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『刺
青
』
論

藤

原

智

は

じ

め

に

『刺
青
』
は
明
治
四
三
年
十

一
月

「新
思
潮
」
に
発
表
さ
れ
た
。

明
治
四
四
年
十

一
月
、
永
井
荷
風
が

「三
田
文
学
」
ｏ
に
お
い
て
絶
賛
し
た
こ
と
で
華
や
か
な
デ
ビ

ュ
ー
を
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
い

わ
ば
谷
崎
潤

一
郎
が
世
に
出
る
こ
と
と
な

っ
た
作
品
で
あ
る
。
荷
風
は
、
『刺
青
』
を

「自
分
の
見
る
虎
こ
の

一
作
は
氏
の
作
中
第

一
の
傑

作
」
と
し
た
上
で
、

明
治
現
代
の
文
壇
に
於
て
今
日
ま
で
誰

一
人
手
を
下
す
事
の
出
来
な
か
つ
た
、
或
は
手
を
下
さ
う
と
も
し
な
か
つ
た
藝
術
の
一
方
面
を
開
拓
し
た
成

功
者
は
谷
崎
潤
一
郎
氏
で
あ
る
。
語
を
代
へ
て
云
へ
ば
谷
崎
潤

一
郎
氏
は
現
代
の
群
作
家
が
誰

一
人
持
つ
て
ゐ
な
い
特
種
の
素
質
と
技
能
と
を
完
全

に
具
備
し
て
ゐ
る
作
家
な
の
で
あ
る
。

と
谷
崎
を
評
価
し
た
。

千
葉
俊
二
氏
②
は
昭
和
五
七
年
、
『刺
青
』
を
評
価
す
る
に
あ
た
り

「生
涯
の
文
学
的
主
題
を
先
取
り
す
る
、
谷
崎
文
学
の
原
型
を
示

す
作
品
」
と
し
た
。
「優
れ
た
作
家
の
処
女
作
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
は
る
か
後
年
の

「鍵
」
や

「風
療
老
人
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日
記
」
に
至
る
ま
で
の

一
つ

一
つ
の
名
作
と
な
っ
て
育

っ
て
い
く
は
ず
の
要
素
が
、
い
わ
ば
胚
珠
の
ま
ま
既
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
」
と
し
、
「
そ
の
意
味
に
お
い
て
も

「刺
青
」
は
谷
崎
文
学
の
実
質
的
な
処
女
作
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

本
稿
の
目
的
は
、　
一
九
九
八
年
拙
稿

「
『春
琴
抄
』
論
―
佐
助
の
能
動
的

「献
身
」
と
春
琴
の
受
動
的
立
場
に
つ
い
て
―
」
ｏ
に
て
、
自

ら
示
し
た

『刺
青
』
の
本
質
を
実
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
拙
稿
に
お
い
て
、
昭
和
八
年
に
発
表
さ
れ
た

『春
琴
抄
』
を
論
じ
る

に
あ
た
り
、
谷
崎
文
学
の
根
底
に
あ
る
特
質
を
追
求
す
る
こ
と
を
望
み
、
冒
頭
に
て
そ
の
処
女
作

「刺
青
」
を
示
し
そ
の
指
針
と
し
た
。

小
論
は
、　
一
途
に
師
春
琴
に
仕
え
る
佐
助
の
存
在
を
、
「春
琴
に
従
属
す
る
存
在
、
又
、
自
我
を
消
し
享
受
し
て
ゆ
く
受
動
的
存
在
と
し

て
捉
え
る
の
で
な
く
、
自
ら
の
志
す
と
こ
ろ
を
貫
こ
う
と
す
る
意
志
を
持

っ
た
能
動
の
主
体
と
し
て
捉
え
」
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ

っ

た
。「己

の
欲
す
る
と
こ
ろ
を
か
な
え
る
と
い
う
動
機
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
佐
助
の
行
う
と
こ
ろ
の

「献
身
」
は
む
し
ろ

自
発
的
、
能
動
的
で
あ
」
る
と
捉
え
、
そ
れ
を
論
じ
る
上
で
指
針
と
し
て

『刺
青
』
に
て

「
「宿
願
」
を
呆
た
す
」
清
吉
の
あ
り
よ
う
を

提
示
し
た
。
内
実
、
物
語
の
根
底
に
同
様
に
流
れ
る
も
の
を
指
摘
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
際
、
「
女
郎
蜘
蛛
」
を
刺
り
込
ま
れ
る
少
女

は

「和
蘭
警
か
ら
貰

つ
た
麻
酔
剤
」
に
よ

っ
て
自
由
を
奪
わ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
踏
ま
え
、
で
」
の
少
女
は
、
清
吉
に
よ
っ
て
そ
の
夢
を

実
現
す
る
た
め
の

「素
材
」
と
し
て
の
役
割
を
持
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
た
。
物
語
の
大
団
円
は
、
「肥
料
」
の
絵
さ
な
が
ら

に
、
魂
を
打
ち
込
ん
で

「刺
青
」
を
仕
上
げ
た
清
吉
に
対
し
、
娘
に

「お
前
さ
ん
は
真
先
に
私
の
肥
料
に
な
つ
た
ん
だ
ね
え
」
と
言
わ
せ

る
。
こ
れ
と
逆
転
す
る
と
い
え
る
。
そ
の
前
段
階
で
の
両
者
の
位
相
に
対
す
る
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
四
十
七
年
前
の
処
女
作
に

あ
る

「
こ
の
構
図
を

『春
琴
抄
』
に
も
見
る
」
と
し
た
。
こ
の
点
を
あ
き
ら
か
に
し
、
谷
崎
文
学
に
お
け
る
特
質
を
追
求
す
る
こ
と
を
希

望
し
た
。

本
稿
で
は

『刺
青
』
に
お
け
る
清
吉
の

「刺
青
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
描
写
の
デ
ィ
テ
ー
ル
に
注
意
し
暗
示
す
る
も
の
を
読
み
解
き



実
証
す
る
材
料
と
し
た
い
。

前
掲
、
荷
風
は
、
『刺
青
』
に
つ
い
て
、

此
の
一
篇
は
此
の
残
忍
な
る
藝
術
家
が
深
川
の
女
の
真
白
な
肌
に
己
が
精
神
を
こ
め
た
蜘
蛛
の
刺
青
を
施
す
こ
と
を
主
眼
に
し
て
ゐ
る

と
し
た
。
本
稿
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
中
の

「芸
術
家
」
で
な
く

「残
忍
な
」
の
方
面
で
あ
る
と
い
え
る
。

高
村
光
太
郎
ｏ
は
、
明
治
四
五
年

「
（谷
崎
潤

一
郎
が
）
初
め
に
書

い
た

『刺
青
』
な
ど
は
サ
デ
ー
ズ
ム
で
あ
る
。
充
り
異
性
を
苦
し
め

て
其
の
苦
し
が
つ
て
居
る
と
こ
ろ
に
快
感
を
感
ず
る
の
だ
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て

「
同
氏
の
作
品
を
、
藝
術
的
感
興
に
駆
ら
れ
て
書
い
た

物
と
は
思
へ
な
い
」
と
し
た
が
、
強
い
て
言
え
ば
表
面
に
あ
る
優
れ
た
描
写
の
妙
や
、
筋
書
き
の
巧
み
さ
の
奥
に
あ
る
主
題
を
見
抜
い
た

と
も
言
え
る
。
同
様
に
、
本
小
論
に
お
い
て
は
同
じ
く
こ
の

「藝
術
的
感
興
に
駆
ら
れ
て
書
い
た
物
」
と
い
う
切
り
口
で
は
捉
え
な
い
も

の
と
す
る
。

●
「刺
青
」
の
本
来
も

つ
意
味
あ
い

『刺
青
』
は

『刺
青
』
を
貫
く
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
こ
め
ら
れ
る
も
の
を
、
ど
の
切
り
口
か
ら
捉
え
て
読
み
解

く
か
と
い
う
の
は
、
『刺
青
』
の
主
題
を
見
誤
ら
な
い
た
め
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
ど
の
立
場
か
ら

『刺
青
』
を
捉
え
る
か
に
よ

つ

て
、
お
の
ず
と

「刺
青
」
の
持
つ
意
味
合
い
も
異
な
っ
て
く
る
。

「刺
青
」
の

コ
こ

と

い
う
字
は
、
材
料
は
墨
で
あ

っ
て
も
生
き
た
皮
膚
に
入
れ
る
と
青
く
見
え
る
こ
と
か
ら
用
い
ら
れ
た
電

士
口
岡

郁
夫
氏

（医
学
博
士

・
細
胞
学
）
は
、
明
治

一
三
年

（
一
八
八
〇
）
の
刑
法
に
は

「刺
文
」
と
記
さ
れ
ま
だ

「刺
青
」
は
現
れ
て
い
な
い
こ

と
を
指
摘
し
、
こ
の

「入
墨
」
を
さ
す

「刺
青
」
は
谷
崎
が

『刺
青
』
を
書
い
て
か
ら
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
述
べ
る
。

入
墨
に
は
、
大
き
く
分
け
て
、
二
つ
の
全
く
異
な
る
目
的
が
見
ら
れ
る
。
縄
文
時
代
な
ど
の
古
く
に
は
、
魔
除
け
や
婚
姻
や
成
人
に
か

か
わ
る
習
俗

（文
身
）
と
し
て
部
族
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
、
大
別
し
て
主
に
、
刑
罰
と
し
て
強
制
的
に
腕
な
ど
に
入
れ
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ら
れ
る
場
合
と
、
愛
情
の
誓

い
と
し
て
誰
そ
れ
命
の
文
字
を
腕
に
彫
る
場
合
な
ど
が
あ

つ
た

翁
江
戸
語
辞
血
Ｃ

ｏ
。
ま
た
、
同
義
で
あ
る

が
男
女
が
愛
情
の
変
わ
ら
ぬ
じ
る
し
に
互
い
に
相
手
の
名
を
腕
に
彫
る
こ
と
、
こ
れ
を

「入
黒
子
」
（前
掲
）
と
言

っ
た
。
「入
黒
子
」
は

情
人
同
士
の
間
で
交
わ
さ
れ
、
主
に
遊
里
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
遊
女
が
愛
人
の
名
を
彫

っ
た
の
は
、
愛
情
を
契
り
自
分
に

「
つ
な
ぎ
と

め
る
」
た
め
の
絆
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
遊
女
の

「粋
」
と
さ
れ
た
。
同
様
に
そ
れ
ら
は
い
れ
ず
み
、
ほ
り
も
の
と
も
言

っ
た
。

前
者
刑
罰
の
場
合
は
重

い
場
合
は
奥
州
地
方
で
行
わ
れ
た
よ
う
に
た
と
え
ば

「悪
」
の
文
字
を
顔
に
刻
ま
れ
る
場
合
も
あ
り
、
「入
墨

も
の
」
と
い
え
ば
前
科
も
の
を
指
し
た
。

つ
ま
り
、
消
え
な
い

「烙
印
」
を
皮
膚
の
下
に
刻
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
い
わ
ば
そ

の
人
間
の
位
置
づ
け
、
意
味
付
け
を
決
定
的
な
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。　
一
時
的
に
皮
膚
表
面
を
染
め
る
の
で
は
な
く
、
皮

膚
の
下
に
入
れ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
生
涯
残
さ
れ
、
い
わ
ば
そ
の
人
間
の
人
生
を
左
右
さ
え
し
か
ね
な
い
。
つ
ま
り
、
社
会
の
中
で
そ
の

人
の
生
き
る
道
を
決
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
も
あ
る
。　
一
生
、
本
人
に
そ
の
罪
の
意
識
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
ま
た
、
周
囲
に

も
そ
れ
を
わ
か
ら
せ
る
。
自
他
と
も
に
、
「
そ
の
こ
と
」
を
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
後
者
は
、
情
人
同
士

