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グ
ロ
テ
ス
ク
な
愛
の
射
程

│
│
坂
口
安
吾
「
紫
大
納
言
」
論
│
│

若
　
松
　
伸
　
哉

　
　
　
ち
や
う
ど
四
年
前
で
す
が
、
私
は
、
や
つ
ぱ
り
、
美
し
い
物
語
を
書
か
う
と
し
て
「
吹
雪
物
語
」
を
書
き
ま
し
た
。
私
は
た
だ
、

人
の
心
を
ゆ
た
か
に
し
、
人
の
心
を
高
め
る
と
こ
ろ
の
、
た
の
し
い
、
幸
福
な
物
語
を
書
き
残
さ
う
と
、
一
途
に
考
へ
て
、
書
い
た

の
で
す
。

　
　
　
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
結
果
で
し
た
。
美
し
い
の
は
、
題
だ
け
で
し
た
。
書
き
終
つ
た
物
語
は
、
た
だ
陰
惨
で
、
ま
つ
く
ら
で
、
救
ひ
が

な
く
、
作
者
は
呆
然
と
し
、
絶
望
し
ま
し
た
。「
吹
雪
物
語
」
を
読
む
人
は
、
た
だ
、
悔
恨
と
、
咒
詛
と
、
疑
惑
と
、
絶
望
と
、
毒

を
読
み
と
る
に
す
ぎ
な
い
で
せ
う
。

　
　
　〔
…
〕

　
　
　
こ
の
や
う
に
し
て
、
私
は
、
自
分
の
意
図
と
は
う
ら
は
ら
な
自
作
の
暗
さ
に
絶
望
し
、
や
り
き
れ
な
く
な
る
た
び
に
、
筆
を
や

め
、
さ
う
し
て
、
直
接
人
性
と
聯
絡
し
な
い
架
空
の
物
語
を
書
き
は
じ
め
ま
す
。
そ
れ
は
、
気
楽
で
、
私
を
た
し
か
に
ホ
ッ
と
さ
せ

ま
す
。
書
い
て
ゐ
て
、
充
実
し
た
も
の
は
な
く
と
も
、
た
し
か
に
、
気
楽
で
、
た
の
し
か
つ
た
。

　
坂
口
安
吾
は
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
四
月
、
ス
タ
イ
ル
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
自
身
の
創
作
集
『
炉
辺
夜
話
集
』
の
「
後
記
」
に
お

い
て
右
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
安
吾
自
ら
過
剰
な
ま
で
に
否
定
的
に
言
及
し
て
い
る
『
吹
雪
物
語
』
は
、
一
九
三
八
年
七
月
に

書
き
下
ろ
し
長
編
小
説
と
し
て
竹
村
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
引
用
文
の
出
典
で
あ
る
『
炉
辺
夜
話
集
』
に
は
、『
吹
雪
物
語
』
の
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後
、
一
九
三
八
年
か
ら
一
九
四
〇
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
「
閑
山
」「
紫
大
納
言
」「
勉
強
記
」「
イ
ノ
チ
ガ
ケ
」「
盗
ま
れ
た
手
紙
の

話
」
の
五
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
）
1
（
る
。
そ
し
て
、『
吹
雪
物
語
』
と
『
炉
辺
夜
話
集
』
の
あ
い
だ
に
は
「
絶
望
」
か
ら
「
気
楽
」
へ
と
作

者
の
心
境
に
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
引
用
文
は
示
し
て
い
る
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
三
六
年
一
一
月
か
ら
書
き
進
め
ら
れ
た
『
吹
雪
物
語
』
は
、
翌
一
九
三
七
年
に
は
一
時
執
筆
不
能

な
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
安
吾
の
苦
悩
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
同
時
期
の
エ
ッ
セ
イ
「
囲
碁
修
業
」（『
都
新
聞
』
一
九
三
八
・

六
・
二
一
〜
二
三
）
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
戦
後
に
な
っ
て
『
吹
雪
物
語
』
が
再
び
刊
行
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
安
吾
は
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
そ
し
て
無
為
に
臍
を
か
む
一
カ
年
、
私
は
遂
に
意
を
決
し
た
。

　
　
　
私
は
間
違
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
。
私
は
始
め
の
目
的
通
り
、
私
の
過
去
に
一
つ
の
墓
を
つ
く
つ
た
の
だ
。
イ
ン
チ
キ
な
る
も
の

が
、
イ
ン
チ
キ
な
る
墓
を
つ
く
つ
た
だ
け
で
は
な
い
か
。
私
は
そ
う
諦
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
と
も
か
く
、
生
き
る
力
を
得
た
。
私

は
諦
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
絶
望
を
や
め
、
そ
し
て
、
再
生
に
向
か
つ
た
の
だ
。
イ
ン
チ
キ
自
体
を
も
つ
て
墓
標
を
か
た
ど
る
こ
と
に

よ
つ
て
、
私
は
裁
か
れ
、
い
く
ら
か
で
も
イ
ン
チ
キ
で
な
い
や
う
に
、
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
信
じ
た
の
だ
。
信
じ
よ

う
と
し
た
の
で
あ
）
2
（

る
。

　『
吹
雪
物
語
』
出
版
と
い
う
「
墓
標
」
に
よ
っ
て
「
再
生
」
に
向
か
う
ス
ト
ー
リ
ー
が
安
吾
自
身
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
こ

と
も
あ
り
、『
吹
雪
物
語
』
は
彼
の
作
品
史
の
う
え
で
も
一
つ
の
転
機
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
後
に
書
か
れ
た
「
閑
山
」「
紫
大
納
言
」

な
ど
は
彼
の
「
再
生
」
の
実
践
作
と
し
て
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
て
き
）
3
（
た
。

　
さ
て
本
稿
で
は
、
問
題
作
『
吹
雪
物
語
』
の
後
に
発
表
さ
れ
た
作
品
の
な
か
で
も
特
に
「
紫
大
納
言
」
に
焦
点
を
当
て
た
い
。「
紫
大

納
言
」
は
三
好
達
治
が
中
心
と
な
っ
た
文
芸
雑
誌
『
文
体
』
に
、
一
九
三
九
年
二
月
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
『
吹
雪

物
語
』
後
の
安
吾
の
新
た
な
道
行
き
を
示
す
作
品
で
あ
り
、
ま
た
、「
む
ご
た
ら
し
い
こ
と
、
救
ひ
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
、
そ
れ
だ
け

が
、
唯
一
の
救
ひ
な
の
で
あ
り
ま
す
。
モ
ラ
ル
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
自
体
が
モ
ラ
ル
で
あ
る
と
同
じ
や
う
に
、
救
ひ
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
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自
体
が
救
ひ
で
あ
り
ま
す
。
／
私
は
文
学
の
ふ
る
さ
と
、
或
ひ
は
人
間
の
ふ
る
さ
と
を
、
こ
ゝ
に
見
ま
す
。
文
学
は
こ
ゝ
か
ら
始
ま
る

│
│
私
は
、
さ
う
も
思
ひ
ま
す
」
と
述
べ
る
安
吾
の
著
名
な
評
論
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」（『
現
代
文
学
』
一
九
四
一
・
八
）
の
色
濃
い
反

映
が
指
摘
さ
れ
る
作
品
で
も
あ
）
4
（
る
。
本
稿
で
試
み
た
い
の
は
、
坂
口
安
吾
の
作
家
論
的
な
水
準
に
お
い
て
す
で
に
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
本

作
品
に
つ
い
て
、
同
時
代
的
な
広
が
り
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
見
出
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
紫
大
納
言
」
の
新

た
な
魅
力
を
提
示
で
き
れ
ば
と
思
）
5
（
う
。

　
　
　
一

　
坂
口
安
吾
研
究
に
お
い
て
『
吹
雪
物
語
』
で
の
〈
挫
折
と
再
生
〉
と
関
連
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
「
紫
大
納
言
」
だ
が
、
ち
ょ
う
ど
同
じ

時
期
、
も
う
一
人
〈
再
生
〉
を
果
た
し
た
著
名
な
作
家
が
い
る
。
そ
れ
は
精
神
病
院
へ
の
入
院
、
そ
の
間
の
妻
の
不
義
、
そ
し
て
心
中
未

遂
な
ど
生
活
上
の
破
綻
か
ら
立
ち
直
り
、
一
九
三
八
年
後
半
か
ら
旺
盛
な
作
品
執
筆
を
再
開
し
た
太
宰
治
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
太
宰
治

の
〈
再
生
〉
を
象
徴
す
る
作
品
の
一
つ
と
し
て
「
富
嶽
百
景
」
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、「
富
嶽
百
景
」
は
「
紫
大
納
言
」
と
同
じ
く
、
雑
誌

