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は
じ
め
に

本
論
は
、『
青
年
』
と
、
後
の
歴
史
小
説
と
の
モ
チ
ー
フ
の
つ
な
が
り
に
着
目
す

る
視
点
か
ら
出
発
し
て
お
り
、『
青
年
』
か
ら
続
く
道
を
『
安
井
夫
人
』
の
中
に
見

出
す
試
み
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、『
青
年
』
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
た
、「
利
己
」

「
利
他
」
の
問
題
を
『
安
井
夫
人
』
の
中
に
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
過
程
で

重
要
な
要
素
と
な
る
の
が
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
と
の
関
係
で
あ
る
。

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の

外
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
す
で
に
先
行
研
究
に
多
く
の
指

摘
が
あ
る
が
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
評
論
、
特
に
『
蜜
蜂
の
生
活
』
の
影
響
を
、

『
安
井
夫
人
』
と
い
う
作
品
中
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
、
従
来
多
く
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て

き
た
佐
代
像
の
解
明
を
は
か
っ
て
ゆ
き
た
い
。

＊
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『
安
井
夫
人
』
は
、
大
正
三
年
四
月
、「
太
陽
」
第
二
十
巻
第
四
号
に
発
表
さ
れ

た
。「
最
も
新
し
き
意
味
に
於
け
る
歴
史
小
説
」（
広
告
文
）
を
標
榜
し
た
作
品
集

『
意
地
』
を
大
正
二
年
六
月
に
出
版
し
た
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。『
安
井
夫
人
』
発
表

の
後
、
歴
史
と
自
然
に
つ
い
て
記
し
た
『
歴
史
其
侭
と
歴
史
離
れ
』
と
、『
山
椒
大

夫
』
が
大
正
四
年
一
月
、
時
を
同
じ
く
し
て
発
表
さ
れ
た
。

『
安
井
夫
人
』
の
研
究
史
に
お
い
て
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で

外
の
息
軒
へ
の
共

感
や
、
佐
代
へ
の
理
想
像
の
投
影
を
読
む
と
い
う
方
向
は
共
通
し
て
お
り
、
本
作
品

を
読
む
上
で
の
基
本
的
前
提
と
し
て
見
解
の
一
致
を
み
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

稲
垣
達
郎
氏q

は
、『
安
井
夫
人
』
と
『
妄
想
』（「
三
田
文
学
」
明
治
四
四
・
三
、
四
）

と
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
な
か
で
、「
佐
代
の
生
」
に
「

外
の
そ
れ
へ
の
一
脈
の

つ
な
が
り
」
を
見
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
お
佐
代
さ
ん
に
お
い
て
は
、
遠
い
と

こ
ろ
の
も
の
は
、
実
は
ほ
か
な
ら
ぬ
眼
前
の
自
己
滅
却
の
無
償
の
道
そ
の
も
の
で
あ

る
」、「
自
己
滅
却
の
か
た
ち
で
あ
り
な
が
ら
、
ほ
ん
と
う
は
自
己
へ
の
積
極
だ
っ
た

と
い
え
る
」。
作
品
と
し
て
は
、
後
の
史
伝
に
続
く
、「
目
的
論
を
絶
し
た
醇
乎
た
る

世
界
」
へ
の
容
易
な
ら
ぬ
過
程
で
あ
っ
て
、
ま
た
「
歴
史
其
侭
」
と
「
歴
史
離
れ
」

が
混
交
し
て
い
る
が
、
そ
の
均
衡
が
取
れ
て
い
な
い
作
品
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

作
品
評
価
の
大
枠
は
稲
垣
氏
に
よ
り
ほ
ぼ
決
定
付
け
ら
れ
た
が
、
以
後
の
研
究
の

方
向
・
評
価
は
様
々
で
あ
る
。『
妄
想
』『
サ
フ
ラ
ン
』
な
ど
の
他
作
品
と
の
関
連
で

と
ら
え
る
論
、
佐
代
の
女
性
像
を
「
新
し
い
女
」
と
の
関
連
で
と
ら
え
る
論
、「
こ

れ
を
書
く
わ
た
く
し
」
が
出
現
し
て
の
語
り
を
問
題
視
す
る
論
な
ど
が
あ
る
。
こ
の

多
様
さ
は
、
こ
の
作
品
を
読
み
取
る
こ
と
の
あ
る
困
難
さ
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
つ
ま
り
、
佐
代
像
の
見
え
に
く
さ
で
あ
る
。『
安
井
夫
人
』
と
い
う
題
名
に

も
関
わ
ら
ず
佐
代
に
つ
い
て
の
記
述
は
少
な
く
、
語
り
手
の
見
解
に
寄
り
か
か
る
形

と
な
り
、
読
者
は
等
身
大
の
佐
代
の
像
を
結
ぶ
こ
と
が
難
し
い
の
で
あ
る
。

森
●
外
『
安
井
夫
人
』
小
考

―
佐
代
の
イ
メ
ー
ジ

―

日
　
　
塔
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一
、「
利
己
」
と
「
利
他
」

佐
代
は
、「
夫
に
仕
へ
て
労
苦
を
辞
せ
な
か
つ
た
。
そ
し
て
其
報
酬
に
は
何
物
を

も
要
求
し
な
か
つ
た
」
と
描
か
れ
る
。
語
り
手
の
紡
ぎ
出
す
佐
代
像
は
、
読
者
に
、

そ
の
自
己
犠
牲
的
精
神
を
強
く
印
象
づ
け
る
。
先
行
研
究
に
も
多
く
指
摘
の
あ
る

「
献
身
」
の
モ
チ
ー
フ
を
持
つ
作
品
で
あ
る
が
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
、「
利
己
・
利
他
」

と
い
う
問
題
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

木
股
知
史
氏w

は
、〈
個
人
主
義
〉
と
い
う
問
題
が
、
西
欧
で
は
経
済
の
問
題
と
し

て
表
れ
た
の
に
対
し
て
、
日
本
の
近
代
で
は
、
ま
ず
利
己
か
利
他
か
と
い
う
倫
理
的

な
問
い
と
し
て
現
れ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
産
業
主
義
化
す
る
社
会
と
そ
こ
で
生
き