の
契
り
の
意
味
を
持

つ
、
愛
の
証
と
言
え
た
。

生
き
た
肌
の
下
に
あ
る

「印
」
を
刻
み
込
む

「刺
青
」
と
い
う
行
為
に
は
、
本
来

「刺
青
」
の
も
た
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
こ
の
両
面

の
性
質
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
当
然
な
が
ら
、
『刺
青
』
の
主
題
は
あ
る

コ
ム
術
家
」
が
精
魂
こ
め
て
美
し
い
図
柄

（刺
青
）
を
完
成
さ
せ
た
だ
け
の
こ
と
で
は
な

い
。
本
来

「刺
青
」
が
持

つ
、
ま
た
持
た
さ
れ
た
意
味
合
い
を
明
確
に
し
踏
ま
え
た
上
で

再
度
作
品
に
触
れ
た
。
こ
の
作
業
に
よ

っ
て
、
『刺
青
』
の
主
題
が
明
確
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
清
吉
と
い
う
人
物
は
、
決

し
て
単
な
る

「美
」
の

「提
供
者
」
で
は
な
い
。
単
に

「美
」
を
届
け
る

「使
者
」
で
は
な
く
、
そ
れ
を

「刻
印
」
す
る

「主
体
」
で
あ

る
、
と
捉
え
た
上
で
論
じ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。



一
、
清
吉

の

「刺
土こ

の
意
味

●
「入
黒
子
」
と

「烙
印
」

清
吉
の

「刺
青
」
の
も
つ
意
味
合
い
は
前
記
に
お
け
る
後
者
、
つ
ま
り
情
人
同
士
の
愛
情
の
証
、
「入
黒
子
」
の
そ
れ
の
み
で
は
な
い

と
言
え
る
。
ま
た
、
み
ご
と
な
意
匠

（女
郎
蜘
蛛
）
の
芸
術
性
の
み
が

『刺
青
』
を
貫
く
主
題
と
は
言
え
な
い
。

清
吉
の

「宿
願
」
や
性
分
、
ま
た

「宿
願
」
を
呆
た
す
ま
で
の
経
緯
を
踏
ま
え
る
上
で
、
多
分
に
前
者

「刻
印
」
の
意
味
合
い
を
含
む

と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「天
稟
」
の
体
に
あ
る

「刻
印
」
、
そ
の
人
間
の
資
質
ま
た
生
き
方
さ
え
決
め
付
け
ら
れ
か
ね
な
い

「印
」
を
、

自
ら
で
な
く
他
者
の
意
思
と
力
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
た
、
化
粧
と
違
い
、
表
面
を
美
し
く
飾
る
と
い
う

だ
け
で
は
す
ま
な
い
。
生
身
の
体
に
刃
物
を
あ
て
血
を
流
し
痛
み
を
伴
う
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
体
に
刻
ま
れ
た
も
の
は

「
三
度
と
消
え

な
い
」
と
い
う
差
異
が
あ
る
。
そ
の

「刻
印
」
が
決
定
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
コ
一度
と
引
き
返
せ
な
い
」
と
い
っ
た
、

「あ
と
に
は
ひ
け
な
い
」
覚
悟
と
同
時
に
、
反
面
そ
れ
に
伴
う
あ
る
種
の
諦
観
さ
え
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
情
人
同
士
の

「入
黒
子
」

の
場
合
は
、
究
極
の
愛
の
遊
戯
と
も
言
え
、
か
な
ら
ず
合
意
の
上
で
行
わ
れ
る
。
天
口意
」
と
い
っ
た
事
務
的
な
感
情
で
な
く
、
む
し
ろ

互
い
に
強
く
そ
れ
を
望
む
こ
と
で
成
立
す
る
そ
れ
が
他
方

「烙
印
」
と
な
る
と
全
く
ち
が
う
。
刑
罰
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に

「強
制
」
、

ま
た
は
譲
歩
し
て
も

「承
諾
」
「了
解
」
で
あ
っ
て
も

「合
意
」
は
適
切
と
言
え
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「刺
青
」
は

「施
す
者
」
と

「施
さ
れ
る
者
」
が
な
い
と
成
り
立
た
な
い
。
「入
黒
子
」
の
場
合

「刺
青
」
を
刻
ま

れ
る
行
為
ま
た
刻
ま
れ
る

「刺
青
」
に
は
、
「施
す
者
」
の
意
思
ま
た
思
い
が
強
く
込
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
「刺
青
」
に

は
、
そ
の

「施
す
者
」
の
強
い
思
い
が
注
入
さ
れ
る
。
そ
れ
が

「施
さ
れ
る
者
」
の
体
に
生
涯
残
さ
れ
、
そ
の
生
命
が
あ
る
限
り
息
づ
く

と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「刺
青
」
の
特
異
性
と
、
そ
の

「影
響
力
」
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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そ
の
図
柄
が
仕
上
が
り
色
づ
け
さ
れ
る
点
に
限
れ
ば
、
他
の
絵
画
や
美
術
品
と
同
様
で
あ

っ
て
も
、
「刺
青
」
が
完
成
す
る
ま
で
に

は
、
他
で
は
存
在
し
な
い
、
人
間
同
士
の
欲
望
や
覚
悟
、
決
意
と
苦
痛
、
ま
た
相
手
に
対
す
る
激
情
と
そ
れ
に
と
も
な
う
燃
焼
や
消
耗
が

必
ず
介
在
す
る
。
つ
ま
り
、
必
ず

「相
手
」
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
必
ず
反
応
を
起
こ
す

「生
身
」
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
同
様
に
精
魂
込
め
た
に
し
て
も
、
他
の
芸
術
の
よ
う
に
、
自
分
だ
け
を
見

つ
め
、
孤
独
な
戦
い
と

い
っ
た
体
を
と
ら
な
い
。
こ
れ

が
、
他
の
芸
術
と
決
定
的
に

一
線
を
画
す
る
点
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
お
の
ず
と

『刺
青
』
の
主
題
が
浮
き
ぼ
り
に
な
る
。
「芸
術
家
」

清
吉
の
芸
術
性
の
み
が
そ
の
主
題
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
え
る
。

作
中
、
娘
は
背

一
面
に
女
郎
蜘
蛛
を
彫
ら
れ
る
。
佐
藤
亜
有
子
氏
は
‐７，
そ
の
図
柄
は

「彼

（清
士
こ

の
内
奥
に
深
く
隠
れ
た
お
の
れ
の

企
て
」
を

「
反
映
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
宿
願
を
叶
え
た
あ
と
は
、
抜
け
殻
に
な
り
食
わ
れ
て
も
よ
い
と

い
う
願
望
で
あ

る
。
こ
の
、
「蜘
蛛
」
が
図
柄
と
し
て
象
徴
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
の
ひ
と

つ
の
要
因
と
し
て

「朝
蜘
蛛
」
と
い
う
か
つ
て
遊
里
に

あ

っ
た
習
わ
し
が
あ
る
。
の
ち
に
市
井
に
も
広
が

っ
た
が
、
芸
者
屋
の
女
将
は
、
朝
早
く
見
つ
け
た
小
さ
い
蜘
蛛
は
縁
起
が
よ
い
と
い
う

の
で
、
白
紙
に
包
ん
で
神
棚
に
お
く
習
わ
し
が
あ

っ
た
と

い
う
。
翁
明
治
語
録
し
‐８‐
。

テ
ク
ス
ト
冒
頭
の
時
代
情
緒
を
醸
し
出
す
か
の
よ
う
な
書
き
出
し
と
、
「す
べ
て
美
し
い
者
は
強
者
で
あ
り
、
醜

い
者
は
弱
者
で
あ

つ

た
」
と
い
う
言
説
に
導
か
れ
、
物
語
世
界
で
の
概
念
に
よ

っ
て
目
が
そ
れ
が
ち
に
な
る
が
、
本
来

「刺
青
」
そ
の
も
の
の
持
つ
性
格
に
つ

い
て
、
あ
ら
か
じ
め
認
識
し
て
お
く
こ
と
は
有
意
義
と
思
わ
れ
る
。
書
き
手
の
差
し
出
す

「す
べ
て
美
し
い
者
は
強
者
で
あ
り
、
醜
い
者

は
弱
者
で
あ

っ
た
」
と
い
う
提
示
を
踏
ま
え
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
「刺
青
」
の
本
来
も

つ
性
格
を
念
頭
に
お
く
こ
と
も
同
様
に
肝

心
で
あ
る
。
「刺
青
」
に
も
構
図
が
あ
り
配
色
が
あ
り
、
芸
術
性
を
伴
う
こ
と
は
、
他
の
美
術
、
芸
術
と
共
通
す
る
。
し
か
し
、
「刺
青
」

が
唯

一
他
と

一
線
を
画
す
る
の
は
、
そ
れ
を
生
き
た
人
間
の
皮
膚
に
施
す
と
い
う
点
で
あ
る
。
皮
膚
を
破
り
傷
を
負
わ
せ
な
が
ら
、
皮
膚

の
下
に
色
を
入
れ
絵
を
刻
み
込
ん
で
ゆ
く
と
い
う
点
で
あ
る
。
「刺
青
」
と
は
生
き
た
人
間
の
肌
に
、
消
え
な
い
刻
印
を
刻
む
と
い
う
こ



と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
で
い
な
が
ら
絵
画
や
他
の
美
術
品
、
工
芸
品
と
ち
が
い
、
決
し
て
後
世
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
が
生
き
た
人
間
の
体
に
施
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
人
間
が
死
ね
ば
、
い
や
お
う
な
く

「刺
青
」
も
そ

の
生
を
閉
じ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「刺
青
」
は
人
間
、
つ
ま
り
あ
る
人
物
の
手
に
よ

っ
て
創
り
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体

「命
」

を
も

つ
生
命
体
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
生
体
に
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
点
か
ら
そ
の

「命
」
あ
る
生
体
と

一
体
化

す
る
と
い
え
る
。
そ
の
生
体
の
命
が
あ
る
間
の
み
、
「刺
青
」
も
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
大
き
な
特
質
で
あ
る
。
ョ

代
」
だ
け
の

「命
」
を
与
え
ら
れ
、
あ
と
に
は
決
し
て
残
る
こ
と
が
で
き
な
い
宿
命
を
も
つ
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
他
の
美
術
品
、
工
芸
品
と

は
ち
が
う
生
々
し
さ
を
伴
う
と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
他
に
な
い
強
い
気
迫
を
も
つ
と
言
え
る
。

他
に
は
な
い
二
つ
の
大
き
な
ち
が
い
、
つ
ま
り

一
生
消
え
な
い

「印
」
を
生
身
の
体
に
刻
み
込
む
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
必
ず

一

代
限
り
と
い
う
命
の
定
め
を
も

っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
他
の
芸
術
と
異
な
る

「刺
青
」
の
特
質
で
あ
る
。

た
と
え
ば

「天
稟
」
の
美
し
い
肌
を
飾
る
の
は
、
「化
粧
」
で
も
で
き
る
。
絵
の
具
さ
な
が
ら
に
色
彩
を
化
粧
品
で
施
し
、
「
天
稟
」
の

素
材
を
美
し
く
彩
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、　
一
生
消
え
な
い

「印
」
を
血
を
流
し
て
生
身
の
肌
に
刻
み
込
む

「刺
青
」
と
は
ま

っ
た

く
意
味
合
い
が
異
な
る
。
極
言
す
る
な
ら
ば

「化
粧
」
は

「
よ
そ
お
い
」
で
あ
り
、
「刺
青
」
は

「刻
印
」
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
「化
粧
」

に
も
さ
ま
ざ
ま
な
シ
チ

ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
思
い
も
込
め
ら
れ
る
が
、
「刺
青
」
に
対
す
る
だ
け
の

