ア
を
組
み
、
仙
太
を
庇
う
も
、
後
に

丑
松
は
自
分
を
責
め
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
蓮
太
郎

―
―
大
日
向
―
―
其
か
ら
仙
大
、
こ
う
聯
想
し
た
時
は
、
猜
疑
と
恐
怖

と
で
戦
慄
え
る
や
う
に
な
つ
た
。

と
後
悔
し
て
い
る
。
あ
く
ま
で
、
自
分
の
出
生
に
関
し
て
思
い
悩
む
だ
け
で

八
〇

あ
り
、
「新
平
民
」
を
救
い
た
い
と
い
う
思
い
は
父
か
ら
の
戒
め
で
消
さ
れ

て
い
る
の
だ
。
こ
の
天
長
節
の
空
間
で
は
、
丑
松
は
平
民
と
し
て
の
自
己
と

「新
平
民
」
と
し
て
の
自
己
の
葛
藤
が
描
か
れ
、
天
皇
制
の
犠
牲
者
的
性
質

を
宿
し
て
い
る
こ
と
を
注
視
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
丑
松
の
部
落

民
に
対
し
て
の
対
応
や
考
え
方
を
考
慮
し
た
上
で
、
そ
の
明
治
近
代
性
に
組

み
込
ま
れ
て
い
き
な
が
ら
、　
一
方
で
は
丑
松
が

「差
別
者
」
と
し
て
の
役
割

を
担

っ
て
い
た
こ
と
も
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

結
　
論

こ
れ
ま
で
、
天
長
節
と
い
う
物
語
空
間
か
ら
主
人
公
丑
松
に
つ
い
て
考
察

を
進
め
て
き
た
。
こ
こ
で
垣
間
見
え
た
の
は
、
「新
平
民
」
と
し
て
の
自
己

と
、
平
民
と
し
て
の
自
己
か
ら
な
る
差
別
的
行
為
で
あ
る
。
考
え
る
に
、

『破
戒
』
を
読
む
際
、
丑
松
を

「部
落
民
」
で
の
社
会
的
弱
者
で
あ
る
と
い

う
認
識
の
前
に
、
あ
る

一
人
の
人
間
と
し
て
こ
の
作
品
を
読
み
進
め
る
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
か
。
多
く
の
論
文
で
、
「部
落
民
」
で
あ
る
丑
松
の
告
白

ヘ

の
葛
藤
に
つ
い
て
、
ま
た
丑
松
の
告
白
が
社
会
的
意
義
を
伴
う
か
ど
う
か
に

つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
丑
松
は

「部
落
民
」
で
あ
る
と
い
う
設
定
の
た

め
、
我
々
は
読
む
中
で

「部
落
民
」
は
差
別
を
受
け
て
い
る
か
ら
丑
松
に
同

情
す
る
と
い
う
感
情
が
芽
生
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
丑
松
が
本
来

持
っ
て
い
る
、
い
や
人
間
が
本
来
持

っ
て
い
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
つ
い
て
見
落

と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
丑
松
は

「
部
落
民
」
で
あ
り
な
が
ら

も
、
同
じ

「部
落
民
」
に
つ
い
て
侮
蔑
的
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
前
に



述
べ
た
。
テ
キ
サ
ス
に
旅
立
つ
こ
と
も
、
叔
父
や
父
親
の
犠
牲
を
元
に
行

っ

て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
身
勝
手
な
旅
立
ち
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
人
間
は
様
々
な
欲
求
と
多
く
の
犠
牲
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
を
選

ん
で
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
丑
松
の
行
動
も
そ
の
人
間
の
行
動
形
式

に
沿

っ
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
非
難
で
き
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
丑

松
と
い
う

一
人
の
人
間
の
判
断
と
行
動
を
考
え
る
こ
と
が
、
人
間
そ
し
て
差

別
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
の
時
、
差
別
と
い
う
問
題
が
差

別
の
被
害
者
と
加
害
者
、
傍
観
者
と
簡
単
に
割
り
振
る
こ
と
は
で
き
ず
、
被

害
者
も
加
害
者
的
側
面
を
持
ち
、
加
害
者
も
被
害
者
と
な
り
う
る
と
い
う
い

か
に
複
雑
な
問
題
で
あ
る
か
を
わ
れ
わ
れ
読
み
手
は
知
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
『破
戒
』
と
い
う
作
品
が
、
現
代
に
読
ま
れ
て
い

く
意
義
は
大
い
に
あ
る
と
思
え
て
な
ら
な
い
。

注（１
）
更
に
こ
の
後
、
丑
松
が
テ
キ
サ
ス
に
行
く
と
い
う
結
末
に
よ
っ

て
、
丑
松
の
告
白
が
自
ら
の
救
済
と
し
て
の
役
割
を
強
め
る
こ
と
に

も

な

る

。

（２
）
こ
こ
で
言
う

「新
た
な
生
き
方
」
と
は
、
丑
松
が
破
戒

へ
の
葛

藤
を
終
え
た
生
き
方
で
あ
り
、
蓮
太
郎
の
よ
う
な
、
告
白
後
不
条
理

な
社
会
と
闘
お
う
と
い
う
生
き
方
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま

で
、
丑
松
の
告
白
は
破
戒
に
関
す
る
苦
し
み
や
悩
み
か
ら
の
解
放
を

目
指
す
も
の
と
し
て
捉
え
る
。

（
３
）
し
か
し
、
こ
れ
は
作
者
島
崎
藤
村
の
思
惑
で
あ

っ
た
と
考
え

『破
戒
』
論

る
。
藤
村
は

「融
和
問
題
と
文
芸
」
翁
融
和
時
報
」

一
九
二
八
年

一

月
）
の
中
で
、
物
語
を

「破
戒
」
と
い
う
自
己
の
内
面
を
描
く
こ
と

に
焦
点
を
絞
り
た
か
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
丑

松
の
告
白
に
社
会

へ
の
批
判
性
が
備
わ
っ
て
い
な
い
の
は
間
違
い
で

は
な
い
。

（４
）
野
間
宏

「
「破
戒
」
に
つ
い
て
」
（岩
波
文
庫

『破
戒
』

一
九
六

八
年
八
月
）
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