『
文
体
』
の
一
九
三
九
年
二
月
か
ら
翌
月
に
か
け
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
坂
口
安
吾
と
太
宰
治
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
〈
再
生
〉
を
果
た
し
、

同
雑
誌
の
同
号
に
小
説
を
寄
せ
る
と
い
う
興
味
深
い
事
実
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
太
宰
の
「
富
嶽
百
景
」
は
、
作
者
自
身
を
主
人
公
と
し
て
、
山
梨
で
の
新
し
い
婚
約
の
成
立
ま
で
を
描
い
た
自
伝
的
な
〈
再
生
〉
の
物

語
と
な
っ
て
お
り
、
新
た
に
変
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
主
人
公
「
私
」
の
姿
が
印
象
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
以
前
拙
稿
で
論
じ
た
よ
う

に
、
そ
こ
に
は
一
九
三
七
年
七
月
の
日
中
戦
争
の
開
始
と
と
も
に
わ
き
起
こ
っ
た
、
日
本
国
内
の
新
た
な
変
化
を
求
め
る
動
向
と
の
親
和

が
見
て
取
れ
）
6
（
る
。
安
吾
の
「
紫
大
納
言
」
は
直
接
〈
再
生
〉
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
同
時
代
の
こ
う
し
た
モ
ー
ド
と
全
く

無
関
係
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
昔
、
花
山
院
の
御
時
、
紫
の
大
納
言
と
い
ふ
人
が
あ
つ
た
。
贅
肉
が
た
ま
た
ま
人
の
姿
を
か
り
た
や
う
に
、
よ
く
ふ
と
つ
て
ゐ
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た
。
す
で
に
五
十
の
齢
で
あ
つ
た
が
、
音
に
き
こ
え
た
色
好
み
に
は
衰
へ
も
な
く
、
夜
毎
に
を
ち
こ
ち
の
女
に
通
つ
た
。

　「
紫
大
納
言
」
の
書
き
出
し
は
右
の
文
章
と
な
っ
て
お
り
、
舞
台
が
花
山
院
の
こ
ろ
の
平
安
朝
、
そ
し
て
主
人
公
の
「
紫
の
大
納
言
」

が
「
音
に
き
こ
え
た
色
好
み
」
で
あ
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
五
〇
歳
を
過
ぎ
て
も
複
数
の
女
性
の
も
と
へ
通
う
大
納
言
だ
が
、
あ

る
晩
、
偶
然
拾
っ
た
小
笛
の
縁
に
よ
っ
て
出
会
っ
た
天
女
に
生
涯
は
じ
め
て
の
愛
を
お
ぼ
え
る
も
の
の
、
そ
の
愛
は
拒
絶
さ
れ
最
後
に
は

身
の
破
滅
へ
と
至
っ
て
い
く
の
が
一
篇
の
大
ま
か
な
ス
ト
ー
リ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
〈
愛
〉
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
同
時
代
を
見
渡
し
た
と
き
、
当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
っ
た
石
川
達
三
の
『
結
婚
の
生
態
』

（
一
九
三
八
・
一
一
、
新
潮
社
）
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
。『
結
婚
の
生
態
』
は
第
一
章
に
お
い
て
、
結
婚
に
対
し
て
「
永
い
あ
ひ
だ
否
定

的
な
考
へ
を
も
つ
て
ゐ
た
」
主
人
公
「
私
」
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
心
情
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
と
き
私
の
心
に
於
け
る
重
大
な
変
化
は
、
良
い
生
活
と
は
す
な
は
ち
良
き
結
婚
生
活
を
意
味
す
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
こ
と

で
あ
る
。
二
十
四
五
歳
の
こ
ろ
か
ら
以
後
ず
つ
と
続
い
て
ゐ
た
結
婚
否
定
の
皮
相
な
考
へ
が
崩
壊
し
た
あ
と
に
は
、
不
思
議
に
も
青

春
時
代
に
も
つ
て
ゐ
た
や
う
な
良
き
結
婚
へ
の
夢
に
似
た
憧
れ
が
甦
つ
て
来
た
の
で
あ
つ
た
。

　
結
婚
の
否
定
か
ら
肯
定
へ
の
心
情
変
化
が
小
説
の
は
じ
め
に
描
か
れ
、「
自
序
」
に
「
自
分
を
美
化
す
る
こ
と
な
く
、
欠
陥
を
掩
ひ
か

く
す
こ
と
な
し
に
、
或
る
大
切
な
生
涯
の
一
時
期
を
最
も
正
確
に
記
録
し
て
お
き
た
い
と
思
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
結
婚
生
活
を
記

録
し
て
い
く
。
そ
し
て
『
結
婚
の
生
態
』
が
当
時
よ
く
読
ま
れ
た
こ
と
は
次
の
亀
井
勝
一
郎
の
言
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。

　
　
　「
結
婚
の
生
態
」
は
昭
和
十
三
年
の
作
で
あ
る
。
石
川
氏
の
流
行
作
家
と
し
て
の
地
位
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
確
立
さ
れ
た
と
云
つ

て
い
ゝ
。
こ
の
作
品
と
前
後
し
て
、
石
坂
洋
次
郎
の
「
若
い
人
」、
島
木
健
作
の
「
生
活
の
探
求
」
が
あ
ら
は
れ
た
が
、
こ
の
三
つ

の
小
説
が
当
時
に
お
け
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
つ
た
。
非
常
に
読
ま
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
む
ろ
ん
流
行
性
も
あ
つ
て
恣
意
的
な
も

の
だ
が
、
ま
た
或
る
時
代
の
青
年
の
関
心
を
ひ
く
問
題
を
含
ん
で
ゐ
る
こ
と
も
た
し
か
で
あ
）
7
（
る
。

　
そ
し
て
こ
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
実
は
安
吾
が
反
応
し
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う
な
評
を
書
き
残
し
て
い
る
。

　
　
　
石
川
達
三
氏
の
『
結
婚
の
生
態
』
は
石
川
氏
が
愛
情
な
く
同
棲
し
た
女
と
別
れ
、
健
全
な
結
婚
を
目
標
に
し
て
そ
の
生
涯
の
建
設
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を
企
て
ゝ
か
ら
、
つ
ひ
に
女
を
探
し
得
て
結
婚
生
活
に
入
り
、
子
供
を
も
う
け
る
二
年
間
ほ
ど
の
記
録
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
記
録
に
語
ら
れ
て
ゐ
る
石
川
氏
の
生
活
は
、
す
べ
て
そ
の
人
生
観
が
土
台
で
あ
り
、
結
婚
生
活
が
そ
れ
に
沿
う
て
著
々
築
か

れ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
人
生
観
と
生
活
が
一
読
羨
望
に
堪
へ
な
い
ぐ
ら
ゐ
食
ひ
違
ひ
が
な
く
破
綻
を
み
せ
な
い
。
こ
の
作
品
の
強

味
も
こ
ゝ
に
あ
り
、
ま
た
最
大
の
弱
点
も
こ
ゝ
に
あ
る
の
だ
と
僕
は
思

）
8
（

ふ
。

　
安
吾
は
「
健
全
な
結
婚
」「
生
涯
の
建
設
」
と
い
っ
た
主
人
公
の
目
標
を
述
べ
な
が
ら
、「
人
生
観
と
生
活
」
が
ま
っ
た
く
の
齟
齬
な
く

「
破
綻
」
し
な
い
点
に
、『
結
婚
の
生
態
』
の
「
強
味
」
を
認
め
つ
つ
も
同
時
に
「
最
大
の
弱
点
」
を
も
見
て
い
る
。
つ
ま
り
〈
健
全
な

愛
〉
を
謳
う
同
時
代
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
違
和
を
唱
え
る
安
吾
の
感
性
が
こ
こ
に
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
を
押
さ
え
た
う
え
で
、

世
間
で
〈
革
新
〉
が
叫
ば
れ
た
こ
の
時
期
に
同
書
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
る
文
脈
・
背
景
を
次
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
二

　
日
中
戦
争
が
は
じ
ま
っ
た
一
九
三
七
年
七
月
以
降
、
日
本
国
内
で
は
新
た
な
体
制
を
求
め
る
〈
革
新
〉
の
語
が
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
で
は
氾

濫
す
る
が
、
文
壇
に
お
い
て
は
一
九
三
八
年
に
入
っ
て
か
ら
文
学
に
お
け
る
〈
革
新
〉
を
訴
え
る
文
言
が
目
に
つ
く
。
大
き
な
総
合
雑
誌

を
見
た
だ
け
で
も
そ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
た
文
章
が
い
く
つ
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
林
房
雄
「
文
学
と
国
策
」（『
改