る
個
人
の
諸
関
係
を
律
す
る
モ
ラ
ル
を
求
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
行
わ
れ
た
模
索

と
、
そ
れ
が
文
学
の
場
に
持
ち
込
ま
れ
た
様
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

外
も
そ

の
流
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
、『
青
年
』（「
ス
バ
ル
」
明
治
四
三
・
三
〜
四
四
・
八
）
の

「
利
他
的
個
人
主
義
」
に
お
け
る
「
自
我
至
上
を
自
己
放
棄
に
よ
っ
て
転
換
す
る
と

い
う
志
向
」
に

外
の
肉
声
が
読
み
取
れ
る
と
す
る
。
ま
た
、
パ
ウ
ル
ゼ
ン
の
倫
理

学
の
学
説
へ
の

外
の
言
及e

に
つ
い
て
、「
利
他
は
自
利
の
変
化
な
り
」
と
し
て
す

べ
て
の
行
為
に
「
自
利
」
を
据
え
る
パ
ウ
ル
ゼ
ン
に
近
接
し
な
が
ら
も
、〈「
我
」
を

棄
て
る
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
よ
り
重
き
を
置
く

外
の
傾
斜
を
指
摘
す
る
。

外

は
、
パ
ウ
ル
ゼ
ン
の
学
説
の
紹
介
に
加
え
る
形
で
、
利
他
的
行
為
に
つ
い
て
「
そ
の

捨
つ
る
所
の
も
の
実
質
の
我
に
し
て
、
そ
の
護
る
所
の
も
の
は
理
想
の
我
な
り
」
と

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
利
他
的
行
為
に
付
随
す
る
〈「
我
」
を
棄
て
る
〉
と
い
う

モ
チ
ー
フ
は
、『
青
年
』
に
お
け
る
大
村
の
「
我
と
い
う
も
の
を
棄
て
る
こ
と
が
で

き
る
か
」
と
い
う
言
説
に
も
表
れ
て
お
り
、
以
後
の

外
の
作
品
を
考
え
る
観
点
と

し
て
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
清
田
文
武
氏r

は
、

外
の
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
や
リ
ル
ケ
へ
の
関
心
の
高
さ

を
指
摘
し
、

外
と
い
う
磁
場
に
お
い
て
そ
の
受
容
に
示
さ
れ
る
傾
向
、
心
的
原
則

を
見
出
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
点
で
あ
る
「
献
身
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

急
速
に
推
移
す
る
時
代
に
あ
っ
て
、
在
来
の
倫
理
・
道
徳
に
対
し

外
は
注
視

を
怠
ら
な
か
っ
た
風
で
、
そ
れ
は
小
倉
時
代
以
降
の
箴
言
集
的
諸
文
に
も
窺
わ

れ
る
が
、
そ
の
中
で
献
身
・
孝
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
行
為
・
行

動
の
動
因
と
し
て
の
自
利
・
利
他
の
問
題
を
含
ん
で
い
た
。

清
田
氏
は
、

外
の
、
そ
れ
ま
で
の
モ
ラ
ル
に
代
わ
る
そ
れ
を
模
索
す
る
過
程
に

お
け
る
「
献
身
」
・
「
孝
」
に
「
自
利
・
利
他
」
と
の
関
わ
り
を
み
て
い
る
。
メ
ー

テ
ル
リ
ン
ク
『
モ
ン
ナ
・
ワ
ン
ナ
』
の
、
犠
牲
的
精
神
を
持
つ
ヒ
ロ
イ
ン
に
、
リ
ル

ケ
『
家
常
茶
飯
』
の
「
因
襲
の
外
の
関
係
」
と
契
合
す
る
問
題
を
見
、「
既
存
の
倫

理
道
徳
へ
の
批
判
と
新
た
な
照
射
」
を
行
っ
た
と
す
る
。
こ
こ
で
、
清
田
氏
が
、
自

利
・
利
他
を
行
為
の
「
動
因
」
と
し
て
の
問
題
と
と
ら
え
て
い
る
点
に
注
意
し
た

い
。

外
に
お
け
る
自
利
・
利
他
の
問
題
は
、「
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
題

と
し
て
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
行
為
の
「
動
因
」
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

「
献
身
」
の
モ
チ
ー
フ
が
、
様
々
な
形
を
と
っ
て
作
品
の
登
場
人
物
に
表
れ
て
い

る
こ
と
は
、
先
行
研
究
に
多
く
指
摘
が
あ
る
がt

、「
利
他
」
と
い
う
問
題
追
求
の
ひ

と
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、『
安
井
夫
人
』
に
お
け
る
佐
代
像
も
ま
た
形
成

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
佐
代
に
お
け
る
「
献
身
」
の
あ
り
よ
う
を
、
メ
ー
テ

ル
リ
ン
ク
と
の
関
係
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
た
い
。

二
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
『
蜜
蜂
の
生
活
』

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
思
想
や
、
そ
の
日
本
へ
の
移
入
に
つ
い
て
は
菊
田
茂
男
氏y

の
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詳
細
な
論
が
あ
る
。
菊
田
氏
は
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
思
想
を
、
三
期
に
分
け
て
い

る
。
初
期
は
、『
マ
レ
ー
ヌ
姫
』、『
闖
入
者
』、『
群
盲
』
な
ど
の
戯
曲
に
死
と
運
命

に
ま
つ
わ
る
暗
い
厭
世
的
、
神
秘
的
宿
命
観
が
み
ら
れ
る
と
し
、
中
期
に
は
『
貧
者

の
宝
』『
智
恵
と
運
命
』
と
い
う
感
想
評
論
集
に
、「
智
恵
」
に
よ
り
人
間
は
不
幸
な

運
命
を
転
じ
て
幸
福
を
か
ち
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
光
明
的
楽
天
主
義
が
表
れ