「覚
悟
」
や
激
情
を

「化
粧
」

に
そ
の
ま
ま
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
『刺
主こ

に
て
清
吉
が
思
い
願
う
の
が
、　
一
時
的
に
表
面
を
彩
る
だ
け
の
化
粧
で
あ
れ
ば
、
ま

っ
た
く
意
味
合
い
が
ち
が

っ
た
も
の
と
な
る
。
『刺
青
』
に
お
い
て
清
吉
が
本
性
を
め
ざ
め
さ
せ
娘
を
変
身
さ
せ
る
の
も
、
そ
れ
が
化
粧

で
あ

っ
て
は
成
り
立
た
な
い
と
い
え
る
。
同
時
に
清
吉
の
願
望
も
満
た
さ
れ
は
し
な
い
。
笠
原
信
夫
氏
ｏ
は
、
刺
青
禁
止
令

釜
百察
犯
処
罰

令
）
が

『刺
青
』
の
発
表
の
前
に

（明
治
四

一
年
）
出
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
刺
青
の
あ
り
か
た
を

「
日
陰
の
花
と
し
て
生
き
の
び

る
」
と
表
現
し
た
。
氏
は
、
刺
青
を

「
お
そ
ら
く
江
戸
人
の

〈
夢
〉
の
、
も

っ
と
も

い
ま
わ
し
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
も

っ
と
も
華
麗
な
美
的
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一

結
晶
」
と
し
、
「
日
陰
の
美
の
系
譜
で
あ
り
、
異
端
、
法
外
の
あ
だ
花
」
と
捉
え
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
職
と
し
た

「刺
青
師
」
た
ち
を

「法
網
を
く
ぐ
り
な
が
ら
、
お
び
え
お
び
え
て
針
を
刺
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
「己
の
存
在
を
徹
底
し
て
卑
下
」
す
る
存
在
だ
と
し

た
。
ま
た
、
「刺
青
師
清
吉
の
眼
に
作
者
の
眼
が
折
り
重
な
」
る
と
述
べ
る
。

「刺
青
」
が
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
『刺
青
』
の
テ
ー
マ
は
お
の
ず
と
明
確
に
な
る
。

「
日
陰
の
花
と
し
て
生
き

の
び
る
」
「異
端
、
法
外
の
あ
だ
花
」
は
、
日
向
で
た
だ
健
全
に
咲
く
花
と
ち
が
い
、
「
日
陰
」
に
咲
く
、
ゆ
え

に
よ
り
迫
力
を
も
ち
、
い
っ
そ
う
の
妖
し
さ
を
伴

っ
て
い
る
と

い
え
る
。
「江
戸
人
の

〈
夢
〉
の
、
も

っ
と
も

い
ま
わ
し
い
、
そ
れ
ゆ
え

に
も

っ
と
も
華
麗
な
美
的
結
晶
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
た
だ
健
全
に
咲
く
花
の
、
健
全
で
あ
る
が
ゆ
え
の
淡
白
さ
に
ひ
き
か
え
、
「
い

ま
わ
し
さ
」
に
裏
う
ち
さ
れ
た
凄
み
と
濃
厚
な
魅
力
を
持
つ
と

い
え
る
。
そ
れ
こ
そ
が
た
と
え
ば
、
「生
身
の
男
を

「肥
料
」
に
」
し
て

し
ま
う
ほ
ど
の
力
で
あ
る
。
相
手
を

「肥
料
」
に
し
て
し
ま
う
、
ま
た
さ
れ
る
方
さ
え
悦
惚
と
そ
れ
を
望
む
ほ
ど
の
強
烈
な
魅
力
は
、
む

し
ろ
た
だ
明
る
く
健
全
な
だ
け
の
美
し
さ
に
は
あ
り
え
な
い

「魔
力
」
と
い
う
呼
び
か
た
の
方
が
適
切
で
あ
る
と
言
え
る
。

「男
の
骸
」
を
踏
み

つ
け
て
よ
り
美
し
く
咲
き
誇
る

「悪
徳
」
の
行
為
、
ま
た
男
を

「肥
料
」
に
す
る
残
忍
さ
さ
え
男
を
魅
了
す
る

「能
力
」
と
す
る
に
は
、
「結
晶
」
に
な
る
ほ
ど
に
煮
詰
ま

っ
た
強

い
思
い
と
、
日
陰
の
世
界
に
抑
圧
さ
れ
た
鬱
積
が
必
要
と
さ
れ
る
。
健

全
な
明
る
さ
の
な
か
に
あ
る

「善
良
」
な
美
は

「
日
陰
」
に
棲
む

「悪
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
花
の
持
つ
妖
艶
な
気
迫
は
持
た
な
い
。
男
を

惹
き

つ
け

「肥
料
」
に
す
る
そ
の
美
し
さ
に
は
魔
力
が
具
わ
る
。
極
め
ら
れ
た
美
し
さ
に
は
、
凄
み
や
迫
力
さ
え
備
わ
る
。
そ
れ
を
形
に

し
た
、
ひ
と
つ
の
象
徴
が

「刺
青
」
で
あ
る
。
ョ
と

だ
か
ら
こ
そ
、
よ
り
激
し
い
憧
れ
や
陶
酔
を
呼
ぶ
。
そ
こ
に
は
、
健
全
で

「善
良
」

な
美
し
さ
に
は
な
い
強

い
刺
激
と
悦
惚
が
あ
る
。
そ
の
享
楽
は
た
だ
単
に

「善
良
」
な
物
か
ら
は
生
ま
れ
な
い
。
抜
け
殻
と
な
り
踏
み
つ

け
ら
れ
て

「肥
料
」
と
な
る
と
こ
ろ
に

「善
良
」
な
る
ル
ー
ル
は
存
在
し
な
い
。
己
の
願
望
の
み
が
も

っ
と
も
尊
重
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



●
「美
」
の
提
供
者
で
あ
る
が

「刻
印
」
者
で
も
あ
る
清
吉

清
吉
は
江
戸
中
理
想
の
女
を
捜
し
あ
ぐ
ね
、
や
が
て
念
願
叶

っ
て
そ
の
娘
と
ま
み
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
娘
を
眠
ら
せ

つ
い
に

「刺

青
」
を
施
す
に
至
る
、
と
い
っ
た
行
為
は
純
粋
な
情
熱
に
う
ら
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
強
引
で
強
制
的
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

「刺
青
禁
止
令
」
に
は
、
「個
人
の
身
体
と
い
へ
ど
も
、
個
人
の
自
由
に
す
べ
き
で
な
い
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
分
の
意
思
で
自
分
の

体
に
望
ん
で
刺
青
を
施
す
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。
清
吉
の
場
合
は
、
ま
し
て
、
自
分
の
意
向
で
、
他
人
の
身
体
に
刺
青
を
施
す
行
為
に
該

当
す
る
。
清
吉
の
行
為
は
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
た
。
森
安
理
文
氏
⑩
は
、
「大
切
な
点
は
、
こ
の
場
合
で
も
女
が
、
そ
れ
で
は
と

い
う

よ
う
に
、
合
意
と
納
得
の
上
で
進
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
（略
）
そ
こ
に
麻
酔
剤
の
必
要
が
生
ま
れ
る
」
と
し
、
ョ
心
の
介
入
」
と
こ
れ

を
捉
え
、
決
し
て
娘
を
救
済
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
逆
に
娘
の
自
由
を
奪
う
た
め
の
道
具
で
あ
る
と
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、　
一
晩

中
墨
の
針
を
刺
す
と
い
っ
た
過
酷
な
仕
打
ち
、
つ
ま
り
清
吉
の
欲
望
が
な
け
れ
ば
、
「麻
酔
剤
」
は
必
要
と
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
言

え
る
。
平
野
芳
信
氏
ｏ
は
、
同
様
に

「麻
酔
剤
」
と
、
特
に

「背
中
」
に
深
い
意
味
を
認
め
る
。
「女
郎
グ
モ
の
入
墨
と
い
う
悪
の
暗
喩

が
女
性
を
麻
酔
剤
で
眠
ら
せ
る
と
い
う
、
強
制
的
催
眠
下
で
、
し
か
も
背
中
に
刺
り
込
ま
れ
る
点
に
象
徴
的
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
背
中
と
は
意
識
と
知
覚
器
官
が
集
中
し
て
い
る
前
面
に
対
し
て
、
い
わ
ば
無
意
識

・
識
閾
下
の
謂
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
」
と
し
た
。

背

一
面
に
蜘
蛛
を
配
置
さ
せ
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
後
ろ
か
ら
羽
交
い
絞
め
、
ま
た
自
由
を
奪
わ
れ
る
、
何
者
か
を
背
負
わ
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
も
見
え
る
。
蜘
蛛
の
ご
と
く
に
網
を
は

っ
て
好
適
な
美
し
い
素
材
を
待

つ
の
は
、
む
し
ろ
清
吉
で
あ
り
、
そ
し
て
最
後
女
の
背

一
面
に
手
足
を
伸
ば
し
抱
え
て
い
る
の
は
、
清
吉
の
想
い
、
で
あ
る
と
言
え
る
。

野
口
武
彦
氏
⑫
は
、
「刺
青
師
が
墨
汁
や
琉
球
朱
と
と
も
に
女
の
肉
体
に
注
ぎ
込
ん
だ
も
の
」
は

「
ョ
ど

の
想
念
に
ほ
か
な
ら
な
」

い
、
と
し

「む
し
ろ

「悪
」
の
創
成
だ

っ
た
」
と

「刺
青
」
の
意
味
を
定
義
づ
け
て
い
る
。
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通
常
数
ヶ
月
か
か
る
も
の
を
、
連
続
し
て
仕
上
げ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
数
ヶ
月
に
小
分
け
に
施
し
て
も
、
コ

日
平
均
五
六
百
の

針
に
刺
さ
れ
」
れ
ば
、
「皆
半
死
半
生
の
体
」
で

「打
ち
倒
れ
た
ま
ま
、
暫
く
は
身
動
き
さ
え
も
出
来
な
」
い

「無
残
な
姿
」
に
な
る
こ

と
を
、　
一
番
承
知
し
て
い
る
の
は
他
で
も
な
い
、
当
の
清
吉
本
人
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
体

へ
の
負
担
を
思
い
や
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
長
時

間
か
け
て
仕
上
げ
る
の
が
優
し
さ
で
あ
る
。
清
吉
の
思
い
は
、
娘
よ
り
も
自
分
の
欲
す
る
と
こ
ろ
を
今
こ
そ
遂
げ
よ
う
と
す
る
そ
の

一
点

に
向
か

っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
塩
崎
文
雄
氏
ｏ
も
、
で
」
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
確
実
に
死
ぬ
」
と
指
摘
し
清
吉
の
行
為
が
犯
罪
に
値

す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
も
は
や

「善
良
」
な
ル
ー
ル
に
統
治
さ
れ
な
い
、
己
の
欲
望
が
第

一
に
あ
る
と
い
え
る
。
ン」う
し
て
ま
で
も

こ
れ
ら
の
行
為
に
踏
み
出
さ
せ
て
い
る
も
の
が
、
「女
郎
蜘
蛛
」
を
背
中
に
注
入
さ
れ
体
の
奥
に
眠
っ
て
い
た

「魔
性
」
と
い
う

「刺
青
」

の
命
を
吹
き
込
ま
れ
た
、
「宿
願
」
を
実
現
さ
せ
る
女
を
求
め
る
清
吉
の
永
年
の
欲
望
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

「亜
ど

の
魔
力
の
と
り

こ
に
な
る
悦
惚

へ
の
期
待
で
あ
る
。

「刺
青
」
は
決
し
て
た
だ
単
に
美
し
い
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
形
式
的
に
、
美
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
ヨ
と