造
』
一
九
三
八
・
六
）
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　
惰
弱
な
る
三
代
目
文
学
を
し
て
自
滅
せ
し
め
よ
。
今
こ
そ
日
本
文
学
の
革
新
期
で
あ
る
。
光
栄
あ
る
明
治
の
精
神
は
現
代
文
学
者

の
健
康
な
る
部
分
に
よ
つ
て
継
承
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
日
本
国
民
は
美
と
健
康
に
溢
れ
た
国
民
文
学
の
出
現
を
待
ち
望
ん
で
ゐ
る
。

　
現
在
が
「
日
本
文
学
の
革
新
期
」
と
い
う
認
識
の
も
と
、「
美
と
健
康
」
を
持
つ
文
学
の
出
現
を
林
房
雄
は
訴
え
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
林
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
た
翌
月
の
『
改
造
』
に
は
、
よ
く
似
た
発
想
の
武
田
麟
太
郎
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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我
々
は
き
の
ふ
ま
で
の
暗
澹
と
し
た
世
界
か
ら
脱
却
し
て
、
明
快
に
動
か
う
と
し
て
ゐ
る
の
だ
。
事
実
に
対
す
る
観
念
的
な
否
定

や
無
関
心
が
何
の
役
に
も
立
た
な
い
の
を
悟
り
は
じ
め
た
。
絶
望
を
し
の
ぐ
生
存
欲
に
駆
り
立
て
ら
れ
、
生
き
る
、
生
き
て
ゐ
る
と

云
ふ
大
き
な
人
生
的
テ
ー
マ
と
組
打
ち
し
て
ゐ
る
、
そ
の
純
粋
な
絶
対
面
に
ま
で
自
分
を
押
し
つ
け
て
ゐ
る
。

　
　
　
頽
廃
や
虚
無
の
低
迷
に
あ
ま
え
て
い
い
気
持
に
な
つ
て
ゐ
る
時
で
は
な
い
の
を
知
つ
て
ゐ
る
。
能
動
的
で
創
造
的
な
強
さ
を
求
め

て
や
ま
な
い
の
だ
。

　
　
　
じ
け
じ
け
と
い
ぢ
け
、
陰
欝
な
表
情
を
持
ち
越
し
て
何
か
あ
り
さ
う
に
す
る
敗
北
主
義
と
も
絶
縁
し
た
。
押
し
ひ
し
が
れ
て
了
ふ

無
気
力
を
嫌
つ
て
、
健
全
で
あ
ら
う
と
す
る
意
志
欲
望
を
誇
示
し
よ
う
と
さ
へ
し
て
ゐ

）
9
（

る
。

　
引
用
文
の
最
後
に
は
「
健
全
」
へ
と
向
か
う
強
い
意
志
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、「
き
の
ふ
ま
で
の
暗
澹
と
し
た
世
界

か
ら
脱
却
し
て
、
明
快
に
動
か
う
と
し
て
ゐ
る
」
の
部
分
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
現
在
を
〈
革
新
〉
の
と
き
だ
と
捉
え
て
い
る
点
に
お
い

て
も
、
武
田
麟
太
郎
の
文
章
と
先
引
し
た
林
房
雄
の
文
章
は
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
、
や
は
り
同
時
期
に
『
中
央
公
論
』
に
載
っ
た
片
岡

良
一
の
文
章
に
も
同
様
の
発
想
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
高
見
順
氏
の
『
人
間
』（
文
芸
春
秋
九
月
）
と
か
火
野
葦
平
氏
の
『
麦
と
兵
隊
』（
改
造
八
月
）
と
か
、
其
類
の
作
品
は
、『
冬
の

宿
』
に
残
さ
れ
た
健
康
さ
を
、
更
に
積
極
的
に
た
ぎ
ら
せ
た
や
う
な
趣
を
持
つ
て
ゐ
る
。〔
…
〕

　
　
　
現
代
は
建
設
の
時
代
だ
と
い
ふ
。
昨
日
ま
で
の
混
沌
と
絶
望
的
な
頽
廃
と
を
乗
越
え
て
、
人
間
再
建
が
意
図
さ
れ
は
じ
め
た
時
代

だ
と
い
ふ
。
そ
の
た
め
に
よ
り
よ
き
諦
観
が
気
運
し
て
ゐ
る
こ
と
も
附
け
加
へ
た
）
10
（

い
。

　
片
岡
も
ま
た
「
建
設
の
時
代
」
に
お
け
る
「
健
康
」
を
訴
え
て
お
り
、
林
・
武
田
ら
の
文
章
と
類
似
し
て
い
る
。『
改
造
』『
中
央
公

論
』
と
い
う
当
時
の
二
大
総
合
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
三
者
の
文
章
は
も
ち
ろ
ん
全
く
の
偶
然
の
一
致
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
日

中
戦
争
の
開
始
と
と
も
に
戦
時
下
と
な
っ
た
現
在
を
革
新
期
と
考
え
、
文
学
の
な
か
に
健
全
性
／
健
康
性
を
求
め
て
い
く
思
考
が
文
壇
の

な
か
に
瀰
漫
し
て
い
た
こ
と
を
こ
れ
ら
の
文
章
は
想
像
さ
せ
る
。
で
は
も
う
少
し
こ
う
し
た
文
壇
の
動
き
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
一
九
三
八
年
一
〇
月
に
掲
載
さ
れ
た
窪
川
鶴
次
郎
の
次
の
文
芸
時
評
は
、
当
時
の
時
局
が
文
学
作
品
に
与
え
た
影
響
の
一
面
を
伝
え
て
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い
る
。
妻
と
の
心
中
未
遂
を
描
い
た
太
宰
治
「
姥
捨
」（『
新
潮
』
一
九
三
八
・
一
〇
）
な
ど
に
触
れ
て
、「
確
に
今
日
の
時
局
下
の
生
活

に
対
し
て
は
水
と
油
の
や
う
な
も
の
だ
。
然
し
私
は
、
か
う
い
ふ
作
品
を
不
健
康
だ
と
言
つ
て
頭
つ
か
ら
排
斥
す
る
の
に
は
賛
成
で
き
な

い
」
と
述
べ
た
上
で
、
窪
川
は
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
。

　
　
こ
れ
ら
の
作
品
が
い
か
に
今
日
の
時
局
に
対
し
て
水
と
油
の
や
う
な
も
の
で
あ
ら
う
と
そ
れ
は
今
日
の
生
活
に
対
し
て
最
も
直
接
的

0

0

0

な0

意
味
を
持
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
少
く
と
も
今
日
の
時
代
に
対
し
て
最
も
自
然

0

0

で
あ
る
。
現
在
、
何
と
不
自
然
な
作
品
の
多
い
こ
と

だ
ら
）
11
（
う
。〔
傍
点
原
文
〕

　
窪
川
は
時
局
と
の
関
係
か
ら
「
不
健
康
」
を
排
斥
す
る
風
潮
に
異
議
を
唱
え
、
現
在
の
「
不
自
然
」
な
作
品
の
横
行
を
否
定
的
に
語
っ

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
先
に
見
た
文
壇
に
お
け
る
〈
健
康
性
〉
の
声
の
影
響
力
が
わ
か
る
。
そ
し
て
同
じ
一
九
三
八
年
一
〇
月
に
発
表
さ

れ
て
い
る
川
端
康
成
の
文
芸
時
評
で
も
や
は
り
〈
健
康
性
〉
は
話
題
に
な
っ
て
お
り
、「
一
体
に
、「
転
向
作
家
」
に
は
健
康
が
あ
る
」
と

言
う
川
端
は
、
そ
の
代
表
と
し
て
森
山
啓
の
名
前
を
挙
げ
て
い
）
12
（

る
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
属
す
る
森
山
啓
だ
が
、
こ
の
こ
ろ
は
川
端
が
先
の
文
芸
時
評
で
「
い
か
に
も
人
柄
の
美
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
清

潔
な
文
章
」
と
、
そ
の
作
品
を
評
す
る
ほ
か
、
古
谷
綱
武
も
次
の
よ
う
に
森
山
を
評
し
て
い
る
。

　
　
　
単
純
で
は
あ
る
が
、
人
間
に
対
す
る
純
一
な
愛
情
の
た
め
に
、
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
に
触
れ
て
く
る
作
品
は
外
に
も
あ
る
。

　
　
　
た
と
へ
ば
、
森
山
啓
だ
。
彼
は
、
み
づ
か
ら
も
愛
情
派
と
称
し
て
ゐ
る
が
、
さ
う
い
ふ
点
で
、
彼
の
小
説
の
仕
事
は
認
め
ら
れ
て

よ
い
と
思
ふ
。
森
山
啓
の
特
質
は
、
殆
ど
運
命
的
と
さ
へ
い
つ
て
よ
い
ほ
ど
の
も
の
を
悪
意
的
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
）
13
（