て
い
る
と
す
る
。
後
期
は
、『
蜜
蜂
の
生
活
』、『
花
の
智
性
』
を
は
じ
め
と
す
る
感

想
評
論
集
、『
モ
ン
ナ
・
ワ
ン
ナ
』、『
青
い
鳥
』、『
マ
リ
・
マ
ド
レ
ー
ヌ
』、『
ス
チ

ル
モ
ン
ド
の
市
長
』
な
ど
の
戯
曲
に
、
中
期
の
思
想
を
深
化
さ
せ
、
日
常
生
活
の
中

に
積
極
的
に
幸
福
の
所
在
を
追
求
し
よ
う
し
、
智
恵
の
働
き
を
限
り
な
く
信
奉
す
る

理
想
主
義
的
・
向
光
的
思
想
を
読
み
取
っ
て
い
るu

。

外
が
初
め
て
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
に
や
や
詳
し
く
言
及
し
た
の
は
、
明
治
三
十
六

年
二
月
二
十
七
日
内
田
魯
庵
宛
書
簡（「M

A
E

T
E

R
L

IN
C

K

そ
の
後
少
々
読
み
進
み
候

そ
のM

Y
S

T
IK

は
素
人
哲
学
た
る
こ
と
を
免
れ
ざ
る
べ
し
と
雖
も
論
文
中
の
譬
喩
な
ど
い
か

に
も
観
照
的
に
し
て
人
に
ハ
ツ
と
お
も
は
せ
る
と
こ
ろ
あ
り
感
服
と
存
候
」）
で
あ
る
と
さ

れ
る
が
、
一
貫
し
て
強
い
関
心
を
持
ち
続
け
、『
マ
ア
テ
ル
リ
ン
ク
の
脚
本
』（「
心

の
花
」
明
治
三
六
・
六
）
に
お
い
て
は
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
「
幸
福
を
求
め
る
楽
天
論
」

を
紹
介
し
て
い
る
。
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の

外
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
清
田
文
武

氏
（
前
掲
書
）、
金
子
幸
代
氏i

ら
に
よ
り
深
く
解
明
さ
れ
て
い
る
。
金
子
氏
は
、
メ
ー

テ
ル
リ
ン
ク
と

外
と
の
関
わ
り
を
女
性
像
と
い
う
観
点
か
ら
詳
細
に
論
究
し
て
い

る
。
避
け
ら
れ
な
い
残
酷
な
運
命
を
も
、「
智
恵
」
の
力
に
よ
っ
て
光
明
へ
と
導
い

て
い
く
「
明
視
」「
明
智
」
の
人
を
描
い
た
『
モ
ン
ナ
・
ワ
ン
ナ
』
を

外
が
高
く

評
価
し
、
そ
の
影
響
が
『
安
井
夫
人
』
に
表
れ
て
お
り
、
佐
代
は
「
日
本
の
モ
ン

ナ
・
ワ
ン
ナ
」
た
る
「
智
恵
」
の
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
強
い
意
志
を
持
つ
女
性
で

あ
る
と
し
た
。
戯
曲
や
『
貧
者
の
宝
』『
智
恵
と
運
命
』
と
い
っ
た
感
想
評
論
集
と

の
関
わ
り
は
見
逃
せ
な
い
が
、
本
論
で
は
、
さ
ら
に
『
蜜
蜂
の
生
活
』
に
着
目
し
た

い
。

『
蜜
蜂
の
生
活
』
に
は
、
二
十
年
に
わ
た
る
養
蜂
に
お
い
て
彼
が
観
察
し
え
た
こ

と
が
、
愛
情
に
満
ち
た
言
葉
で
記
さ
れ
て
い
る
。『
貧
者
の
宝
』『
智
恵
と
運
命
』
と

い
っ
た
感
想
評
論
集
に
著
さ
れ
た
思
想
が
、
養
蜂
か
ら
多
く
着
想
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
が
強
く
感
じ
ら
れ
、
そ
の
源
泉
、
隠
さ
れ
た
秘
密
が
明
か
さ
れ
る
よ
う
な
作
品

で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
な
か
で
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
は
、「
吾
々
が
吾
々
の
智
と
称
す
る
も
の

は
動
物
に
於
て
本
能
と
呼
ぶ
も
の
と
同
じ
起
源
、
同
じ
使
命
を
持
つ
て
居
るo

」
と
い

い
、
我
々
人
間
は
、
自
分
が
確
信
し
た
行
為
を
為
し
、
そ
の
結
果
も
わ
か
っ
た
つ
も

り
で
い
る
が
、
我
々
は
蜜
蜂
が
い
る
と
思
っ
て
い
る
と
同
じ
程
度
に
暗
闇
の
中
に
い

る
と
述
べ
る
。
蜜
蜂
は
自
分
が
蜜
を
貪
り
食
お
う
と
す
る
「
動
物
慾
」
で
は
説
明
の

で
き
な
い
利
他
的
な
行
為
を
し
、
そ
れ
は
暗
愚
に
も
見
え
る
が
、
人
間
の
暗
愚
が
こ

れ
と
同
様
に
無
私
の
目
的
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
は
人
間
は
こ
れ
に
他
の
名
を
つ
け

る
と
い
う
。
ま
た
、
蜂
や
花
な
ど
の
、
人
間
が
「
自
然
」
と
呼
ぶ
存
在
が
為
す
「
智

恵
あ
る
行
為
の
外
観
を
凡
て
備
へ
て
居
る
行
為
」
が
「
幸
運
な
偶
然
を
喚
び
起
こ
し

て
こ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
」
と
い
う
。「
智
恵
」

に
よ
り
暗
い
運
命
を
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
が
、
こ
こ
で

彼
が
「
智
恵
」
を
、
人
間
だ
け
が
持
つ
も
の
と
は
も
は
や
限
定
し
て
い
な
い
こ
と
が

知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
後
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
は
、
こ
の
作
品
と
合
わ
せ
て
昆
虫
三
部
作
と
な