に
醸
造
さ
れ
た
抗
え
な

い
ほ
ど
の
磁
力
と
毒
を
も

つ
、
魔
性
の
具
わ

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
強
烈
に
醸
し
出
さ
れ
る
魅
惑
の
力
が
あ
る
。

次
は

「刺
青
」
完
成
後
の
描
写
で
あ
る
。
「刺
青
」
を
施
さ
れ
、
痛
み
か
ら
立
ち
直

っ
た
娘
は
清
吉
に
向
か

っ
て

「お
前
さ
ん
は
真
先

に
私
の
肥
料
に
な

っ
た
ん
だ
ね
え
」
と

「剣

の
よ
う
な
瞳
を
輝
か
し
た
」
。
す
る
と
、
清
吉
は
懇
願
す
る
よ
う
に

「帰
る
前
に
も
う

一

遍
、
そ
の
刺
青
を
見
せ
て
く
れ
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
次
が
作
品
最
後
の

一
行
で
あ
る
。

女
は
黙
つ
て
領
い
て
肌
を
脱
い
た
。
折
か
ら
朝
日
が
刺
青
の
面
に
さ
し
て
、
女
の
背
は
燦
爛
と
し
た
。

右

の
描
写
だ
が

「折
か
ら
朝
日
」
は
、
「女
の
背
」
に

「
さ
し
」
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
テ
ク
ス
ト
に
は
、
「朝
日
」
が

「
さ
し
」

た
の
は

「女
の
背
」
で
な
く

「刺
土こ

と
描
か
れ
て
い
る
。
「朝
日
」
が
照
ら
し
た
の
は

「刺
青
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴

っ
て
そ
れ
ゆ
え



に
女
の
背
は
燦
爛
と
し
た
、
と

い
う
順
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「朝
日
」
を
受
け
た
の
は

「刺
青
」
で
あ

っ
て
、
そ
の

「刺
青
」
が

「朝

日
」
を
受
け
る
こ
と
に
よ

つ
て

「女
の
背
」
が
輝
い
た
、
と
い
う
順
序
の
書
き
方
が
さ
れ
て
あ
る
。
い
わ
ば
、
今
、
確
か
に

「刺
青
」
を

得
た
、
そ
の

「女
の
背
」
は
そ
れ
に
よ

つ
て

「燦
爛
」
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で

「女
の
背
」
に
あ
り
な
が
ら
、
「女
」
の

皮
膚
の
中
に
刺
り
こ
ま
れ
て
そ
の

「女
」
の
奥
に
潜
ん
で
い
た
性
分
と

一
体
化
し
、
さ
ら
に
主
体
性
を
持
ち
始
め
て
い
る
の
は
他
で
も
な

い

「刺
青
」
で
あ
る
。
「刺
青
」
が

「女
の
北こ

よ
り
優
先
し
て
い
る
。
「刺
青
」
と
い
う
も
の
の
存
在
の
強
さ
、
ま
た

「支
配
力
」
と
い

っ
た
も
の
が
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
暗
示
的
な
描
写
で
あ
る
。

二
、

「
堕

落
」

に

つ
い
て

●
「堕
落
」
と
い
う
表
面
的

「犠
牲
」

テ
ク
ス
ト
に
は
清
吉
は

「刺
青
師
」
に

「堕
落
」
し
た
、
と
あ
る
。
「堕
落
」
し
た
と
だ
け
書
か
れ
て
い
る
の
み
で
、
何
を
も

つ
て

「堕
落
」
と
す
る
か
、
そ
の
説
明
は

一
切
な
い
。

一
切
な
い
の
で
、
そ
の
理
由
や
て
ん
末
を
、
憶
測
で
定
義
づ
け
る
こ
と
は
控
え
る
。
し

か
し
、
た
だ
、
そ
う
だ

（「堕
落
Ｌ

と
す
る
な
ら
ば
、
前
の
生
業
の

「浮
世
絵
師
」
は

「堕
落
」
し
て
い
な

い
職
業
と

い
う
こ
と
に
な

る
。
理
由
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
当
時
の

「刺
青
」
の
位
置
づ
け
、
ま
た
そ
れ
を
職
業
と
す
る
職
人
の
社
会
的
な
位
置
づ
け
を
書
き
手
が

踏
ま
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
芸
術
上
の
対
置
で
そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
上
で

「堕

落
」
と
位
置
づ
け
た
と
い
え
る
。
「す
べ
て
美
し
い
者
は
強
者
で
あ
り
、
醜
い
者
は
弱
者
で
あ

っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の

一
方
で

「刺
青
」

や

「刺
青
師
」
の
社
会
的
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
ど
う
い
つ
た
性
格
の
も
の
で
あ
る
の
か
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
な
ぜ

職
を
変
え
現
職
に
あ
る
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
主
題
を
踏
ま
え
れ
ば
そ
の
い
き
さ
つ
は
書
く
必
要
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の

「堕
落
」
の

一
文
は
看
過
で
き
な
い
。
「堕
落
」
と
い
う
大
き
な

「犠
牲
」
。
そ
う
い
っ
た

「代
償
」
を
払

っ
て
い
る
、
負
の
方
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向

へ
の
原
動
力
が
あ
る
。
そ
う
し
て
ま
で
実
現
し
た
か

っ
た
も
の
、
そ
れ
を
強
調
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
だ
。
そ
の
た
め

に
必
要
と
さ
れ
る

「堕
落
」
で
あ
れ
ば
、
そ
の

「堕
落
」
自
体
に
清
吉
の
個
人
的
な
葛
藤
や
苦
悩
、
そ
う

い
う
意
味
あ
い
を
持
た
せ
る
必

要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

●
「書
き
手
の
目
ざ
す
も
の
―
作
品
の
意
図

一
切
の
説
明
な
く

「堕
落
」
と
定
め
た
こ
の
基
準
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
実
全
篇
を
通
じ

「す
べ
て
美
し
い
者
は
強
者
で
あ
り
、

醜
い
者
は
弱
者
で
あ

つ
た
」
に
加
え
、
清
吉
が
自
分
の
欲
望
に
忠
実
に
、
そ
の
欲
望
に
対
し
て
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
何
よ
り
重
要
視
し
つ

い
に

「宿
願
」
を
果
た
す
ま
で
、
「堕
落
」
し
た
と
さ
れ
た
は
ず
の
清
吉
に
と

っ
て
本
質
的
に
は
ま

っ
た
く

「堕
落
」
に
な

っ
て
い
な

い
。
こ
の

「堕
落
」
は
む
し
ろ
着
実
に

「宿
願
」
達
成
に
い
た
る
、
そ
の
た
め
の
環
境
の
整
備
と
さ
え
言
え
る
。
少
な
く
と
も
、
清
吉
に

と

っ
て
は
何
ら
負
の
要
素
を
加
え
る
も
の
に
は
な

っ
て
い
な
い
。
こ
の

「堕
落
」
に
至
る
ま
で
の
、
清
吉
自
身
の
紆
余
曲
折
や
、
挫
折
に

よ
る
転
落
の
て
ん
末
が
描
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
清
吉
の
精
神
面
に
焦
点
が
移
り
、
清
吉
の
人
物
像
に
強
く
人
間
味
を
与
え
る
も
の
と

な
る
。
そ
の
、
人
と
し
て
の
内
面
を
掘
り
下
げ
る
方
向
に
向
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
作
品
本
来
の
主
題
と
は
か
け
離
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
点

か
ら
、
「堕
落
」
に
至
る
ス
ト
ー
リ
ー
を

一
切
、
作
ら
な
か

っ
た
の
は
正
し
い
。
書
き
手
の
意
図
を
正
し
く
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
、
書
き
手
の
目
指
し
て
い
る
も
の
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
そ
の
主
題
は
お
の
ず
と
明
確
に
な
る
。

こ
の

「堕
落
」
に
焦
点
を
あ
て
た
論
文
に
、
上
田
穂
積
氏
の

「
「刺
青
」
序
説
―
書
き
手
の
変
貌
／
そ
の

〈
堕
落
〉
の
意
味
―
‰

が
あ

る
。
作
中
の

「堕
落
」
に
注
目
し
掘
り
下
げ
た
も
の
で
あ
る
。
「清
吉
の
転
身
を

「堕
落
」
の
現
象
と
の
み
と
ら
え
る
こ
と
」
を
拒
み

「
こ
の

一
文
を
無
意
識
に
受
容
す
る
こ
と
を
否
定
」
し
た
。
そ
れ
は

「ど
う
や
ら
こ
の
場
合
の

「堕
落
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
書
き
手
の

演
戯
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
術
中
に
陥

っ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
と

い
う
。
氏
は

「清
吉
の

「堕
落
」
は

「宿
願
」
の
達
成
の
た
め
止
む
を
得
ず
採

っ
た
」
「手
段
」
と
解
釈
し
、
「
魂
」
を
自
分
の

〈
美
〉
の
対
象
に
じ
か
に

「刺
り
込
む
」
行
為



に
行
為
こ
そ
ア
ク
セ
ン
ト
が
打
た
れ
て
い
る
」
こ
と
を
強
調
し
た
。
妥
協
を
許
さ
ず
探
し
あ
ぐ
ね
た
美
し
い

「
足
」
を
も

つ
た
娘
と

の
遅

近
を
得
て
も
、
「美
し
い
女

の
、
本
当
に
美
し

い
真
白
な
皮
膚
を
絵
筆
を
以

て
写
し
取
る
の
で
は
な
く
、
無
残
に
も

〈
刺
青

〉
を
施
こ
す
」

点
を
指
摘
し
、
「彼
が
急
速

に

「刺
青
師
」
に
転
身
し
て
い
く
の
は
、
こ
の
快
楽

の
た
め
だ

っ
た
と
は
お
よ
そ
考
慮

の
範
囲
に
属
す
る
」

と
し
た
。

清
吉
に
は

「浮
世
絵
師
」
で
い
る
わ
け
に
い
か
な
い
理
由
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
「浮
世
絵
師
」
と

「刺
青
師
」
、
い
ず
れ
に
あ

つ
て

も
、
精
魂
込
め
た
美
し
い
図
柄
を
描
く
こ
と
は
で
き
た
。
と
も
に
図
柄
の
芸
術
性
は
追
求
で
き
た
。
し
か
し
、
「堕
落
」
し
て
い
な
い
こ

と
に
な
る

「浮
世
絵
師
」
の
ま
ま
で
い
る
と
、
致
命
的
と
も
言
え
る

「刺
青
師
」
と
の
基
本
的
な
ち
が
い
が
あ

つ
た
。
そ
れ
は
、
「浮
世

絵
師
」
で
い
る
と
人
間
を
土
台
に
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「生
き
た
」
ま
ま
の
人
間
の
体
に

「絵
の
具
を
注
ぎ
込
む
」
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が

「堕
落
」
し
た
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
「刺
青
師
」
に
な
れ
ば
生
身
の
体
に

「刺
青
」

を
刺
す
こ
と
が
で
き
る
。
「刺
青
師
」
に
な
れ
ば

「彼
の
絵
筆
の
下
」
に

「続
地
と
な
つ
て
拡
げ
ら
れ
」
る
の
は
、
「人
の
肌
」
で
あ
り
、

生
き
た
人
間
の
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し

「浮
世
絵
師
」
で
い
る
か
ぎ
り

「人
々
の
肌
を
針
で
突
き
刺
す
」
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

当
然
生
き
て
い
る
人
間
で
あ
る
か
ら
痛
み
も
感
じ
れ
ば
、
叫
び
も
す
る
。
「其
の
呻
き
ご
ゑ
が
激
し
け
れ
ば
激
し
い
程
」
「不
思
議
に
云

ひ
難
き
愉
快
を
感
じ
」
る
、
と
い
う

「人
知
ら
ぬ
快
楽
と
宿
願
」
を
満
た
す
に
は

「刺
青
師
」
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は

「浮

世
絵
師
」
で
い
る
と
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
美
し
い
女
の
生
体
を
得
て
そ
れ
に