だ
。

　
森
山
作
品
が
持
つ
「
愛
情
」
を
古
谷
は
述
べ
て
い
る
が
、
川
端
の
言
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
う
し
た
森
山
作
品
は
先
ほ
ど
確
認
し

て
き
た
同
時
代
の
〈
健
康
性
〉
の
モ
ー
ド
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
の
関
連
に
つ
い
て
は
森
山
自
身
も
自
ら
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
現
代
文
学
の
他
の
特
徴
の
一
つ
は
、
愛
欲
の
テ
ー
マ
に
現
は
れ
て
ゐ
る
。

　
　
　
元
来
、
愛
欲
に
悩
ま
ぬ
人
間
は
一
人
も
ゐ
な
い
の
だ
か
ら
、
文
学
者
が
そ
れ
を
扱
は
な
い
と
す
れ
ば
寧
ろ
そ
の
人
の
欠
陥
で
さ
へ

あ
る
。
大
文
学
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
そ
れ
を
扱
つ
て
ゐ
な
い
作
品
は
一
つ
も
な
い
。
併
し
そ
れ
を
ど
の
や
う
に
扱
ふ
か
が
問
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題
な
の
で
あ
）
14
（
る
。

　
す
で
に
一
九
三
七
年
七
月
に
「
愛
欲
」
を
描
く
こ
と
を
文
学
の
テ
ー
マ
と
し
て
主
張
し
て
い
た
森
山
は
翌
一
九
三
八
年
一
一
月
に
発
表

さ
れ
た
「
文
学
上
の
「
健
康
性
」」
の
な
か
で
、「
文
学
も
健
康
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
ま
た
今
日
特
に
健
康
な
文
学
が
必
要

で
あ
る
」
と
切
り
出
し
、
文
学
に
お
け
る
〈
健
康
性
〉
の
必
要
を
訴
え
た
う
え
で
、「
文
学
に
必
要
な
の
は
、
愛
慾
の
曝
露
で
は
な
く
て

真
の
愛
情
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
）
15
（
る
。

　
日
中
戦
争
開
始
後
の
文
学
に
お
い
て
〈
健
康
性
〉
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
一
つ
と
し
て
〈
愛
〉
と
い
う
テ
ー
マ
が
あ
っ
た

こ
と
を
こ
れ
ら
の
言
説
は
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
同
時
代
の
文
脈
上
に
前
節
で
触
れ
た
石
川
達
三
『
結
婚
の
生
態
』
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

現
象
が
あ
っ
た
の
で
あ
）
16
（
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
安
吾
の
「
紫
大
納
言
」
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
は
大
納
言
の
〈
愛
〉
の
物
語
で
あ

り
、
主
人
公
の
婚
約
成
立
を
メ
イ
ン
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
な
が
ら
、
周
囲
と
の
愛
情
を
確
認
し
て
い
く
太
宰
の
「
富
嶽
百
景
」
も
ま
た

〈
愛
〉
の
物
語
で
あ
る
。
一
九
三
九
年
二
月
、
同
じ
雑
誌
『
文
体
』
に
掲
載
さ
れ
た
両
者
は
、
舞
台
や
設
定
は
違
え
ど
も
こ
の
点
で
ゆ
る

や
か
な
共
通
項
を
持
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
と
き
「
健
康
」
的
な
「
愛
情
」
を
描
く
森
山
啓
と
坂
口
安
吾
は
わ
ず
か
な
が
ら
接
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
森
山
が
安

吾
「
吹
雪
物
語
」
に
つ
い
て
一
九
三
八
年
九
月
に
発
表
し
た
評
を
次
に
掲
げ
る
。

　
　
　
坂
口
安
吾
氏
の
「
吹
雪
物
語
」
に
つ
い
て
だ
け
、
一
言
で
い
ふ
の
は
悪
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
先
づ
長
い
年
月
を
費
し
て
存
分
に

書
い
た
と
い
ふ
こ
と
に
尊
敬
が
も
て
る
し
、
そ
の
や
う
に
し
て
仕
上
げ
た
作
品
を
新
人
の
「
書
き
お
ろ
し
長
篇
」
と
し
て
出
版
す
る

こ
と
に
も
賛
成
で
あ
る
。

　
　
　
筆
力
た
く
ま
し
く
、
個
性
の
あ
る
長
篇
だ
が
、
そ
の
夢
と
知
性
は
、
少
し
く
古
い
観
念
世
界
で
の
宿
酔
の
気
味
を
感
じ
さ
せ
、
敢

て
健
康
と
は
申
せ
ず
、
又
思
弁
の
雲
の
な
か
に
人
像
は
薄
れ
て
ゐ
な
い
だ
ら
う
）
17
（
か
。

　
引
用
文
を
見
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
森
山
は
「
吹
雪
物
語
」
の
「
健
康
」
で
は
な
い
点
を
批
判
す
る
。
同
時
代
文
壇
の
一
つ
の
モ
ー
ド

で
あ
っ
た
〈
健
康
性
〉
の
観
点
か
ら
森
山
に
安
吾
作
品
が
裁
断
さ
れ
る
興
味
深
い
評
だ
が
、「
吹
雪
物
語
」
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
批
判
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は
あ
る
程
度
共
通
す
る
見
方
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
安
吾
の
友
人
で
も
あ
る
大
井
広
介
が
樽
尾
好
の
筆
名
で
書
い
た
一
九
三
八
年
一
二
月

の
文
芸
時
評
に
も
文
学
に
お
け
る
「
建
設
性
、
生
産
性
、
積
極
性
」
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
同
文
章
に
は
「
し
か
も
、「
吹
雪

物
語
」
は
相
当
異
常
で
あ
り
、
私
は
『
悪
酔
』『
健
康
を
志
し
て
異
常
』
と
「
槐
」
に
書
き
、
其
後
森
山
啓
も
『
宿
酔
』『
不
健
康
』
と
批

評
し
た
位
、
衆
目
一
致
す
る
も
の
が
あ
つ
た
」
と
記
さ
れ
て
お
）
18
（
り
、「
吹
雪
物
語
」
の
健
康
で
は
な
い
異
常
さ
が
共
通
認
識
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
特
に
「
吹
雪
物
語
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
同
時
代
に
求
め
ら
れ
た
〈
健
康
性
〉
の
観
点
か
ら
裁
断
さ
れ
る
安

吾
作
品
の
姿
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
三

　
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
安
吾
『
紫
大
納
言
』
は
大
納
言
と
天
女
と
の
愛
と
拒
絶
の
物
語
が
メ
イ
ン
ス
ト
ー
リ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
か

つ
て
奥
野
健
男
は
こ
う
し
た
展
開
を
捉
え
て
、
本
作
品
を
「
ま
こ
と
に
芸
術
至
上
主
義
の
結
晶
と
も
言
う
べ
き
、
か
な
し
く
美
し
く
切
な

い
恋
の
物
語
」
と
評
し
）
19
（

た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
も
先
述
し
た
よ
う
に
「
紫
大
納
言
」
は
「
む
ご
た
ら
し
い
こ
と
、
救
ひ
が
な
い

と
い
ふ
こ
と
、
そ
れ
だ
け
が
、
唯
一
の
救
ひ
」
と
謳
う
安
吾
の
評
論
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
実
践
作
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
作
品
で
あ

り
、
む
ご
た
ら
し
さ
や
救
い
の
無
さ
を
持
つ
小
説
で
も
あ
る
。
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
天
女
に
自
分
の
思
い
を
拒
絶
さ
れ
、
悲
惨
な

末
路
を
た
ど
る
大
納
言
の
姿
が
印
象
深
く
描
か
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
嶋
田
彩
司
が
「
大
納
言
の
周
囲
に
は
、
彼
の
思
い
の
届
か

な
い
他
者
で
み
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
納
言
は
こ
の
と
き
、
ま
っ
た
く
孤
独
で
ぶ
ざ
ま
な
一
個
の
人
間
で
し
か
な
か
っ
た
」
と

論
じ
る
よ
う
）
20
（
に
、
思
い
の
届
か
な
い
他
者
の
存
在
が
作
品
の
な
か
で
強
く
提
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
嶋
田
が
同
論
の
な
か
で

「
彼
の
切
実
な
思
い
か
ら
で
た
言
動
で
あ
り
な
が
ら
、
実
の
と
こ
ろ
他
者
に
は
与
り
知
ら
ぬ
、
身
勝
手
な
言
い
分
で
し
か
な
か
っ
た
」
と

指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
納
言
自
身
の
ふ
る
ま
い
の
な
か
に
そ
も
そ
も
問
題
が
あ
る
の
も
確
か
で
あ
る
。