る
『
蟻
の
生
活
』『
白
蟻
の
生
活
』
を
書
く
が
、
あ
と
の
二
冊
は

外
死
後
の
発
表

で
あ
る
。
ま
た
、『
蜜
蜂
の
生
活
』
の
ド
イ
ツ
語
版
は
他
の
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
著

作
と
と
も
に

外
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

上
田
敏
は
、
岡
本
清
逸
訳
『
蜜
蜂
の
生
活
』（
大
正
二
・
九
）
の
序
に
お
い
て
、
昆

虫
学
者
ア
ン
リ
・
フ
ァ
ブ
ル
の
「
常
に
浅
は
か
な
科
学
万
能
論
を
唱
へ
ず
に
不
可
思

議
の
奥
に
ま
た
更
に
大
な
る
不
可
思
議
の
あ
る
事
を
説
い
て
や
ま
ず
、
自
分
は
観
察

す
る
、
説
明
は
し
な
い
と
ま
で
断
言
し
て
ゐ
る
く
ら
い
で
あ
る
」
と
い
う
姿
勢
に
触
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れ
つ
つ
、「
此
書
の
著
者
な
る
白
耳
義
思
想
家
の
意
見
も
多
分
其
辺
に
近
い
も
の
で

あ
ら
う
。
蜜
蜂
の
生
活
は
こ
の
や
う
だ
。
此
知
識
が
或
は
幾
分
か
人
間
の
生
活
に
も

益
す
る
所
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
人
間
が
是
非
蜜
蜂
の
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
は
決
し
て
言
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
用
心
を
し
て
、
篤
と
此
書
を
味
へ

ば
興
味
津
々
と
し
て
尽
き
ず
、
造
化
の
妙
と
美
と
を
深
く
感
じ
得
る
で
あ
ら
う
か
。」

と
、
そ
の
「
造
化
の
妙
」
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

こ
の
書
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
養
蜂
の
歴
史
に
お
い
て
、
遠
心
力
を
利

用
し
て
蜜
を
採
取
す
る
分
離
機
が
で
き
、「
彼
」（
人
間
）
が
「
彼
等
」（
蜜
蜂
）
の

「
そ
れ
と
知
ら
れ
な
い
支
配
者
」
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
部
分
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
彼
は
其
要
求
が
彼
等
の
道
徳
法
律
と
一
致
す
る
限
り
は
、
彼
等

に
自
己
の
欲
す
る
所
を
な
さ
せ
、
彼
等
か
ら
そ
の
要
求
す
る
所
の
も
の
を
得
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
等
が
余
り
大
き
く
て
見
え
ず
、
余
り
差
異
が
甚
だ
し
く

し
て
了
解
の
出
来
な
い
自
分
を
支
配
す
る
思
ひ
設
け
ぬ
神
の
凡
て
の
意
思
を
通

し
て
、
彼
等
は
其
神
自
身
も
見
な
い
遥
か
遠
方
を
見
て
、
厭
か
ず
犠
牲
を
払
つ

て
其
種
族
の
神
秘
的
な
職
責
を
果
た
す
こ
と
を
の
み
心
掛
け
て
居
る
か
ら
で
あ

る!0

。

「
吾
々
が
蜜
蜂
を
観
る
様
に
吾
々
を
観
て
居
る
実
在
」
を
繰
り
返
し
想
定
し
、
人

間
が
蜜
蜂
と
ど
れ
ほ
ど
異
な
る
の
か
と
い
う
問
い
を
発
し
続
け
る
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク

は
、
こ
の
蜜
蜂
の
姿
に
人
間
を
見
て
い
た
。
ド
イ
ツ
語
の
「S

eele

」（
霊
）
の
概
念

を
中
心
に
、
身
体
と
し
て
の
外
面
と
霊
た
る
内
面
の
関
係
、
人
間
を
動
か
す
衝
動
、

行
為
の
動
機
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た

外!1

が
、
人
間
と
蜜
蜂
を
真
剣
に
同
次
元

に
お
き
、
無
生
物
を
ふ
く
め
て
こ
の
世
界
を
支
配
す
る
「
普
遍
的
霊
魂
」
を
探
ろ
う

と
す
る
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
考
え
方
に
冷
淡
だ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
蜜

蜂
が
見
て
い
る
「
遥
か
遠
方
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
佐
代
が
見
て
い
る
「
遠
い
遠
い
と

こ
ろ
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
通
底
す
る
の
で
は
な
い
か
。

『
安
井
夫
人
』
に
お
け
る
佐
代
は
、
金
子
幸
代
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
メ
ー
テ

ル
リ
ン
ク
の
思
想
を
背
景
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、「
明
視
す
る
女

性
」
と
し
て
の
女
性
像
は
、
さ
ら
に
そ
の
源
と
し
て
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
が
愛
し
た

蜜
蜂
、
特
に
「
巣
の
精
神
」
の
も
と
に
献
身
的
に
働
く
雌
蜂
の
姿
を
重
ね
て
イ
メ
ー

ジ
す
る
こ
と
で
、
よ
り
明
ら
か
な
像
を
結
ぶ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
我
々
を
と
ら

え
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
神
と
も
言
う
べ
き
存
在
を
、
我
々
は
知
ら
な
い
。
そ

れ
で
も
我
々
は
蜜
蜂
の
よ
う
に
自
分
が
為
す
べ
き
こ
と
を
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い

う
確
信
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
佐
代
の
よ
う
な
人
物
な
の
で
あ
る
。

こ
の
佐
代
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、

外
が
見
出
し
た
、
犠
牲
的
精
神
を
持
つ
あ
る
種

の
人
間
像
が
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
青
年
』
に
お
け
る
植
長
の
安
で
あ
る
。

北
川
伊
男
氏!2

は
、『
青
年
』
に
つ
い
て
、「
個
人
主
義
思
想
に
於
け
る
利
己
主
義
と

利
他
主
義
の
問
題
、
そ
の
間
の
飛
躍
を
可
能
に
す
る
献
身
・
犠
牲
と
い
う
行
為
の
問

題
は
、
女
性
描
写
に
よ
っ
て
愛
の
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
こ
に
新
し
い
芸
術
の