「己
の
夢
」
を

「打
ち
込
む
」
こ
と
も
叶
わ
な
く
な

ＺＯ
。本

文
に
は

「堕
落
」
と
あ
る
が
、
自
己
欲
求
を
満
た
す
こ
と
の
で
き
る

「刺
青
師
」
と
は
、
清
吉
側
の
事
情
か
ら
い
え
ば
、
こ
の

「堕

落
」
と
は
実
情
の

「堕
落
」
と
は
い
え
な
い
。
な
に
よ
り
清
吉
が

「堕
落
」
と
自
己
認
識
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
語
り
の
示
し
た
よ

う
に
、　
一
般
的
に
は

「堕
落
」
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も

「刺
青
師
」
に
な
り
わ
い
を
落
と
し
て
で
も
望
み
を
か
な
え
よ
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八

う
と
し
た
清
吉
の
心
情
を
重
視
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
心
情
の
強
さ
を
際
立
た
せ
る
こ
と
を
こ
の

「堕
落
」
の

一
語

が
担

っ
て
い
る
。
「堕
落
」
と
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
内
実
こ
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

そ
の
無
残
な
姿
を
い
つ
も
清
吉
は
冷
や
ゝ
か
に
眺
め
て
、
「さ
ぞ
お
痛
み
で
が
せ
う
な
あ
」
と
云
ひ
な
が
ら
、
快
さ
せ
う
に
笑
つ
て
居
る
。

そ
し
て
、
「白

い
歯
」
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の

「白

い
歯
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
そ
の
笑
い
が
嘲
笑
や
屈
折
し
た
笑
い
で
な
く
、
文

字
通
り

「快
」

い
笑
い
で
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
こ
の
行
為
は
清
吉
に
と

っ
て
快
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

清
吉
の

「光
輝
あ
る
美
女
の
肌
を
得
て
」
「己
の
魂
を
刺
り
込
む
事
」
は
、
「年
来
の
宿
願
」
で
あ

っ
た
と
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
、

「魂
を
刺
り
込
」
ん
で
抜
け
殻
に
な
る
こ
と
は
、
願
望
の
ま
ま
に
希
求
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
清
吉
の

「魂
は
墨
汁
の
中
に
溶
け
て
」

「刺
り
こ
む
琉
球
朱
の

一
滴
々
々
」
は

「彼
の
命
の
し
た
た
り
」
で
あ
り
、
そ
の
待
ち
焦
が
れ
た

「清
浄
な
人
間
の
皮
膚
」
を
通
し
て
娘

の
中
に
入

っ
た
。
そ
の
清
吉
の

「宿
願
」
は
ま
さ
に

「悪
」
と

「美
」
の
象
徴
で
あ
る

「刺
青
」
と
な
っ
て
、
恐
ろ
し
い
本
性
の
眠
る
娘

の
美
し
い
肌
と
融
合
で
き
た
こ
と
は
、
清
吉
の
恋
の

「成
就
」
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
そ
こ
で
、
つ
い
に
眠

っ
て
い
た
本
性
に
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
た

「拝
脆
」
す
る
べ
き

「完
全
な
」
女
性
が
生
れ
た
こ
と
を
意
味
す

Ｚ

θ

。

三
、
物
語

の
視
点

に

つ
い
て

・
「娘
の

「外
的
」
描
写
と
清
吉
の

「内
的
」
記
述

娘
の
描
写
と
清
吉
の
描
写
を
見
て
ゆ
く
と
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
に
気
づ
く
。

娘
に
関
し
て
は
非
常
に
細
か
い

「観
察
」
と
豊
か
な
修
飾
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、　
一
方
の
清
吉
の
描
写
は
実
に
対
照
的
で
あ

る
。
職
が

「刺
青
師
」
で
あ
る
こ
と
の
他
は

「若
い
」
と
い
う
こ
と
し
か
、
「外
的
」
要
素
は
書
か
れ
て
い
な
い
。



そ
の
代
わ
り
、
理
想

つ
ま
り
宿
願
に
対
す
る
渇
望
ぶ
り
や
注
文
、
譲
れ
な
い
ポ
リ
シ
ー
と
い
っ
た
清
吉
の

「内
的
」
「事
情
」
は
詳
し

く
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り

「要
求
事
項
」
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
形
を
変
え
た

「陳
情
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ

の
点
か
ら
も
、
こ
の
作
品
の
視
点
は
清
吉
側
に
あ
る
と
い
え
る
。

娘
の
描
写
は
外
的
要
素
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
他
方
、
清
吉
の
描
写
は
性
癖
や
嗜
好
ま
た
意
向
な
ど
、
内
的
要
素
に
そ
れ
が
お
か

れ
て
い
る
。

非
常
に
級
密
で
巧
妙
で
は
あ
る
が
、
娘
の
描
写
は
そ
の
肢
体
や
容
貌
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
外
観
に
関
す
る
こ
と
に
偏

っ
て
集
中
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

拇
指
か
ら
起
こ
つ
て
小
指
に
終
る
繊
細
な
五
本
の
指
の
整
ひ
方
、
絵
の
島
の
海
辺
で
獲
れ
る
う
す
べ
に
色
の
貝
に
も
劣
ら
ぬ
爪
の
色
合
。
珠
の
や
う

な
踵
の
ま
る
味
、
清
列
な
岩
間
の
水
が
絶
え
ず
足
下
を
洗
ふ
か
と
疑
は
れ
る
皮
膚
の
潤
沢
。

右
は
娘
の
足
の
描
写
で
あ
る
が
、
そ
の
容
貌
も
、

不
思
議
に
も
長
い
月
日
を
色
里
に
暮
ら
し
て
、
幾
十
人
の
男
の
魂
を
弄
ん
だ
年
増
の
や
う
に
物
凄
く
整
つ
て
居
た
。

そ
れ
は
国
中
の
罪
と
財
の
流
れ
込
む
都
の
中
で
、
何
十
年
の
昔
か
ら
生
き
代
は
り
死
に
代
わ
つ
た
み
め
麗
し
い
多
く
の
男
女
の
、
夢
の
数
々
か
ら
生

れ
出
ず
べ
き
器
量

と
い
う
具
合
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
娘
の

「妙
相
」
を

「
し
み
じ
み
味
は
う
」
と
き
に
、
清
吉
は

「麻
酔
剤
」
を
使

っ
て
娘
を
眠
ら
せ
て
あ
り
、
「そ
の
動
か
ぬ
」

顔
に
相
対
し
て
い
る
。　
一
方
的
に
娘
に
向
か
い
、
娘
側
か
ら
の
照
り
返
し
は
無
い
。
清
吉
の
視
線
も
思
い
も
強
く
娘
に
向
か
う
が
、
娘
か

ら
清
吉
を
見

つ
め
返
す
視
線
は
な
い
。
清
吉
に
と

っ
て
は
、　
一
歩
も
譲
れ
な
い
妥
協
な
き

「恋
」
で
あ

っ
て
も
、
こ
れ
は
均
衡
を
欠
い
て

い
る
。
こ
こ
で
美
し
い

「生
体
」
で
あ
る
こ
と
は
彼
に
と

つ
て
必
須
条
件
で
あ
る
が
、
生
き
た

「人
格
」
あ
る

「人
間
」
で
あ
る
こ
と
が
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求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
美
し
い
容
貌
を
鑑
賞
す
る
、
そ
し
て
そ
の
美
し
い

「続
地
」
に
自
分
の
願
望
を
実
現
さ
せ
る
こ

と
が
優
先
さ
れ
る
。
待
ち
あ
ぐ
ね
た

「宿
願
」
の
女
性
に
会
え
た
そ
の
場
面
に
あ

っ
て
、
意
思
を
通
わ
せ
よ
う
と

い
っ
た
行
動
を
と
ら

ず
、
薬
剤
を
も

つ
て
相
手
を
動
か
な
く
さ
せ
る
と
い
っ
た
行
為
は
清
吉
に
と

っ
て

「究
極
」
の

「恋
」
で
あ
ろ
う
が
、
か
な
リ
バ
ラ
ン
ス

を
欠
い
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
「十
年
百
年
こ
の

一
室
に
静
坐
す
る
と
も
、
な
ほ
飽
く
こ
と
を
知
る
ま
い
」
と
い
う
ほ
ど
の
至
福
の

さ
な
か
に
清
吉
は
あ
る
が
、
「内
な
る
」
「恋
」
つ
ま
り
実
質
的
に

一
方
性
の
強
か

っ
た
そ
の

「恋
」
は
、
こ
こ
に
来
て
完
全
に

一
方
向
か

ら
の
も
の
と
な
る
。
そ
れ
ま
で
も
清
吉
か
ら
の
視
線
が
強
か

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
物
理
的
に
も
娘
か
ら
の
視
線
は
閉
ざ
さ
れ

る
。
つ
ま
り
娘
は
清
吉
か
ら
見
ら
れ
る
の
み
の
存
在
ま
た
は

「素
材
」
と
な
り
、
清
吉
の
側
か
ら
だ
け
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
娘

の
美
貌
に
魅
入
ら
れ
る
清
吉
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
娘
は

「見
せ
て
」

い
る
の
で
は
な
い
。
「見
せ
る
」
と
い
っ
た
確
固
た
る
意
思

と
圧
力
を
持

っ
た
も
の
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
清
吉
は

「見
せ
て
」
も
ら

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
ら

「見
て
い
る
」
の
だ
。
意
思

を
持
た
な
い
単
な
る
受
動
的

「受
容
者
」
で
は
な
い
。
「刺
青
」
を
体
に
入
れ
ら
れ
る
ま
で
は
、
や
は
り
ど
こ
ま
で
も
娘
は

「見
ら
れ
」

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
る
電

「立
派
な
器
量
の
女
に
し
て
や
る
」
「己
は
お
前
を
ほ
ん
た
う
の
美
し
い
女
に
す
る
為
め
に
、
刺
青
の
中
へ
己
の
魂
を
う
ち
込
ん
だ
」
と

言

っ
て
い
る
の
は
清
吉
で
あ
る
。
こ
の
台
詞
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
清
吉
の
中
で
は
、
「刺
青
」
を
刻
み
込
む
前
は
、
娘
は
ま
だ

「り

っ

ぱ
」
で
も
な
く

「
ほ
ん
と
う
」
で
も
な
い
こ
と
が
知
れ
る
。

「刺
青
」
を
施
さ
れ
色
上
げ
が
す
ん
だ
後
は
、
そ
の
呼
称
が

「娘
」
か
ら

「女
」

へ
変
わ
っ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
特
記
す
べ
き
特
定
し

た
資
質
や
人
間
性
を
与
え
る
人
物
造
型
を
し
な
い
方
が
、
こ
の
呼
称
に
よ

っ
て
象
徴
す
る
も
の
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
え
や
す
い
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
も
、
娘
に

「名
」
や
素
性
を
与
え
て
い
な
い
要
因
か
と
思
わ
れ
る
。
非
常
に
効
果
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

極
言
す
る
な
ら
ば
、
ど
こ
ま
で
も

『刺
青
』
は
清
吉
が
主
人
公
で
あ
り
、
ま
た
主
人
公
は
清
吉
で
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。
し
か
し
、



「娘
」
は
清
吉
の
宿
題
に
適
う
だ
け
の
た
ぐ
い
ま
れ
な
美
貌
を
も

っ
て
い
れ
ば
、
必
ず
し
も
こ
の
娘
で
な
い
と
な
ら
な
い
、
と
は
限
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
逆
も
当
然
な
が
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
清
吉
の