　「
音
に
き
こ
え
た
色
好
み
」
で
あ
る
大
納
言
が
は
じ
め
て
天
女
の
姿
を
は
っ
き
り
と
見
た
と
き
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
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さ
て
、
灯
火
の
も
と
で
、
は
じ
め
て
、
天
女
の
あ
り
さ
ま
、
か
ほ
、
か
た
ち
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
そ
の
目
覚
ま
し
い
美

し
さ
に
、
大
納
言
は
魂
も
消
ゆ
る
思
ひ
が
し
た
の
で
あ
つ
た
。
い
か
な
る
仇
敵
で
あ
ら
う
と
も
、
こ
の
美
し
い
ひ
と
の
嘆
き
に
沈
む

さ
ま
を
見
て
は
、
心
を
動
か
さ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
ま
い
と
思
は
れ
た
。

　
　
　
伽
羅
も
及
ば
ぬ
微
妙
な
香
気
が
、
ほ
の
ぼ
の
と
部
屋
に
こ
め
て
、
夜
空
へ
流
れ
た
。

　
　
　
と
も
す
れ
ば
、
う
つ
と
り
と
、
あ
や
し
い
思
ひ
に
な
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
さ
へ
ぎ
る
冷
め
た
い
を
の
の
き
に
気
が
つ
い
て
、
大
納

言
は
自
分
の
心
を
疑
つ
た
。
今
迄
に
、
つ
い
ぞ
覚
え
の
な
い
心
で
あ
つ
た
。
胸
を
さ
す
痛
み
の
や
う
な
、
つ
め
た
く
、
ち
い
さ
な
、

怖
れ
で
あ
つ
た
。

　
　
　
大
納
言
は
自
分
の
心
と
戦
つ
た
。

　
　
　
召
使
ふ
者
に
い
ひ
つ
け
て
、
う
ち
か
け
を
求
め
さ
せ
、
そ
れ
を
天
女
に
か
け
て
や
つ
た
が
、
そ
の
と
き
、
彼
は
、
う
ち
か
け
の
下

に
、
天
女
を
し
か
と
抱
き
し
め
て
、
澄
ん
だ
し
し
あ
ひ
の
官
能
を
た
の
し
み
た
い
と
思
つ
て
ゐ
た
。
い
や
、
う
ち
か
け
を
か
け
て
や

る
ふ
り
を
し
て
、
羅
の
白
衣
す
ら
、
ぬ
が
せ
た
い
思
ひ
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
場
面
で
大
納
言
は
天
女
に
対
し
て
「
つ
い
ぞ
覚
え
の
な
い
心
」（
＝
愛
）
を
は
じ
め
て
抱
く
こ
と
に
な
る
。
引
用
文
の
傍
線
部
分

は
そ
の
大
納
言
の
天
女
に
対
す
る
愛
を
示
す
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
大
納
言
の
抱
く
気
持
ち
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
波
線
部
分
が
愛
で

は
な
く
、
大
納
言
が
天
女
の
肉
体
に
対
し
て
抱
く
欲
望
と
な
っ
て
い
る
。
引
用
文
で
は
「
あ
や
し
い
思
ひ
」（
＝
肉
欲
）
と
「
そ
れ
を
さ

へ
ぎ
る
冷
た
い
を
の
の
き
」（
＝
愛
）
と
あ
る
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
両
者
が
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
。「
色
好
み
」
の
大
納
言
が
天
女

と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
真
実
の
愛
を
お
ぼ
え
た
、
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
テ
ク
ス
ト
は
大
納
言
の

肉
欲
と
愛
の
葛
藤
を
記
し
続
け
る
。

　
　
　
几
帳
の
蔭
に
悲
し
み
の
天
女
を
や
す
ま
せ
て
、
大
納
言
は
縁
へ
で
た
。
静
か
な
月
の
光
を
仰
い
だ
。
は
じ
め
て
彼
は
、
こ
の
世
に

悲
し
み
と
い
ふ
も
の
の
あ
る
こ
と
を
、
沁
々
知
つ
た
思
ひ
が
し
た
。

　
　
　
か
う
し
て
、
た
だ
、
月
光
を
仰
ぐ
こ
と
が
、
説
明
し
が
た
い
悲
し
さ
と
同
じ
思
ひ
に
な
る
こ
と
は
、
い
つ
た
い
、
ど
う
し
た
わ
け
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だ
ら
う
。
天
女
の
身
に
つ
け
た
清
ら
か
な
香
気
が
、
た
ち
ま
ち
月
光
の
香
気
と
な
つ
て
、
彼
の
胎
内
を
さ
し
ぬ
き
、
も
し
流
れ
で
る

涙
が
あ
れ
ば
、
地
上
に
落
ち
て
珠
玉
と
な
ら
う
と
彼
は
思
つ
た
。
と
も
す
れ
ば
、
あ
や
し
い
思
ひ
に
お
ち
る
の
を
、
不
思
議
な
悲
し

さ
が
な
が
れ
、
泣
き
ふ
し
て
し
ま
ひ
た
い
切
な
さ
に
駆
り
た
て
ら
れ
て
、
道
を
走
つ
た
。

　
　
　
や
が
て
、
大
納
言
は
、
息
が
き
れ
、
は
り
さ
け
さ
う
な
苦
痛
の
う
ち
に
、
天
女
の
し
し
あ
ひ
を
思
つ
て
ゐ
た
。
痺
れ
る
や
う
な
あ

や
し
さ
が
、
再
び
彼
の
す
べ
て
を
さ
ら
つ
た
。
官
能
は
燃
え
、
か
ら
だ
は
狂
気
の
焰
で
あ
つ
た
。
彼
は
走
つ
た
。
夢
の
う
ち
に
、
森

を
く
ぐ
り
、
谷
を
越
え
た
。
京
の
住
居
へ
辿
り
つ
い
て
、
く
づ
れ
る
や
う
に
、
う
ち
ふ
し
た
。

　
天
女
へ
の
愛
ゆ
え
の
「
悲
し
み
」「
切
な
さ
」
を
大
納
言
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
知
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
や
は
り
同
時
に
肉
欲
が
そ

れ
を
遮
る
よ
う
に
大
納
言
の
体
の
な
か
に
同
等
以
上
の
強
度
で
わ
き
起
こ
っ
て
い
る
。
翌
朝
に
な
っ
て
も
大
納
言
の
心
に
は
「
恋
と
、
不

安
と
、
た
く
ら
み
と
、
野
獣
の
血
潮
」
が
同
居
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
決
意
を
す
る
。

　
　
　
あ
の
ひ
と
を
地
上
に
と
ど
め
る
た
め
に
は
、
掌
中
に
、
常
に
笛
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
し
て
、
あ
の
ま
つ
し
ろ
な
し
し
あ
ひ

を
得
る
た
め
に
も
│
│
さ
う
い
ふ
こ
と
も
、
思
は
れ
た
。

　
　
　
あ
の
、
ま
つ
し
ろ
な
し
し
あ
ひ
が
、
も
は
や
、
大
納
言
の
す
べ
て
で
あ
つ
た
。
ど
の
や
う
に
無
残
な
ふ
る
ま
い
を
敢
て
し
て
も
、

あ
の
し
し
あ
ひ
を
わ
が
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
彼
は
思
つ
た
。

　
　
　
天
も
、
神
も
、
皓
月
も
、
ま
た
悪
鬼
も
、
こ
の
怖
ろ
し
い
無
道
を
、
よ
く
見
て
ゐ
る
が
い
い
。
ど
の
や
う
な
報
い
も
受
け
よ
う
。

あ
の
ひ
と
の
し
し
あ
ひ
を
得
て
の
ち
な
ら
ば
、
一
瞬
に
し
て
、
命
を
召
さ
れ
る
こ
と
も
怖
れ
は
し
ま
い
。
悔
い
も
し
ま
い
。
命
を
か

け
て
の
恋
な
ら
ば
、
た
と
ひ
万
死
に
価
し
て
も
、
な
ほ
、
一
滴
の
涙
、
草
の
葉
の
露
の
涙
、
く
さ
む
ら
に
す
だ
く
虫
の
は
か
な
い
あ

は
れ
み
、
そ
れ
を
か
け
て
く
れ
る
も
の
が
、
何
者
か
、
あ
る
や
う
な
思
ひ
が
し
た
。

　
こ
の
場
面
に
注
目
す
る
と
、
今
ま
で
の
肉
欲
と
愛
の
葛
藤
が
一
元
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
天
女
を
地
上
に
と
ど
め
よ
う
と
す