形
式
が
求
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
し
、「
義
務
心
の
強
さ
う
な
、
好
ん
で
何

物
を
も
犠
牲
に
す
る
や
う
な
性
格
」
と
称
さ
れ
た
植
長
の
安
を
、『
仮
面
』（
明
治
四

二
・
四
）
に
お
け
る
「
み
よ
」
と
同
型
の
女
と
し
て
重
視
す
る
。
植
木
屋
佐
吉
の
妻

「
み
よ
」
は
、「
本
能
的
人
物
」
と
書
か
れ
、「
家
畜
の
群
の
貴
婦
人
」
に
見
ら
れ
ぬ

「
高
尚
な
人
物
」
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
さ
れ
る
。「
み
よ
」
の
よ
う
な
「
本
能
的

人
物
」
は
、「
学
生
」
の
結
婚
相
手
と
し
て
は
敬
遠
さ
れ
る
が
、『
青
年
』
の
安
は
、

純
一
に
そ
の
「
自
然
の
美
」
を
気
付
か
せ
る
。
安
や
「
み
よ
」
は
、
理
想
像
と
し
て

は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
佐
代
へ
の
系
譜
を
持
ち
、
否
定
的
イ
メ
ー
ジ
の
、
飼
い
な

ら
さ
れ
た
「
家
畜
」
に
対
し
て
、
肯
定
的
な
意
味
で
「
本
能
的
」
な
イ
メ
ー
ジ
を
持

つ
。
こ
の
よ
う
な
「
本
能
的
」
と
い
う
語
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の

愛
し
た
蜜
蜂
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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三
、
憑
か
れ
た
魂

「
本
能
的
人
物
」
の
系
譜
に
あ
り
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
愛
し
た
蜜
蜂
に
重
ね
る

こ
と
が
で
き
る
佐
代
像
に
つ
い
て
さ
ら
に
他
か
ら
も
光
を
当
て
て
考
察
を
進
め
た

い
。分

銅
惇
作
氏!3

は
、『
安
井
夫
人
』
を
、
リ
ル
ケ
の
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
詳
細
に

論
究
し
て
い
る
。

外
が
翻
訳
し
た
『
家
常
茶
飯
』、
リ
ル
ケ
の
思
想
を
紹
介
し
た

『
現
代
思
想
』
を
も
と
に
、「
リ
ル
ケ
的
思
考
」
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
作
中
に
根
本
テ
ー
マ
と
し
て
何
度
も
出
て
く
る
〈
因
襲
の

外
の
関
係
〉」
と
、「
高
度
の
宗
教
的
で
さ
え
あ
る
〈
犠
牲
・
献
身
〉
の
概
念
」
と
、

「
通
俗
的
な
時
間
の
意
識
を
超
え
た
〈
生
の
永
遠
性
〉
の
追
求
」
で
あ
る
。

『
家
常
茶
飯
』
の
〈
犠
牲
・
献
身
〉
は
因
襲
を
超
え
た
次
元
の
も
の
で
あ
り
、

い
か
に
も
淡
々
と
し
て
さ
り
げ
な
く
見
え
る
が
、
何
物
か
に
と
り
憑
か
れ
た
魂

の
幽
暗
な
様
相
で
あ
り
、
永
遠
を
志
向
し
て
や
ま
な
い
異
様
な
輝
き
を
帯
び
て

い
る
。
こ
う
し
た
思
想
傾
向
は
後
年
の
「
マ
ル
テ
の
手
記
」
な
ど
で
一
層
明
確

な
形
を
と
る
が
、
レ
デ
イ
・
メ
ー
ド
の
生
活
を
破
っ
て
、
生
の
根
源
的
な
深
部

の
幽
暗
な
名
づ
け
が
た
い
物
の
姿
を
見
つ
め
て
い
る
の
が
リ
ル
ケ
文
学
の
本
質

で
あ
る
。

外
が
共
鳴
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
リ
ル
ケ
の
文
学
の
本
質
で
あ
る
と
氏
は
論
じ

る
が
、「
何
物
か
に
と
り
憑
か
れ
た
魂
」
と
い
う
表
現
は
、

外
の
歴
史
小
説
の
人

物
像
に
も
つ
な
が
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、『
最
後
の
一
句
』
の
い
ち
や
、

『
山
椒
大
夫
』
の
安
寿
に
も
、
他
者
の
視
線
に
よ
り
捕
ら
え
ら
れ
た
「
憑
く
」
と
い

う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る!4

。「
憑
か
れ
る
」
と
は
狂
気
に
近
い
も
の
で

も
あ
り
、
ま
た
黙
々
と
何
か
に
励
む
様
相
を
呈
す
る
場
合
も
あ
る
。
己
を
何
か
に
没

入
さ
せ
た
境
地
を
示
す
言
葉
で
あ
る
が
、
佐
代
の
献
身
の
様
相
は
、「
淡
々
と
し
て

さ
り
げ
な
く
見
え
る
」
も
の
と
し
て
の
「
憑
か
れ
た
魂
」
の
表
現
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

外
が
『
安
井
夫
人
』
に
お
い
て
描
い
た
佐
代
と
い
う
人
物
は
、「
利
他
」
と
い

う
問
題
追
求
の
ひ
と
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
〈「
我
」
を
棄
て
る
〉
こ
と

が
で
き
る
人
物
で
あ
り
、「
憑
か
れ
た
魂
」
を
持
つ
「
本
能
的
人
物
」
と
し
て
、
メ

ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
「
蜜
蜂
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

ま
た
、『
蜜
蜂
の
生
活
』
に
お
い
て
、
通
常
は
「
節
倹
で
謹
直
で
先
見
の
明
あ
る

賢
い
蜜
蜂
」
が
、
駆
り
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
分
封
（
巣
分
け
）
行
動
に
及
ぶ
様
子
は
、