「恋
」
の
対
象
が
希
有
の
美
し
い
肉
体
で
あ

っ
た
が

必
ず
し
も
特
定
の

「個
」
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

四
、
娘

の

「
足
」

の
象
徴
す

る
も

の

・
「娘
」
と

「清
士
旦

と
の
位
相

娘
の

「足
」
は
三
度
描
か
れ
て
い
る
。
三
度
と
も
清
吉
の
前
に
現
れ
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
最
初
は
垣
間
見
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
四
年
前
の
あ
る
日
、
「平
清
」
の
前
で

「駕
籠
の
簾
の
か
げ
か
ら
、
真
白
な
女
の
素

足
」
が
こ
ぼ
れ
て
い
る
の
を
清
吉
は
見
て
い
る
。
次
に
そ
の
足
に
遭
う
の
は
、
使
い
の
た
め
娘
が
清
吉
を
訪
ね
て
き
た
と
き
。
そ
し
て
、

三
度
目
は
清
吉
に
よ

っ
て
刺
青
を
施
さ
れ
、
色
揚
げ
を
す
る
た
め
に
湯
を
浴
び
た
あ
と
の
苦
痛
に
呻
く
場
面
の
描
写
で
あ
る
。
次
に
記

す
。

女
の
背
後
に
は
鏡
台
が
立
て
か
け
て
あ
つ
た
。
真
白
な
足
の
裏
が
二
つ
、
そ
の
面
へ
映
つ
て
居
た
。

こ
こ
で
、
初
め
て

「女
」
と
い
う
呼
称
が
出
て
く
る
。
テ
ク
ス
ト
で
先
ほ
ど
ま
で
の

「娘
」
と
さ
れ
て
い
た
呼
称
は
、
こ
れ
よ
り
以
降

「娘
」
か
ら

「女
」

へ
と
変
わ
る
。

こ
の
場
面
の
描
写
は
、
た
だ
単
に
娘
が
横
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
写
し
取

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

か
つ
て
、
清
吉
が
ひ
と
目
見
て
惚
れ
込
ん
だ
こ
の

「白
い
」
「足
」
の
描
写
は
、
単
に
官
能
的
な
な
ま
め
か
し
さ
を
あ
ら
わ
す
た
め
だ

け
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
面
で
の
清
吉
と
娘
と
の
配
置
は
、
も

っ
と
根
本
的
な
両
者
の
位
相
の
よ
う
な
も
の
が
暗
示
さ
れ
、
描
き
出

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
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右
は
、
映
し
出
し
た

「鏡
台
」
の
中
の
光
景
を
、
「鏡
台
」
に
対
し
た
位
置
か
ら
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
娘
を
見
る
ア
ン

グ
ル
が
そ
の

「足
の
裏
」
よ
り
下
に
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
娘
の
全
身
を
下
方
か
ら
見
上
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
鮮
や
か

な
描
写
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
ア
ン
グ
ル
は
非
常
に
官
能
的
で
も
あ
り
象
徴
的
で
も
あ
る
。

そ
の

「鏡
台
」
に
映

っ
た

「
足
の
裏
」
を
清
吉
は
娘
の
体
の
下
方
か
ら
、
つ
ま
り

「足
の
裏
」
方
向
か
ら
見
て
い
る
か
、
ま
た
は

「鏡

台
」
に
映

っ
た
そ
れ
を
対
す
る
位
置
か
ら
見
て
い
る
か
、
特
定
す
る
必
要
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
清
吉
の
も
と
で
、
娘
に
、
こ
の

「足
の
裏
」
を
見
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
体
勢
を
と
ら
せ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
終
結
部
で

「
お
前
さ
ん
は
真
先
に
私
の
肥
料
に
な
つ
た
ん
だ
ね
え
」
と
清
吉
に
言
う

「女
」
の

「耳
に
は
凱
歌
の
声
が
ひ
び

い
て
居
た
」
と
あ
る
。
そ
の
際
の

「女
」
の
様
相
は

「凱
歌
」
の
あ
ふ
れ
て
い
た

「肥
料
」
の
絵
さ
な
が
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
終
結
部
の

直
前
に
あ
る
こ
の
場
面
で
の
位
相
は
そ
れ
と
は
異
な
る
。
「絵
」
の
中
の

「女
」
は

「誇
り
と
歓
び
の
色
」
を

「溢
れ
」
さ
せ
、
男
を
見

下
し
て
い
た
が
、
今

「刺
青
」
を
体
に
注
入
さ
れ
苦
痛
に
う
ち
倒
れ
て
い
る
こ
の
時
点
で
は
娘
は
、
上
部
よ
り
の
視
線
を
浴
び
る
だ
け
で

は
す
ま
ず
、
さ
ら
に
完
全
に
伏
し
た
状
態
で
足
の
裏
さ
え
見
せ
て
、
そ
の
下
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
。
娘
は
全
く
、
高
圧
的
な
位
置
と
は
正

反
対
と
言
え
る

「位
置
」
に
あ
る
。
こ
こ
で
の

「位
置
」
は

Ｆ
工
場
」
と
読
み
代
え
て
理
解
し
て
も
よ
い
。
「鏡
台
」
が
あ
る
の
は

「背

後
」
と
あ
る
。
「足
の
裏
」
を

「映
」
し
出
す
た
め
に
は

「足
の
裏
」
よ
り
も
下
に
鏡
が
あ
る
可
能
性
が
高

い
。
少
な
く
と
も
清
吉
の
視

野
の
前
に
お
い
て
、
女
は
そ
の
ア
ン
グ
ル
が
単
に
下
半
身
方
に
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
「足
の
裏
」
を
見
ら
れ
る
と
い
う
完
全
に

「真
下
」

か
ら
全
身
を
見
ら
れ
る
と
い
う
位
置
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
「足
の
裏
」
を
見
せ
る
体
勢
と
い
う
の
は
非
常

に
無
防
備
な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
「流
し
の
板
の
間

へ
身
を
投
げ
た
ま
ま
」
と
あ
る
が

「背
後
」
と
あ
る
と
お
り
、
娘
は

背
を
見
せ
る
体
位
を
と

っ
て
お
り
、
体
を
正
面
に
向
け
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
正
面
か
ら
清
吉
と
向
き
合

っ
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
目

は
清
吉
を
見
す
え
て
い
な
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
背
中
を
向
け
横
た
わ
り
、
ま
た
、
「足
の
裏
」
を
相
手
に
見
せ
る
と
い
う
体
勢
は
、



非
常
に
無
防
備
で
あ
る
と
と
も
に
全
く
の
無
抵
抗
で
も
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

●
「最
後
の
せ
め
ぎ
あ

い
―

「女
郎
蜘
蛛
」
と

「娘
」
の
た
た
か
い

「女
郎
蜘
蛛
」
の
息
ず
く
背
中
だ
け
が
見
え
る
角
度
で
、
そ
の
下
に

「真
白
な
足
の
裏
が
二
つ
」
見
え
て
い
る
と

い
う
表
現
は
、
あ
た

か
も
娘
の
姿
を

「女
郎
蜘
蛛
」
が
覆

い
隠
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
か
ぶ
さ

っ
た
下
か
ら
の
ぞ
い
て
い
る

「足
の
裏
」

は
ま
る
で
娘
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
「女
郎
蜘
蛛
」
に
背
後
か
ら

「征
服
」
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
の
、
「か
つ
て
の

娘
」
が
、
せ
め
て
も
の
最
後
の
自
己
主
張
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
後
は
、
も
う
す
で
に
引
き
返
せ
な
い
宿
命
が
待

っ
て
い

る
。
こ
こ
が
、
あ
た
か
も
そ
の
最
後
の

「と
り
で
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
不
可
逆
の

「変
貌
」
を
と
げ
て
し
ま
う
そ
の
前
の
、
「娘
」

時
代
の
姿
を
か
ろ
う
じ
て
残
し
て
見
せ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
後
、
テ
ク
ス
ト
終
結
部
で
は
身
を
立
て
直
し
て
、
「肥
料
」
と
な

っ
た
清
吉
を
見
下
ろ
し

「凱
歌
」
を
耳
に
す
る

「女
」
で
あ
る

が
、
ま
だ
こ
の
時
点
で
の
、
苦
痛
に
さ
い
な
ま
れ
る
姿
は
か
ち
ど
き
を
上
げ
る
状
態
に
は
ほ
ど
遠

い
。

こ
の
、
清
吉
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
苦
し
み
に
打
ち
伏
し
て
呻
い
て
い
る
姿
は
、
間
違
い
な
く
被
虐
者
の
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
苦
痛
を

娘
に
与
え
た
清
吉
は
加
虐
者
と
言
え
る
。
二
人
の
位
相
が
現
れ
て
い
る
図
で
あ
る
。
終
結
部
で
は
、
た
し
か
に

「肥
料
」
の

「絵
」
と
同

様
の
構
図
を
と
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
段
階
で
あ
る
こ
の
場
面
で
は
ま
さ
に
逆
転
し
た
配
置
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
段
ど
り
を
経
て
、
「娘
」
は
次
の
場
面
で
は

「刺
青
」
を
自
分
の
背
に
受
け
と
め
、
そ
れ
ま
で
の

「娘
」
と
は

「打

っ
て
変
わ

っ
た
」
「女
」

へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
。

こ
の
場
面
は
次
の
展
開
に
進
む
上
で
も
非
常
に
意
味
が
あ
り
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
場
面
で
あ
る
。

か
つ
て
、
清
吉
が

「駕
籠
の
簾
の
か
げ
か
ら
」
垣
間
見
た
、
「捜
し
あ
ぐ
ね
た
」
「真
白
な
女
の
素
足
」
は
、
や
が
て
自
ら
の
も
と
を
来

訪
し
て
く
る
。
「縁
に
か
け
さ
せ
」
「仔
細
に
眺
め
」
る
こ
と
を
得
て
、
そ
し
て
つ
い
に
こ
う
し
て
そ
の

「足
」
は
そ
の

「裏
」
面
を
無
防
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備
か
つ
無
抵
抗
に
清
吉
に
見
せ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
れ
は
、
清
吉
が
そ
の

「江
戸
中
」
「捜
し
あ
ぐ
ね
た
」
「足
」
を
や
が
て

「獲
得
」

し
、
そ
し
て
つ
い
に

「征
服
」
を
呆
た
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
か
つ
て
、
恋
焦
が
れ
た
そ
の
足
を
今
、
現
実

の
も
の
と
し
て
獲
得
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

清
吉
が
娘
に
見
せ
た

「肥
料
」
に
は
、
足
元
に
斃
れ
る
男
を
見
下
ろ
す
男
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
今
、
日
の
前
に
苦
痛
で
立
ち
上
が
れ

な

い
娘
を
見
る
清
吉
と
、
こ
の
娘
の
置
か
れ
た
構
図
は
、
ま

っ
た
く
そ
の

「肥
料
」
の
図
式
を
と

つ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
逆
転
し
た
図

式
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「凱
歌
」
の
声
を
き
い
て
い
る
の
は
清
吉
の
方
で
あ
る
。
そ
の
足
元
に
打
ち
倒
れ
て
い
る
の
は
、
他
で
も
な
い

娘
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
ま
ち
が
い
な
く
清
吉
が
征
服
者
と
し
て
の
位
置
に
あ
る
。
後
に
娘
は
凱
歌
を
聞
く
が
、
こ
の
時
点
で
は
そ

れ
と
は
む
し
ろ
正
反
対
の
位
相
に
あ
る
。

先
に
記
し
た
と
お
り
、
こ
の
場
面
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
場
面
を
経
な
い
こ
と
に
は
、
終
結
部
の
両
者
の
位
相
に
た

ど
り
着
け
な
い
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
作
中
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
ま
た
必
ず
通
ら
ね
ば
な
ら
な
い
場
面
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

の
清
吉
に
加
え
ら
れ
た

「刺
青
」
の
苦
痛
に
娘
が
堪
え
る
場
面
は
い
わ
ば
物
語
が
終
結
を
迎
え
る
た
め
の
、
さ
い
ご
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
箇