る
彼
女
へ
の
愛
は
す
ぐ
に
「
し
し
あ
ひ
を
得
る
た
め
」
と
変
換
さ
れ
、「
し
し
あ
ひ
を
得
て
の
ち
」
な
ら
ば
死
ん
で
も
い
い
と
い
う
覚
悟

は
、
直
後
に
「
命
を
か
け
て
の
恋
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
対
照
的
な
肉
欲
と
純
粋
な
愛
の
あ
い
だ
で
引
き
裂
か
れ
た
大
納
言
の
心
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は
、
こ
こ
で
肉
欲
を
孕
ん
だ
グ
ロ
テ
ス
ク
な
愛
へ
と
統
合
さ
れ
、
大
納
言
の
行
動
を
推
進
し
て
い
く
。

　
そ
し
て
、
出
会
っ
た
盗
人
の
徒
党
に
笛
を
差
し
出
し
た
大
納
言
は
天
女
に
事
情
を
説
明
す
る
が
、
受
け
入
れ
て
も
ら
え
ず
、「
大
納
言

の
官
能
は
一
時
に
燃
え
」、
半
ば
暴
力
的
に
泣
き
伏
す
天
女
と
契
り
を
結
ぶ
。「
無
限
の
愛
と
悔
い
の
み
が
、
す
べ
て
で
あ
つ
た
」
と
語
ら

れ
る
よ
う
に
、
天
女
と
契
り
を
結
ん
だ
後
の
大
納
言
は
愛
と
後
悔
に
よ
っ
て
失
っ
た
笛
を
探
し
に
行
き
、
盗
人
た
ち
の
暴
力
に
よ
っ
て
瀕

死
の
状
態
と
な
り
、
最
後
に
は
せ
せ
ら
ぎ
の
「
一
掬
の
水
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。「
無
限
の
愛
と
悔
い
」
を
抱
い
た
大
納
言
が
水
と
同
化

し
て
し
ま
う
結
末
部
分
だ
け
見
れ
ば
あ
る
種
の
美
し
い
物
語
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
の
よ
う
に
も
感
じ
る
が
、
こ
う
し
た
展
開
の
な
か
に
も
美

し
さ
と
は
対
照
的
な
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
が
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
描
き
込
ま
れ
る
。
瀕
死
と
な
っ
た
大
納
言
は
そ
れ
で
も
「
た
だ
、
あ
の
笛
を

あ
の
ひ
と
に
返
さ
ぬ
う
ち
は
、
こ
の
悲
し
み
の
尽
き
る
と
き
が
な
い
筈
だ
つ
た
」
と
、
天
女
へ
笛
を
返
す
こ
と
を
願
う
が
、
そ
の
直
後
に

は
異
様
な
面
体
を
持
っ
た
「
老
爺
の
や
う
」
な
童
子
に
か
ら
か
わ
れ
、「
せ
め
て
、
ひ
と
め
、
あ
な
た
が
、
見
た
い
！
　
人
の
一
念
が
通

る
な
ら
、
水
に
顔
を
う
つ
し
て
下
さ
い
！
」
と
い
う
大
納
言
の
最
後
の
願
い
も
叶
わ
ず
、
せ
せ
ら
ぎ
に
は
大
納
言
の
「
真
赤
な
口
を
ひ
ら

い
た
顔
」
が
映
り
、
そ
の
血
が
川
に
流
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
大
納
言
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
救
い
の
な
い
状
態
が
結
末
部
分
で
は

描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　「
紫
大
納
言
」
は
、
初
出
か
ら
二
年
後
の
単
行
本
収
録
時
に
決
し
て
小
さ
く
な
い
改
稿
が
行
わ
れ
て
お
り
、
両
者
の
違
い
を
三
品
理
絵

は
「
静
謐
な
「
諦
観
」
の
物
語
か
ら
過
剰
さ
に
満
ち
た
「
悪
戦
苦
闘
」
の
物
語
」
へ
の
転
回
と
し
て
指
摘
す
）
21
（

る
。
両
者
は
大
ま
か
な
ス

ト
ー
リ
ー
は
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
く
、
天
女
を
地
上
に
押
し
と
ど
め
、
笛
を
盗
人
に
差
し
出
し
た
あ
げ
く
天
女
と
契
り
を
結
ぶ
大
納
言
の

身
勝
手
な
欲
望
は
初
出
版
に
お
い
て
も
描
か
れ
て
い
る
が
、
三
品
の
言
う
よ
う
に
改
稿
に
よ
っ
て
大
納
言
の
欲
望
が
か
な
り
「
過
剰
」
に

な
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
過
剰
さ
の
増
加
が
小
説
「
紫
大
納
言
」
の
持
つ
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
を
よ
り
際
立
た
せ
て
お
り
、

こ
こ
に
本
作
品
の
要
所
の
一
つ
が
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
「
紫
大
納
言
」
の
冒
頭
部
分
に
も
美
し
い
物
語
か
ら
逸
脱
す
る
要
素
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
本
作
品
の
冒
頭
は

す
で
に
本
稿
第
一
節
に
引
用
し
た
が
、
高
貴
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
「
紫
の
大
納
言
」
と
い
う
呼
称
を
裏
切
る
よ
う
に
最
初
に
「
贅
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肉
が
た
ま
た
ま
人
の
姿
を
か
り
た
」
と
大
納
言
の
風
貌
が
描
写
が
さ
れ
、
さ
ら
に
五
〇
歳
を
過
ぎ
て
も
な
お
衰
え
な
い
そ
の
好
色
性
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。

　
冒
頭
の
段
落
で
は
こ
の
よ
う
に
お
よ
そ
優
美
さ
に
欠
け
る
大
納
言
の
姿
が
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
も
う
一
つ
、
こ
の
後
の
第
二
段
落
で
や

や
唐
突
に
「
袴
垂
れ
の
保
輔
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
が
と
て
も
興
味
深
い
。
テ
ク
ス
ト
が
こ
こ
で
語
る
「
袴
垂
れ
の
保
輔
」
は
、

「
左
京
太
夫
致
忠
の
四
男
」
の
「
藤
原
の
保
輔
」
で
あ
り
、「
甥
に
あ
た
る
右
兵
衛
尉
斉
明
」
と
と
も
に
盗
賊
の
首
領
と
な
っ
て
都
を
荒
ら

す
人
物
と
し
て
そ
の
残
虐
性
が
記
さ
れ
る
。
結
局
、「
袴
垂
れ
の
保
輔
」
は
テ
ク
ス
ト
中
に
直
接
的
に
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
冒
頭

の
大
納
言
に
続
い
て
描
写
さ
れ
る
彼
の
印
象
は
強
く
、
関
井
光
男
は
「
こ
こ
で
は
紫
大
納
言
と
袴
垂
保
輔
は
対
比
さ
れ
て
い
る
と
同
時

に
、
救
い
の
な
い
内
部
の
曠
野
を
生
き
て
い
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ふ
た
り
は
互
い
に
呼
応
し
合
う
人
間
と

し
て
等
価
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
）
22
（

る
。

　
タ
イ
ト
ル
や
舞
台
設
定
か
ら
優
美
・
優
雅
な
物
語
を
想
像
さ
せ
る
「
紫
大
納
言
」
は
、
冒
頭
の
大
納
言
の
描
写
や
、
そ
れ
に
続
い
て
大

納
言
に
屹
立
す
る
存
在
と
し
て
描
出
さ
れ
る
保
輔
の
姿
は
、
そ
の
予
想
を
裏
切
る
に
十
分
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
残
虐
な
保
輔
は
、
大

納
言
と
同
じ
く
も
と
も
と
貴
族
階
級
の
人
間
で
あ
り
、
優
美
な
出
自
と
残
虐
な
本
性
と
い
う
二
極
性
を
持
っ
た
象
徴
的
な
人
物
と
も
い
え

る
。

　
さ
て
、
大
納
言
の
愛
の
物
語
で
も
あ
る
「
紫
大
納
言
」
は
、
こ
の
よ
う
に
残
虐
性
を
含
め
た
グ
ロ
テ
ス
ク
な
要
素
を
随
所
に
ち
り
ば
め

て
い
る
。
こ
れ
ら
が
前
節
で
検
討
し
た
当
時
の
文
壇
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
〈
健
康
な
愛
〉
の
モ
ー
ド
の
な
か
で
異
質
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
で
は
最
後
に
本
作
品
が
持
つ
異
質
性
を
別
の
同
時
代
の
ト
ピ
ッ
ク
の
な
か
で
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
四

　「
紫
大
納
言
」
が
古
典
の
世
界
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）
23
（
が
、
本
作
品
の
発
表
当
時
、
日
本
の
古
典
文
学
が
活
況
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を
呈
す
る
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
雑
誌
『
日
本
浪
曼
派
』
と
も
関
係
が
深
い
蓮
田
善
明
が
中
心
と
な
り
、「
古
典
精
神
」
の