「
彼
女
が
、
何
か
避
く
る
こ
と
の
出
来
な
い
一
種
の
狂
気
か
、
機
械
的
の
衝
動
か
種

族
の
法
則
か
、
自
然
の
法
則
か
、
流
転
す
る
時
間
の
中
に
隠
れ
て
、
凡
て
の
生
物
に

は
見
え
な
い
あ
る
力
に
服
従
す
る
も
の
と
、
長
く
信
じ
ら
れ
て
居
た
」
が
、「
そ
れ

は
盲
目
的
な
移
住
で
は
な
く
、
熟
慮
の
結
果
と
見
え
る
将
来
の
人
々
に
対
す
る
現
代

の
国
民
の
犠
牲
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
通
常
の
淡
々
と
し
た
節
倹
な
蜜

蜂
が
、
と
き
に
「
一
種
の
狂
気
」
か
、「
機
械
的
の
衝
動
」
か
と
見
え
る
変
化
を
す

る
。
こ
れ
は
捉
え
方
に
よ
っ
て
は
「
熟
慮
の
結
果
」
の
智
恵
あ
る
行
動
と
も
と
ら
え

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
憑
か
れ
た
魂
」
の
様
相
は
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
描
く
蜜

蜂
の
様
相
と
通
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
意
味
で
、
佐
代
の
少
女
時
代
か
ら
結
婚
後
の
変
化
を
表
す
比
喩
と
し
て
、

「
繭
を
破
つ
て
出
た
蛾
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
非
常
に
示
唆
的
で
あ

る
。

そ
し
て
こ
れ
ま
で
只
美
し
い
と
ば
か
り
云
は
れ
て
、
人
形
同
様
に
思
は
れ
て
ゐ

た
お
佐
代
さ
ん
は
、
繭
を
破
つ
て
出
た
蛾
の
や
う
に
、
そ
の
控
目
な
、
内
気
な

態
度
を
脱
却
し
て
、
多
勢
の
若
い
書
生
達
の
出
入
す
る
家
で
、
天
晴
地
歩
を
占
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め
た
夫
人
に
な
り
お
ほ
せ
た
。

「
繭
を
破
つ
て
出
た
蛾
」
と
い
う
の
は
無
論
変
化
の
鮮
や
か
さ
を
示
す
比
喩!5

で
あ

る
が
、
蜜
蜂
が
蜜
を
人
間
に
与
え
る
よ
う
に
、
繭
を
自
分
の
た
め
で
な
く
吐
き
続
け

る
蚕
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
重
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、「
絹
物
を
著
な
い
」
と
い
う

表
現
と
も
照
応
す
る
。
ま
た
、
蛹
か
ら
蛾
へ
の
変
化
は
、
自
然
や
神
と
い
う
よ
う
な

不
可
知
の
存
在
が
決
め
た
摂
理
で
あ
り
、
そ
の
表
出
が
劇
的
に
見
え
る
に
過
ぎ
な
い
。

佐
代
の
結
婚
の
申
し
出
は
、
仲
平
の
内
面
を
見
通
す
「
智
恵
あ
る
行
為
」
と
理
解
さ

れ
る
が
、
蜜
蜂
の
分
封
行
動
の
よ
う
に
周
囲
に
突
然
の
驚
き
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
繭
と
蛾
の
比
喩
に
も
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
蜜
蜂
に
重
な
る
点
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
は
、『
蜜
蜂
の
生
活
』
に
お
い
て
、
人
間
が
「
地
球
上
で
他
に

類
例
の
な
い
性
質
を
持
つ
た
特
殊
の
精
力
に
変
形
す
る
為
に
造
ら
れ
て
ゐ
る
」
こ
と

は
、
蜜
蜂
が
蜜
を
生
産
す
る
こ
と
が
「
其
舌
や
口
や
胃
に
記
さ
れ
て
居
る
」
よ
う
に
、

我
々
人
間
の
身
体
、
神
経
系
統
に
す
べ
て
記
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
思
想
、
智
、
悟
性
、
理
性
、
霊
、
精
神
、
脳
力
、
徳
、
善
、
不
義
、
智
識
な
ど
と

呼
ば
る
ゝ
、
本
来
一
つ
の
精
髄
に
過
ぎ
な
い
の
に
幾
多
の
名
を
持
つ
て
居
る
こ
の
不

思
議
な
流
動
体
を
生
産
す
る
為
に
人
間
の
様
に
造
ら
れ
て
居
る
も
の
は
何
も
な
か
ら

う
。
吾
々
の
あ
る
も
の
は
凡
て
此
も
の
ゝ
為
に
犠
牲
に
な
つ
て
居
る
」、
つ
ま
り
、

「
思
想
、
智
、
悟
性
、
…
」
と
い
っ
た
「
蜜
」
に
比
さ
れ
る
「
流
動
体
」
を
作
る
た

め
に
我
々
は
「
犠
牲
」
を
捧
げ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
あ
く
ま
で
未
来
に

明
る
い
兆
し
を
確
信
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

蜜
蜂
は
其
の
集
む
る
蜜
を
自
ら
食
ふ
か
怎
か
を
知
ら
な
い
。
吾
々
も
同
様
に

吾
々
が
宇
宙
に
紹
介
す
る
精
神
的
の
力
を
誰
が
利
用
す
る
か
を
知
ら
な
い
で
置

か
う
。
蜜
蜂
が
自
分
に
も
其
子
に
も
不
要
な
余
分
な
蜜
を
集
め
て
花
か
ら
花
へ

と
飛
ぶ
様
に
、
吾
々
は
此
不
可
知
の
焔
の
養
分
と
な
る
も
の
を
残
ら
ず
索
つ
て

真
理
か
ら
真
理
へ
と
移
り
、
吾
々
の
有
機
的
の
義
務
を
果
し
た
と
い
ふ
確
信
を

以
つ
て
、
ど
ん
な
事
態
が
起
つ
て
も
差
支
の
な
い
様
に
し
て
置
か
う
。

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
考
え
る
「
犠
牲
」
と
は
、
た
だ
「
未
来
」
と
し
か
言
い
よ
う