所
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「刺
青
」
の
痛
み
と
娘
の
戦
い
は
、
そ
の
ま
ま
清
吉
と
娘
の
最
後
の
闘
い
と
言
え
る
。
娘
に
と

っ
て

も
こ
の
過
酷
な
試
練
を
乗
り
越
え
な

い
こ
と
に
は
、
「凱
歌
」
を
き
き

「刺
青
」
の
魔
力
を
得
た

「
ほ
ん
た
う
」
の

「女
」
に
な
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
の
最
後
の
試
練
の
場
面
で
あ
る
。
「麻
酔
剤
」
を
打
た
れ
横
た
わ
る
娘
に
清
吉
は

「刺
青
」
を
刺

っ
て
い
っ
た
。
娘
は

小
さ
く
抵
抗
し
た
が
、
有
無
を
言
わ
さ
ぬ
清
吉
か
ら
の
強
制
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
燃
え
尽
き
る
ほ
ど
の
情
熱
が
こ
め
ら
れ
た

「刺
青
」
を
娘
は
体
に
入
れ
ら
れ
る
。
「刺
青
」
が
完
成
し
た
、
そ
の
途
端
、
淡
々
と
こ
と
も
な
げ
に
、
娘
は
あ

っ
け
な
く
生
ま
れ
変
わ

っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
清
吉
の
半
生
の
願
望
を
つ
ぎ
込
ま
れ
た
娘
は
、
そ
れ
を
皮
膚
の
下
に
注
入
さ
れ
て
、
即
座
に
は
同
化
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
そ
の
強

い
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
濃
厚
な
思
い
に
さ
い
な
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
だ
け
、
清
吉
の

「刺
青
」
に
こ
め
た
思
い
が



激
し
か

っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
同
時
に
ま
た
、
娘
が
与
え
ら
れ
た

「美
」
と

「悪
」
の
力
が
そ
れ
だ
け
強
力
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

に
娘
が
遂
げ
る
変
貌
が
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
は
、
「刺
青
」
の
た
め
に
清
吉
か
ら
強
制
に
近
い
形
で
痛
み
を
加
え
ら
れ
て
き
た
娘
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
清
吉

の
前
で
痛
み
に
打
ち
ふ
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
ひ
と
り
で
乗
り
切

っ
て
こ
そ
強
烈
な
美
し
さ
を
自
分
の
も
の
と
し
、
清
吉
を

「肥
料
」
に

し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
試
練
を
、
娘
が
独
力
で
乗
り
切
っ
て
初
め
て
、
大
団
円
の
立
場
の
逆
転
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「美
」
そ
し
て

「悪
」
の

「刻
印
」
、
清
吉
の
情
熱
の
注
入
、
そ
れ
に
伴
う
肉
体
の
痛
み
、
そ
し
て
、
本
性
の
め
ざ
め
に
よ
る
苦
し
み
に

娘
は
さ
い
な
ま
れ
る
。
こ
れ
だ
け
の
苦
痛
を
伴
う
、
「娘
」
か
ら

「女
」

へ
の
最
後
の
せ
め
ぎ
あ
い
を
越
え
た
か
ら
こ
そ
、
最
終
部
の

「燦
爛
」
と
い
う

一
言
が
生
き
て
、
こ
れ
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

●
「足
」
が
物
語
る

「女
」
と
し
て
の

「能
力
」

描
か
れ
て
い
る

「真
白
な
足
の
裏
」
は
何
を
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
た
だ
、
そ
の
姿
が
な
ま
め
か
し
く
官
能
的
で
あ

っ
た
こ
と
を

「
一
光
景
」
と
し
て
絵
画
的
に
伝
え
る
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
場

面
に
も
、
単
な
る

一
描
写
で
は
な
い
意
味
を
見
出
し
、
つ
ま
り
意
味
づ
け
が
さ
れ
て
ゆ
く
と
、
こ
の
前
部
分
、
ま
た
続
く
後
部
分
と
の
深

い
関
連
性
が
生
ま
れ
て
く
る
。
又
、　
〓
貝
し
て
貫
か
れ
る
主
題
を
さ
ら
に
強
固
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
に
、
「真
白
な
足
の
裏
」
と
い
う
の
は
、
あ
た
か
も
娘
そ
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の

「足
」
に

は
、
足
か
ら
読
み
取
れ
る
、
娘
の
具
わ

っ
た

「女
」
と
し
て
の

「能
力
」
の
よ
う
な
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
凡

庸
で
は
な
い
、
た
ぐ
い
ま
れ
な
美
し
さ
を
具
え
、
そ
れ
ゆ
え
に
た
ど
る
数
奇
な
運
命
を
暗
示
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
だ
け
の
試
練
を
受
け

生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
資
質
を
も
つ

「器
」
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
、
将
来
男
を
踏
み
つ
け

「肥
料
」
に
し
て
ゆ
く
本
性

を
立
派
に
内
在
さ
せ
て
い
た
こ
と
の
証
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う

い
う
運
命
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
こ
の
試
練
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力

七
五
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と
宿
命
を
も

つ
た

「天
一果
」
の
美
し
い
肉
体
を
も

つ
て
い
た
こ
と
を
こ
の

「足
」
は
物
語

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
試
練
を
痛
み
の
中

に
受
け
止
め
、
克
服
し
て
自
分
の
美
し
さ
に
変
え
る
、
そ
れ
に
堪
え
う
る
強
さ
と
、
眠

っ
た
本
性
を
確
か
に
具
え
て
い
た
こ
と
の
証
明
で

も
あ
る
。
こ
の
試
練
に
逢

い
、
や
が
て
克
服
し
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
と
し
て
ゆ
く
運
命
と
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
引
き
寄
せ
、
ま
た
可
能

に
し
て
ゆ
く
能
力
を
兼
ね
具
え
た

「素
材
」
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ひ
い
て
は
、
こ
の
娘
の
奥
底
に
具
わ
る

「女
」
と
し
て
の
能
力
と
本
性
、
ま
さ
に
そ
れ
を
具
え
た

「器
」
で
あ
る
こ
と
を
、

清
吉
の
鋭

い
日
と
情
熱
は
確
実
に
見
抜

い
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
。
そ
の

「足
」
を
垣
間
見
た
だ
け
で
、
娘
の

「女
」
と
し
て
の

資
質
さ
え
見
抜

い
て
い
た
と
い
え
る
、
清
吉
の
目
に
狂
い
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

め

テ
ク
ス
ト
結
末
で
は
清
吉
は
表
面
的
に
は
、
美
し
く
な

っ
た
娘
に
見
下
さ
れ
る
体
を
と
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
て
屈
服
す
る
前
に
は
、
自
分
の
前
に
現
れ
た
娘
、
つ
ま
り
ま
た
と
な
い
ほ
ど
の
好
適
な
素
材
に
対
し
て
、
麻
酔
で
自

由
を
奪

っ
た
上
で
刺
青
を
施
す
と
い
う
サ
デ
イ
ス
テ
イ
ツ
ク
な
行
為
を
行

っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。　
一
度
は
自
分
が
意
の

ま
ま
に
し
た
女
が
屈
強
な
る
美
と

い
う
力
を

つ
け
て
、　
一
転
、
次
に
は
自
分
が

「肥
料
」
に
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
も

「転
じ

て
」
と
は
言
い
に
く
い
。
確
か
に
、
表
面
的
位
相
は
み
ご
と
に

「転
じ
て
」
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の

「転
じ
」
方
は

「予
想
だ

に
せ
ぬ
展
開
」
と
い
つ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
主
導
し
て
い
る
の
は
清
吉
側
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
運
命
の
い
た
ず
ら

で

「転
落
」
し
た

「結
果
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
頓
挫
し
た
り
失
敗
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
決
し
て
予
測
し
な
か

っ
た
結
末
で
は
あ

り
得
な

い
。
む
し
ろ
求
め
ら
れ
て
い
た
図
式

（絵
）
と

い
え
る
。
そ
の

「転
じ
」
は
あ
ら
か
じ
め
充
分
に
期
待
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の

「転
じ
」
を
目
指
し
て
清
吉
は
精
魂
使

い
果
た
し
た
、
い
わ
ば
そ
の

「成
果
」
に
他
な
ら
な
い
。



そ
の
意
味
で
、
あ
ら
か
じ
め
描
か
れ
て
お
り
娘
に
見
せ
て
い
た

「絵
」
、
つ
ま
り
自
ら
の
理
想
を
描

い
た
と
お
り
に
現
実
を
落
と
し
込

ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ

「肥
料
」
に
描
か
れ
た
ま
ま
に

「予
定
」
と
お
り
、
ま
た

「望
」
む
と
お
り
に

「達
成
」
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

望
み
に
叶
う
女
と
出
逢
い
刺
青
を
施
す
こ
と
を
想
う
清
吉
の
心
は
最
初

「憧
れ
ご
ご
ち
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
そ
の
願
望
は
や
が
て

「激
し
き
恋
」
と
記
さ
れ
、
娘
を
麻
酔
で
眠
ら
せ
て
か
ら
は
そ
の
皮
膚
を

「自
分
の
恋
で
彩
ろ
う
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
な
り

一
方
性

の
強
い
、
偏
り
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
清
吉
の
側
か
ら
す
れ
ば

「恋
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
企
て
は
手
抜
か
り
な
く
進
め
ら
れ
、
望
み

と
お
り
美
し
き
刺
青
を
持
つ

「女
」
の

「肥
料
」
に
な
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
間
違
い
な
く

「恋
」
の

「成
就
」
で
あ
る
。
そ
の

「恋
」
の
形
が
特
異
で
あ
り
、
ま
た

「肥
料
」
と

い
っ
た
概
念
の
ま
や
か
し
で
、
と
も
す
れ
ば
見
極
め
る
目
が

「逸
れ
」
が
ち
と
な
る

が
、
冒
頭
よ
り
主
張
は
変
わ

っ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
清
吉
は
敗
北
し
た
の
で
は
な
く
そ
の

「恋
」
を

「成
就
」
さ
せ
た
と
い
え
る
。

冒
頭
部
に
お
い
て
、
高
村
光
太
郎
が

『刺
青
』
に
対
し
て

「芸
術
的
感
興
に
駆
ら
れ
て
書
い
た
物
と
は
思
へ
な
い
」
と
述
べ
た
こ
と
を

あ
げ
た
。
「芸
術
家
」
清
吉
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
小
論
に
お
い
て
こ
の
点
は
肯
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「腕
の
よ
い
」
「刺
青
師
」
清

吉
の
宿
願
が
基
づ
い
て
い
る
の
は
、
強
い
て
い
え
ば

「芸
術
性
」
よ
り
も
む
し
ろ

「欲
望
」
の
方
に
近
い
と
い
え
る
。

す
べ
て
を
投
げ
う

っ
て
も
、
宿
願
を
叶
え
よ
う
と
す
る
そ
の
姿
は
、　
一
見
殉
教
者
の
そ
れ
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
忠
実
さ
は
、
芸

術
に
対
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、
己
の
本
能
に
対
し
て
の
忠
実
で
あ
る
。

「す
べ
て
美
し
い
者
は
強
者
で
あ
り
、
醜
い
者
は
弱
者
で
あ
つ
た
」
と
い
う
命
題
が
最
初
に
示
さ
れ
た
。
こ
の
あ
と
に
は
、

誰
も
彼
も
挙
つ
て
美
し
か
ら
む
と
努
め
た
揚
句
は
、
天
稟
の
体
へ
絵
の
具
を
注
ぎ
込
む
ま
で
に
な
つ
た
。
芳
烈
な
、
或
は
絢
爛
な
、
線
と
色
と
が
其