復
興
を
目
的
に
し
た
雑
誌
『
文
芸
文
化
』
が
一
九
三
八
年
七
月
に
創
刊
さ
れ
る
な
ど
、
日
本
古
典
文
学
へ
の
注
目
の
兆
候
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
最
も
よ
く
表
す
の
が
「
紫
大
納
言
」
発
表
の
直
前
、
一
九
三
九
年
一
月
の
谷
崎
潤
一
郎
に
よ
る
『
潤
一
郎
訳

源
氏
物
語
』（
中
央
公
論
社
）
刊
行
で
あ
る
。
前
年
の
与
謝
野
晶
子
『
新
新
訳
源
氏
物
語
』（
一
九
三
八
・
一
〇
〜
一
九
三
九
・
四
、
金
尾

文
淵
堂
）
の
刊
行
も
あ
り
、「
源
氏
物
語
」
へ
の
注
目
は
高
ま
っ
て
い
た
と
言
え
る
が
、
中
央
公
論
社
が
力
を
入
れ
た
こ
の
出
版
は
多
大

な
売
れ
行
き
を
見
せ
、
日
本
古
典
文
学
ブ
ー
ム
を
印
象
付
け
る
。
文
芸
雑
誌
『
新
潮
』
で
は
一
九
三
九
年
七
月
号
の
新
潮
評
論
に
お
い
て

「
古
典
の
復
活
に
意
義
あ
ら
し
め
よ
」
を
掲
載
し
、
ま
た
同
年
一
二
月
号
の
座
談
会
「
│
昭
和
十
四
年
│
文
学
界
の
諸
問
題
」
で
、「
古
典

復
興
に
つ
い
て
」
の
項
目
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
古
典
文
学
熱
の
一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
）
24
（
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
と
き
の
古
典
復
興
の
中
心
を
担
っ
た
谷
崎
源
氏
の
置
か
れ
て
い
た
位
置
を
大
ま
か
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
中
央
公

論
』
一
九
三
九
年
一
月
号
は
谷
崎
源
氏
に
つ
い
て
販
売
促
進
の
意
味
も
あ
り
制
作
者
側
が
直
接
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。
中
央
公
論
社
の
社

長
で
あ
る
嶋
中
雄
作
は
「
源
氏
物
語
が
日
本
最
初
の
そ
し
て
最
大
の
文
学
で
あ
り
、
日
本
文
化
の
最
も
誇
ら
し
き
金
字
塔
」
と
述
）
25
（

べ
、
校

閲
を
担
当
し
た
国
語
学
者
の
山
田
孝
雄
も
「
源
氏
物
語
」
の
筋
は
「
情
事
の
葛
藤
に
過
ぎ
ぬ
」
と
述
べ
た
上
で
、「
源
氏
物
語
は
希
有
の

大
作
で
あ
る
と
同
時
に
傑
作
」
と
記
し
、「
わ
が
国
民
の
人
情
の
如
何
に
こ
ま
や
か
で
あ
る
か
、
又
そ
の
趣
味
の
如
何
に
温
雅
優
麗
で
あ

る
か
を
示
す
も
の
で
も
あ
つ
て
、
ま
さ
に
世
界
に
対
し
て
誇
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
称
揚
す
）
26
（

る
。
そ
し
て
『
中
央
公
論
』
の
同
号
に
お

い
て
谷
崎
自
身
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
顧
れ
ば
、
足
か
け
四
年
前
に
私
が
筆
を
執
り
始
め
た
頃
と
は
、
社
会
の
状
勢
が
著
し
く
変
り
、
今
や
我
が
国
は
上
下
協
力
し
て
東
亜

再
建
の
事
業
に
邁
進
し
つ
ゝ
あ
る
。
か
う
云
ふ
時
代
に
、
わ
れ
〳
〵
が
敢
て
世
界
に
誇
る
に
足
る
と
信
ず
る
と
こ
ろ
の
、
わ
れ
わ
れ

の
偉
大
な
る
古
典
文
学
の
結
晶
を
改
め
て
現
代
に
紹
介
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
も
、
何
か
の
機
縁
で
あ
る
か
も
知
れ
な
）
27
（
い
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
も
「
源
氏
物
語
」
を
「
偉
大
な
る
古
典
文
学
の
結
晶
」
と
称
え
て
い
る
が
、「
上
下
協
力
し
て
東
亜
再
建
の
事
業
に

邁
進
し
つ
ゝ
あ
る
」
日
本
の
状
況
も
谷
崎
は
あ
わ
せ
て
記
し
て
い
る
。
三
者
が
「
源
氏
物
語
」
を
日
本
古
典
文
学
の
傑
作
と
言
い
募
る
の
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は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
潤
一
郎
訳
源
氏
物
語
』
宣
伝
の
た
め
で
も
あ
る
が
、「
東
亜
再
建
の
事
業
」
と
い
う
戦
争
状
態
の
な
か
で
、
時

代
に
そ
ぐ
わ
な
い
遊
蕩
文
学
と
し
て
の
非
難
も
あ
っ
た
「
源
氏
物
）
28
（
語
」
に
つ
い
て
高
い
〈
日
本
文
化
〉
的
価
値
を
付
与
す
る
た
め
で
も

あ
っ
た
。

　
先
に
言
及
し
た
『
文
芸
文
化
』
の
「
創
刊
の
辞
」
は
、
世
間
で
声
高
に
叫
ば
れ
る
「
日
本
精
神
」
の
空
疎
さ
を
訴
え
、
そ
の
内
実
を
埋

め
る
た
め
の
「
古
典
精
神
」
の
復
興
を
扇
情
的
に
述
べ
て
い
）
29
（
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
古
典
文
学
へ
の
注
目
は
戦
時
下
日
本
に
お

け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
古
典
復
興
ブ
ー
ム
の
中
心
に
あ
っ
た
「
源
氏
物
語
」

は
戦
時
下
に
そ
ぐ
わ
な
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
非
難
も
呼
び
込
ん
で
お
り
、
そ
の
点
で
や
や
特
異
な
位
相
に
あ
っ
）
30
（
た
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
同
時
代
の
状
況
の
な
か
で
安
吾
は
「
紫
大
納
言
」
を
発
表
し
て
い
る
。
遊
蕩
的
な
も
の
が
忌
避
さ
れ
た
時
代
に
、

「
紫
大
納
言
」
は
好
色
な
男
を
主
人
公
に
配
し
、
男
が
天
女
へ
の
愛
を
抱
く
も
拒
絶
さ
れ
悲
惨
な
最
期
を
招
く
物
語
内
容
は
、
第
二
節
で

確
認
し
た
同
時
代
文
壇
に
求
め
ら
れ
た
〈
健
康
な
愛
〉
と
も
背
馳
し
て
い
る
。
そ
し
て
二
年
後
の
改
稿
に
よ
っ
て
残
虐
性
や
暴
力
性
を
含

む
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
が
強
調
さ
れ
る
に
際
し
て
、
古
典
的
な
優
美
／
優
雅
な
世
界
や
健
康
性
と
は
決
定
的
に
離
れ
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

　
優
雅
な
日
本
文
化
と
し
て
喧
伝
さ
れ
る
古
典
文
学
を
設
定
の
う
え
で
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
「
紫
大
納
言
」
は
愛
情
を
核
と
し
た
叙
情
性

を
持
ち
つ
つ
も
、
こ
の
よ
う
に
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
グ
ロ
テ
ス
ク
な
要
素
も
明
ら
か
に
組
み
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
紫
大
納

言
」
と
同
雑
誌
の
同
号
に
掲
載
さ
れ
た
太
宰
治
の
「
富
嶽
百
景
」
が
ス
ト
レ
ー
ト
な
愛
の
物
語
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
点
を
考
え
た
と
き
、

ま
っ
た
く
異
な
る
物
語
内
容
で
あ
る
両
者
は
興
味
深
い
響
き
合
い
を
持
っ
て
い
る
。
戦
後
に
無
頼
派
と
し
て
一
括
り
に
さ
れ
る
安
吾
と
太

宰
の
こ
れ
ら
の
作
品
は
、〈
健
康
な
愛
の
物
語
〉
が
求
め
ら
れ
る
戦
時
下
と
い
う
状
況
の
な
か
で
異
質
さ
を
持
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
同
時

代
に
対
す
る
批
判
的
強
度
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　「
紫
大
納
言
」
が
収
録
さ
れ
た
『
炉
辺
夜
話
集
』
の
「
後
記
」
に
は
、「
直
接
人
性
と
聯
絡
し
な
い
架
空
の
物
語
を
書
き
は
じ
め
ま
す
。