の
な
い
も
の
に
捧
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、「
未
来
」
を
見
つ
め
る
佐
代

の
像
を
重
ね
て
み
よ
う
。

お
佐
代
さ
ん
は
必
ず
や
未
来
に
何
物
を
か
望
ん
で
ゐ
た
ゞ
ら
う
。
そ
し
て
瞑
目

す
る
ま
で
、
美
し
い
目
の
視
線
は
遠
い
、
遠
い
所
に
注
が
れ
て
ゐ
て
、
或
は
自

分
の
死
を
不
幸
だ
と
感
ず
る
余
裕
を
も
有
せ
な
か
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

其
望
の
対
象
を
ば
、
或
は
何
物
と
も
し
か
と
弁
識
し
て
ゐ
な
か
つ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

佐
代
の
生
と
死
に
つ
い
て
は
、
佐
代
は
、「
自
分
の
死
」
を
「
不
幸
」
だ
と
感
ず

る
「
余
裕
」
を
も
持
た
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
自
分
の
死
」
を
「
不
幸
」
と
仮
に
感
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
佐
代
の
「
生
」

の
幸
福
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
生
が
充
実
し
て
い
れ
ば
こ
そ
「
死
」

が
不
幸
で
あ
る
と
も
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
は
『
智
恵
と
運
命
』
に
お
い
て
、「
運
命
を
死
及
び
災
難
と
の

み
連
結
し
て
考
え
る
の
は
不
正
で
あ
る
」「
そ
の
人
の
全
生
涯
を
死
の
一
刻
で
総
計

す
る
権
利
を
我
々
は
有
つ
て
居
る
の
で
あ
る
か!6

」
と
問
う
て
い
る
。
最
後
の
「
死
」

を
以
っ
て
「
生
」
が
暗
黒
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
の
は
間
違
い
で
あ
る
と
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考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
語
り
手
も
ま
た
、
佐
代
の
生
を
、
死
の
暗
黒
で
塗
り
つ
ぶ

す
こ
と
を
否
定
し
た
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。

佐
代
は
、
蜜
蜂
が
見
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
未
来
」
を
見
て
い
た
。
そ
れ
が
重

要
で
あ
り
、
作
者
が
描
き
出
し
た
の
は
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
た
像
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。

『
青
年
』
に
お
い
て
純
一
の
思
想
の
旅
路
を
蜜
蜂
で
喩
え
た

外
は
、
メ
ー
テ
ル

リ
ン
ク
の
思
想
の
基
底
と
な
る
『
蜜
蜂
の
生
活
』
を
、
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
と
し
て
持

っ
て
お
り
、「
利
他
」
の
問
題
追
求
の
ひ
と
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
造
型
さ

れ
た
佐
代
の
「
犠
牲
」
の
精
神
、「
献
身
」
は
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
表
れ
と
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

注q

稲
垣
達
郎
氏
「
安
井
夫
人
ノ
ー
ト
」（「
関
西
大
学
国
文
学
」
第
四
号
　
昭
和
二
六
・
六
）

w

木
股
知
史
氏
「
利
己
か
利
他
か
―
明
治
文
学
と
個
人
主
義
―
」（「
立
命
館
文
学
」
昭

和
六
三
・
三
）

e

『
フ
リ
イ
ド
リ
ヒ
・
パ
ウ
ル
ゼ
ン
氏
倫
理
説
の
梗
概
』（「
福
岡
県
教
育
会
々
報
」
第

十
六
号
　
明
治
三
三
・
一
二
）

r

清
田
文
武
氏
「

外
に
お
け
る
マ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
、
リ
ル
ケ
、
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
」

（『

外
文
芸
の
研
究
　
中
年
期
篇
』
有
精
堂
　
平
成
三
・
一
）

t

例
え
ば
大
島
田
人
氏
（「

外
の
翻
訳
文
学
（
５
）
―

外
の
女
性
観
と
リ
ル
ケ
と
の
交

渉
を
饒
っ
て
―
」
明
治
大
学
教
養
論
集
（
三
二
）

昭
和
四
〇
・
三
）
は
、
翻
訳
小
説
を
含

む
登
場
人
物
の
「
献
身
」
を
三
つ
の
類
型
に
分
け
て
い
る
。

y

菊
田
茂
男
氏
「
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
」（
福
田
光
治
・
剣
持
武
彦
・
小
玉
晃
一
編
『
欧
米
作

家
と
日
本
近
代
文
学
第
三
巻
　
ロ
シ
ア
・
北
欧
・
南
欧
篇
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
　
昭
和
五

一
・
一
）

u

な
お
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
作
品
の
初
出
は
そ
れ
ぞ
れ
『
マ
レ
ー
ヌ
姫
』（
一
八
八

九
）、『
闖
入
者
』（
一
八
九
〇
）、『
群
盲
』（
一
八
九
〇
）、『
貧
者
の
宝
』（
一
八
九
六
）、

『
智
恵
と
運
命
』（
一
八
九
八
）、『
蜜
蜂
の
生
活
』（
一
九
〇
一
）、『
花
の
智
性
』（
一
九

〇
七
）『
モ
ン
ナ
・
ワ
ン
ナ
』（
一
九
〇
二
）、『
青
い
鳥
』（
一
九
〇
八
）、『
マ
リ
・
マ
ド

レ
ー
ヌ
』（
一
九
一
二
）、『
ス
チ
ル
モ
ン
ド
の
市
長
』（
一
九
一
九
）
で
あ
る
。

i

金
子
幸
代
氏
「
歴
史
小
説
の
ヒ
ロ
イ
ン
・
『
安
井
夫
人
』」（『

外
と
〈
女
性
〉
―

森

外
論
究
―
』
大
東
出
版
社
　
平
成
四
・
一
一
）

o

岡
本
清
逸
訳
・
上
田
敏
校
閲
、『
蜜
蜂
の
生
活
』（
大
正
二
・
九
　
東
亜
堂
書
房
）、
本

稿
の
『
蜜
蜂
の
生
活
』
の
邦
訳
の
引
用
は
、
す
べ
て
本
書
に
よ
る
。
な
お
、
引
用
に

際
し
、
鷲
尾
浩
訳
『
蜜
蜂
の
生
活
』（『
マ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
全
集
第
二
巻
』
大
正
一
〇
・
四