頃
の
人
々
の
肌
に
躍
つ
た
。

と
続
く
。
『刺
青
』
を
貫
く
先
の
命
題
は
、
究
極
の
世
界
を
創
造
し
、
む
し
ろ
補
足
す
る
な
ら
ば
、
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「す
べ
て
美
し
い

（「刺
青
」
を
持
つ
、
そ
れ
に
値
し
た
美
し
じ

者
は
強
者
で
あ
り
、

名
刺
青
」
を
持
た
ぬ
、
ま
た
）
醜
い

（「刺
青
」
を
持
つ
、
そ
れ
に
し
か
値
せ
ぬ
器
量
し
か
持
た
ぬ
）
者
は
弱
者
で
あ
つ
た
」

と

い
う
の
が
、
物
語
を
通
じ
て
描
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
清
吉
を
し
て
求
め
さ
せ
た
究
極
の
宿
願
の
意
味
が
希
薄
に
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
清
吉
の
姿
を

し
て
貫
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
主
題
は
、

「す
べ
て

釜
心？
え
に
）
美
し
い
者
は
強
者
で
あ
り
、
醜
い
者
は
弱
者
で
あ
つ
た
」

の
言

い
換
え
に
こ
そ
も

つ
と
も
的
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

清
吉
が
魅
入
ら
れ
た
の
は
、
た
だ
単
に
視
覚
的
に
美
し
い
だ
け
の

「美
」
で
は
な
い
。
彼
が
魅
了
さ
れ
た
の
は

「芳
烈
」
で

「絢
爛
」

な
美
し
さ
で
あ
り
、
そ
の
美
し
さ
は

「悪
」
と

い
う
力
に
よ

つ
て
濃
厚
で
強
烈
な
刺
激
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

『刺
青
』
の
主
題
を
考
え
る
と
き
、
本
来

「刺
青
」
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持

っ
た
も
の
で
あ
る
か
踏
ま
え
る
と
、
お
の
ず
と
見
え
て
く

る
も
の
が
あ
る
。
情
人
同
士
で
契
り
合
う
た
め
に
血
を
流
し
肌
を
刻
み
あ
う
と
い
う
愛
情
の
証
、
ま
た

一
生
消
え
な
い

「印
」
を
刻
む
、

ま
た
罪
人
に
科
せ
ら
れ
た

「烙
印
」
に
も

「
入
墨
」
は
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
が

「刺
青
」
が
本
来
背
負

っ
て
き
た
意
味
あ
い
で
あ
る
。
清

吉
の

「刺
青
」
に
は
、
こ
の
両
方
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

「刺
青
」
は

「
日
陰
」
ヨ
と

と
い
う
形
容
も
な
さ
れ
る
。
激
し
い
情
は
、
相
手
に

「あ
と
に
は
ひ
け
な
い
」
「烙
印
」
を
押
さ
せ
、
社

会
的
認
知
性
を
持
た
な
い
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
の

「負
」
の
要
素
は
、
そ
の
思
い
の
強
さ
や
、
美
し
さ
に
拍
車
を
か
け
る
。
そ
し
て
、

社
会
的
抑
圧
や
禁
忌
の
意
識
に
よ

つ
て
抑
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
醗
酵
は
内
向
し
、
強
い
熟
成
に
向

い
、
よ
り
濃
厚
な
も
の
と
な

っ

て
ゆ
く
。

清
吉
の
宿
願
、
つ
ま
り

「刺
青
」
の
成
功
し
た
あ
り
よ
う
は

「男
の
骸
」
を

「踏
み
つ
け
」
「肥
料
」
に
す
る
と
い
っ
た

「美
」
の
征



服
者
で
あ

っ
た
。
清
吉
の
求
め
た
も
の
は
、
妥
協
を
許
さ
ぬ
究
極
の

「美
」
で
あ

っ
た
こ
と
に
違
い
な
い
が
、
決
し
て
単
に

「善
良
」

い
え
る
よ
う
な
淡
白
で
、
ま
た
貞
淑
で
可
憐
で
か
そ
け
き
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
真
に

「芸
術
」

立
脚
し
て
い
た
か
、
そ
れ
さ
え
断
定
は
難
し
い
。

谷
崎
は
、
大
正
六
年
、
唯

一
の
自
叙
伝
的
作
品
と
さ
れ
る

『異
端
者
の
悲
し
み
』
０
を
発
表
し
て
い
る
。
内
容
は
、
文
壇
に
デ
ビ

ュ
ー

す
る
ま
で
の
、
不
本
意
に
不
遇
で
、
自
堕
落
な
様
子
が
描
か
れ
て
あ
り
、
ま
さ
に

「少
年
期
か
ら
青
年
期
に
移
る

一
時
代
は
大
抵
の
人
間

に
と

っ
て
止
む
を
得
ぬ
不
徳
な
時
代
で
あ
る
。
沢
山
の
大
人
と
し
て
の
要
求
を
持
ち
、
し
か
も
そ
の
要
求
を
自
ら
充
た
す
為
め
に
は
全
く

の
無
力
者
が
彼
で
あ
る
」
と
い
う
河
盛
好
蔵
氏
ｏ
の
評
が
言
い
得
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
全
編
を
鬱
積
し
た
意
識
が
貫
い
て
い
る
。

し
か
し
、
最
終
部
は
う

っ
て
変
わ
り
次
の
よ
う
に
し
め
く
く
ら
れ
る
。
（章
三
郎
早
王
人
公
の
名
）

そ
れ
か
ら
二
た
月
程
過
ぎ
て
、
章
三
郎
は
或
る
短
篇
の
創
作
を
文
壇
に
発
表
し
た
。
彼
の
書
く
物
は
、
当
時
世
間
に
流
行
し
て
居
る
自
然
主
義
の
小

説
と
は
、
全
く
傾
向
を
異
に
し
て
居
た
。
そ
れ
は
彼
の
頭
に
醗
酵
す
る
怪
し
い
悪
夢
を
材
料
に
し
た
、
甘
美
に
し
て
芳
烈
な
る
芸
術
で
あ
つ
た
。

右
の

「或
る
短
篇
の
創
作
」
と
は
、
『刺
青
』
を
指
す
。
「醗
酵
す
る
怪
し
い
悪
夢
」
の

「甘
美
」
で

「芳
烈
」
な
る
芸
術
。
こ
の
作
者

の
求
め
る
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
清
吉
の
宿
願
に
重
な
っ
て
く
る
。

こ
の
最
後
の

一
文
、
こ
こ
に
こ
そ

『刺
青
』
著
者
の
求
め
る
す
べ
て
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
通
り
に
読
み
解
け
ば
、
『刺
青
』
に

は
実
に

一
貫
し
た
主
題
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

清
吉
の
求
め
た
も
の
は
、
決
し
て
正
し
く
高
尚
な
芸
術
で
は
な
か

っ
た
。
社
会
的
に
認
知
さ
れ
た
、
健
全
で
淡
白
な
美
で
は
な
か

っ

た
。
極
言
す
れ
ば
、
彼
は

「芸
術
」
を
求
め
て
は
い
な
か
っ
た
。
コ
下
術
」
そ
の
も
の
を
求
め
た
の
で
は
な
く
、
「芸
術
」
を
手
段
に

「醗

酵
」
す
る

「甘
美
」
で

「芳
烈
」
な
る
陶
酔
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
「芸
術
」
を
極
限
ま
で
追
求
し
た
、
そ
の
先
に
あ
る
凄
絶
な
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「美
」
を
成
果
と
し
て
手
に
入
れ
る
た
め
に
む
し
ろ

「芸
術
」
は
あ

っ

る
こ
と
を
放
棄
し
、
「堕
落
」
し
た

「刺
青
師
」
と
な

っ
て

ヨ
心夢
」

八
〇

た
。
そ
う
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
清
吉
は
正
統
な

「芸
術
家
」
で
あ

の
実
現
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

言主
(12)(11)(101(9)(8)(7)(6)(5)(4)  (3)(2)(1)(14)(131

永
井
荷
風

「谷
崎
潤

一
郎
氏
の
作
品
」
亀
三
田
文
学
』
第
二
巻
第

一
一
号
）
明
治
四
四
年
十

一
月
　
一一一田
文
学
会

千
葉
俊
二

「鑑
賞
」
『鑑
賞
日
本
現
代
文
学
第
八
巻
　
谷
崎
潤

一
郎
』
昭
和
五
七
年
十
二
月
　
角
川
書
店

「
春
琴
抄
』
論
―
―
佐
助
の
能
動
的

「献
身
」
と
、
春
琴
の
受
動
的
立
場
に
つ
い
て
―
―
」

亀
日
本
文
藝
研
究
』
第
五
十
巻
第

一
号
　
一
九
九

八
年
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会

高
村
光
太
郎

「純

一
な
芸
術
が
欲
し
い
」
『新
潮
』
明
治
四
五
年
三
月
　
新
潮
社

吉
岡
郁
夫

「古
代
以
降
の
文
身
　
江
戸
時
代
の
文
身
」
亀
い
れ
ず
み

（文
身
）
の
人
類
学
）

平
成
八
年
九
月
年
　
雄
山
閣
出
版

『江
戸
語
辞
典
』
大
久
保
忠
国

・
木
下
和
子
編
　
一
九
九

一
年
　
東
京
堂
出
版

佐
藤
亜
有
子

「谷
崎
潤

一
郎
―
―
老
檜
な
蜘
蛛
あ
る
い
は
捕
獲
者
」
『
ユ
リ
イ
カ
』
平
成
十
五
年
五
月
号
第
３６
巻
第
８
号
　
土目
土
社

『明
治
語
録
』
上
原
路
郎
　
昭
和
五
三
年
　
明
治
書
院

笠
原
信
夫

「
「刺
青
」
の
成
立
」
翁
谷
崎
潤

一
郎
　
宿
命
の
エ
ロ
ス
し

昭
和
五
五
年
六
月
　
冬
樹
社

森
安
理
文

「
『刺
青
』
論
　
そ
の
劇
的
享
楽
に
つ
い
て
」
亀
國
學
院
雑
誌
』
第
七
五
巻

一
一
号
）
昭
和
四
九
年
十

一
月
　
國
學
院
大
學

平
野
芳
信

「谷
崎
文
芸
の
原
質
」
「
日
本
文
藝
研
究
』
第
三
二
巻
二
号
）
昭
和
五
五
年
六
月
　
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会

野
口
武
彦

「「刺
青
」
論
―
―
谷
崎
潤

一
郎
の
始
発
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
亀
現
代
文
学
講
座
８
　
明
治
の
文
学
Ⅲ
』
昭
和
五
〇
年
四
月
）
至
文

堂塩
崎
文
雄

「
テ
ク
ス
ト
解
釈

『刺
青
Ｌ

（『國
文
学
』
平
成
五
年
十
二
月
）
学
燈
社

上
田
穂
積

「「刺
青
」
序
説
―
―
書
き
手
の
変
貌
／
そ
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こ
の
両
者
の
立
場
、
つ
ま
り
相
関
関
係
は

『春
琴
抄
』
（昭
和
八
年
六
月

『中
央
公
論
』
発
表
）
の
佐
助
と
春
琴
に
も
見
ら
れ
る
。

こ
の

「見
る
」
「見
ら
れ
」
る
、
と
い
っ
た
二
者
の
関
係
は
単
に
視
覚
の
問
題
の
み
に
終
ら
な
い
。
根
本
的
な
相
対
関
係
を
暗
示
す
る
。
ま



た
、
そ
れ
に
加
え

『刺
青
』
で
は

「麻
酔
剤
」
と
施
術
、
『春
琴
抄
』
で
は
春
琴
の
失
明
と
い
っ
た
物
理
的
な
外
枠
を
施
し
て
そ
れ
を
補
強
す

る
と
い
っ
た
周
到
さ
が
見
ら
れ
る
。
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