冬
夏
社
）、
山
下
和
夫
・
橋
本
綱
訳
『
蜜
蜂
の
生
活
』（
工
作
社
　
昭
和
五
六
・
二
）
を
参

照
し
た
。

!0

山
下
和
夫
・
橋
本
綱
訳
『
蜜
蜂
の
生
活
』（
工
作
社
　
昭
和
五
六
・
二
）
に
よ
る
該
当

部
分
の
訳
を
参
考
に
掲
げ
る
。

「
よ
う
す
る
に
、
人
間
は
の
ぞ
み
ど
お
り
の
こ
と
を
し
、
要
求
ど
お
り
の
も
の
を
え

る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
要
求
が
彼
女
た
ち
の
た
め
に
な
ら
ず
、
そ
の
法
に
か

な
っ
て
い
な
い
と
き
は
そ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
見
分
け
る
に
は
あ

ま
り
に
大
き
す
ぎ
、
理
解
す
る
に
は
あ
ま
り
に
な
じ
み
の
う
す
い
、
想
い
が
け
な
い

神
が
彼
女
た
ち
を
と
ら
え
て
い
る
が
、
そ
の
神
の
意
志
を
通
じ
て
彼
女
た
ち
が
見
て

い
る
先
は
、
神
自
身
も
お
よ
び
の
つ
か
な
い
彼
方
で
あ
り
、
ま
た
ゆ
る
ぎ
な
い
自
己

犠
牲
を
は
ら
い
な
が
ら
彼
女
た
ち
が
成
し
と
げ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
女
た

ち
自
身
の
種
族
の
神
秘
的
な
務
め
の
ほ
か
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。」

!1

清
田
文
武
氏
「

外
の
文
芸
観
と
「
霊
」S

eele

へ
の
関
心
」（『

外
文
芸
の
研
究

中
年
期
篇
』
有
精
堂
　
平
成
三
・
一
）

!2

北
川
伊
男
氏
「

外
の
『
青
年
』
に
於
け
る
思
想
と
芸
術
」（「
皇
学
館
大
学
紀
要
」

昭
和
四
三
・
二
）

!3

分
銅
惇
作
氏
「
安
井
夫
人
（
近
代
小
説
鑑
賞
・
三
）」（「
言
語
と
文
芸
」
昭
和
三
七
・

七
）

!4

出
原
隆
俊
氏
は
、

外
が
多
用
す
る
表
現
を
探
索
す
る
こ
と
で
、
見
落
と
さ
れ
て

き
た
登
場
人
物
の
動
作
の
意
味
や
内
面
を
照
ら
し
出
そ
う
と
す
る
。
そ
の
中
で
「
何

か
を
契
機
と
し
て
変
貌
を
遂
げ
、
他
者
か
ら
は
理
解
し
が
た
い
も
の
を
抱
え
込
ん
だ

存
在
」
に
用
い
ら
れ
る
「
憑
く
」
と
い
う
表
現
に
も
着
目
し
て
い
る
。（「

外
が
多
用

す
る
表
現
に
つ
い
て
―
『
山
椒
太
夫
』
を
中
心
に
」『
講
座
森

外
２
　
森

外
の
作
品
』（
新

曜
社
　
平
成
九
・
五
）
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!5

繭
や
蛾
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
。
布
村
弘
氏
は
、

『
西
青
散
記
』
の
雙
卿
と
『
安
井
夫
人
』
佐
代
に
共
通
点
を
見
出
し
、「
雙
卿
が
「
繭

薄
ケ
レ
バ
誰
カ
病
後
ノ
蠶
ヲ
憐
マ
ン
」
と
、
繭
や
蝶
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
多
く
、「
井

臼
炊
蒸
」
は
勿
論
、
稲
を
束
ね
、
草
を
運
ぶ
間
に
も
、
田
に
働
く
夫
や
姑
の
た
め
に
、

「

餉
（
弁
当
運
び
）」
に
精
を
出
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
ま
ま
、
お
佐
代
さ
ん
が
結
婚

後
「
繭
を
破
つ
て
出
た
蛾
」
の
よ
う
に
「
形
振
に
構
は
ず
働
い
て
」
い
る
姿
と
対
応

す
る
と
し
て
い
る
。（
布
村
弘
氏
「『
西
青
散
記
』
の
雙
卿
と

外
後
期
作
品
の
女
性
像
」
平

川
祐
弘
・
平
岡
敏
夫
・
竹
森
天
雄
編
『
講
座
森

外
３

外
の
知
的
空
間
』
新
曜
社
　
平
成

九
・
六
）

!6

『
智
恵
と
運
命
』
の
邦
訳
は
、
大
谷
繞
石
訳
『
智
慧
と
運
命
』（
南
北
社
　
大
正

二
・
一
二
）
に
よ
る
。
引
用
に
際
し
、
鷲
尾
浩
訳
『
智
慧
と
運
命
』（『
マ
ー
テ
ル
リ
ン

ク
全
集
第
一
巻
』
大
正
九
・
一
二
）、
山
崎
剛
訳
『
限
り
な
き
幸
福
へ
』（
平
成
一
三
・
三

平
河
出
版
社
）
を
参
照
し
た
。

※

外
の
作
品
の
引
用
は
、
第
三
次
岩
波
版
『

外
全
集
』（
全
三
十
八
巻
）
に
よ
る
。

ル
ビ
は
省
略
し
、
旧
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

※
引
用
文
中
の
傍
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
甲
南
中
・
高
等
学
校
講
師
）
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