そ
れ
は
、
気
楽
で
、
私
を
た
し
か
に
ホ
ッ
と
さ
せ
ま
す
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
安
吾
自
身
の
創
作
時
の
個
人
的
な
心
境
を
語
っ
た

も
の
だ
が
、
古
典
を
代
表
と
し
て
常
に
国
家
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
連
で
語
ら
れ
て
し
ま
う
戦
時
下
の
文
学
と
は
異
な
る
地
点
で
の
文
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学
活
動
を
同
時
に
表
し
て
も
い
る
。
本
稿
で
は
「
紫
大
納
言
」
を
同
時
代
言
説
の
な
か
で
分
析
す
る
試
み
を
行
っ
た
が
、
坂
口
安
吾
と
い

う
作
家
の
ス
タ
ン
ス
が
持
つ
批
評
性
は
こ
う
し
た
作
業
の
も
と
に
さ
ら
に
具
体
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注（
1
） 

「
紫
大
納
言
」
以
外
の
収
録
作
品
の
初
出
は
以
下
の
通
り
。「
閑
山
」（『
文
体
』
一
九
三
八
・
一
二
）、「
勉
強
記
」（『
文
体
』
一
九
三
九
・
五
）、

「
イ
ノ
チ
ガ
ケ
」（『
文
学
界
』
一
九
四
〇
・
七
／
九
）、「
盗
ま
れ
た
手
紙
の
話
」（『
文
化
評
論
』
一
九
四
〇
・
六
）。

（
2
） 

「『
吹
雪
物
語
』
再
版
に
際
し
て
」（『
吹
雪
物
語
』
一
九
四
七
・
七
、
新
体
社
）。

（
3
） 

た
と
え
ば
花
田
俊
典
「「
吹
雪
物
語
」
序
説
│
│
知
性
敗
北
の
論
理
」（『
文
学
研
究
』
一
九
八
〇
・
三
↓
花
田
俊
典
『
坂
口
安
吾
生
成
│
│
笑

劇
・
悲
願
・
脱
構
築
』
二
〇
〇
五
・
六
、
白
地
社
）
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
関
わ
る
安
吾
の
挫
折
と
再
生
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

 
 
 
  

こ
の
あ
と
「
閑
山
」（「
文
体
」
昭
13
・
12
）
や
「
紫
大
納
言
」（「
文
体
」
昭
14
・
2
）
へ
と
つ
づ
く
坂
口
安
吾
文
学
の
〈
新
生
〉
の
す
ば
や
さ

と
も
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
坂
口
安
吾
は
「
吹
雪
物
語
」
を
脱
稿
し
た
と
き
、
す
で
に
そ
れ
な
り
の
自
負
を
も
っ
て
挫
折
か
ら
の
立
ち
直
り
を
自

覚
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
4
） 

か
つ
て
竹
内
清
己
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」（
森
安
理
文
・
高
野
良
知
編
『
坂
口
安
吾
研
究
』
一
九
七
三
・
六
、
南
窓
社
）
が
、「「
文
学
の
ふ
る
さ

と
」
の
世
界
を
、
最
も
美
し
く
抒
情
化
し
た
作
品
は
「
紫
大
納
言
」
で
な
か
ろ
う
か
」
と
端
的
に
指
摘
し
て
お
り
、
近
年
に
お
い
て
も
、
加
瀬
健
治

「「
絶
対
の
孤
独
」
と
説
話
体
│
│
坂
口
安
吾
「
紫
大
納
言
」
論
」（『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
一
九
九
五
・
四
）
も
「
紫
大
納
言
」
と
「
文
学
の

ふ
る
さ
と
」
の
関
係
を
強
調
し
、『
坂
口
安
吾
事
典
（
作
品
編
）』（
二
〇
〇
一
・
九
）
の
「
紫
大
納
言
」
の
項
に
も
「「
む
ご
た
ら
し
い
こ
と
、
救
い

が
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
だ
け
が
、
唯
一
の
救
い
な
の
で
あ
り
ま
す
。」（「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」「
現
代
文
学
」
昭
16
・
8
）
と
説
く
、
安
吾
独
自

の
思
想
に
貫
か
れ
て
い
る
」（
関
根
和
行
）
と
記
さ
れ
る
。

（
5
） 

菅
本
康
之
「
歴
史
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
│
│
「
紫
大
納
言
」
の
政
治
的
読
解
」（『
越
境
す
る
安
吾
』
二
〇
〇
二
・
九
、
ゆ
ま
に
書
房
）
は
、「「
紫
大
納

言
」
は
、
こ
れ
ま
で
安
吾
研
究
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
多
く
言
及
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
数
少
な
い
、
貴
重
で
あ
る
は
ず
の
仕
事
の
ほ

と
ん
ど
が
安
吾
の
〈
個
人
的
次
元
〉
に
お
け
る
レ
ベ
ル
で
の
読
解
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、〈
個
人
的
次
元
〉
で
は
な
く
〈
歴
史

的
次
元
〉
で
の
読
解
の
提
言
を
行
い
、
作
品
発
表
当
時
の
日
本
が
中
国
大
陸
へ
侵
攻
し
て
い
る
事
態
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
「
紫
大
納
言
」
を
再
解
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釈
し
て
い
る
。

（
6
） 

詳
細
は
拙
稿
「
再
生
の
季
節
│
│
太
宰
治
「
富
嶽
百
景
」
に
お
け
る
表
現
主
体
の
再
生
」（『
日
本
近
代
文
学
』
二
〇
一
一
・
五
）
参
照
。

（
7
） 

亀
井
勝
一
郎
「
解
説
」（
石
川
達
三
『
結
婚
の
生
態
』
一
九
五
〇
・
一
一
、
新
潮
文
庫
）。

（
8
） 
坂
口
安
吾
「
長
篇
小
説
時
評
（
二
）
結
婚
の
生
態
」（『
北
海
タ
イ
ム
ス
』
一
九
三
九
・
三
・
二
一
夕
）。

（
9
） 
武
田
麟
太
郎
「
知
識
層
の
変
貌
│
│
大
乗
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（『
改
造
』
一
九
三
八
・
七
）。

（
10
） 

片
岡
良
一
の
文
章
「
現
代
文
学
の
貧
困
と
そ
の
由
来
」（『
中
央
公
論
』
一
九
三
八
・
一
〇
）。

（
11
） 

窪
川
鶴
次
郎
「
文
芸
時
評
（
３
）　
徳
永
の
佳
篇
」（『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
三
八
・
一
〇
・
二
）。

（
12
） 

川
端
康
成
「
文
芸
時
評
（
4
）　
転
向
作
家
の
歩
み
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
八
・
一
〇
・
三
）。

（
13
） 

古
谷
綱
武
「
愛
情
派
の
作
品
　
十
月
号
の
文
芸
時
評
（
三
）」（『
信
濃
毎
日
新
聞
』
一
九
三
八
・
一
〇
・
一
）。

（
14
） 

森
山
啓
「
文
芸
時
評
」（『
新
潮
』
一
九
三
七
・
七
）。

（
15
） 

森
山
啓
「
文
学
上
の
「
健
康
性
」
│
│
文
芸
時
評
」（『
文
学
界
』
一
九
三
八
・
一
一
）。

（
16
） 

『
結
婚
の
生
態
』
の
「
自
序
」
で
は
、「
私
は
い
ま
、
正
し
い
良
心
と
誤
り
な
い
反
省
と
を
以
て
こ
の
記
録
を
書
か
う
と
思
ふ
。
自
分
を
美
化
す
る

こ
と
な
く
、
欠
陥
を
掩
ひ
か
く
す
こ
と
な
し
に
、
或
る
大
切
な
生
涯
の
一
時
期
を
最
も
正
確
に
記
録
し
て
お
き
た
い
と
思
ふ
」
と
「
記
録
」
性
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。
実
は
「
記
録
」
性
は
同
時
期
の
戦
争
小
説
で
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
火
野
葦
平
「
麦
と
兵
隊
」（『
改
造
』
一
九
三
八
・
八
）
に
も
か

か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
ま
た
『
結
婚
の
生
態
』
で
は
、
主
人
公
が
従
軍
す
る
際
に
家
族
へ
の
愛
情
も
せ
り
あ
が
っ
て
く
る
場
面
が
あ
り
、
こ
の
作
品

に
お
け
る
戦
争
の
影
響
は
大
き
い
。

（
17
）　
森
山
啓
「
長
篇
小
説
評
4
　
産
業
小
説
の
将
来
」（『
都
新
聞
』
一
九
三
八
・
九
・
二
二
）。

（
18
）　
樽
尾
好
「
文
芸
時
評
」（『
槐
』
一
九
三
八
・
一
二
）。

（
19
）　
奥
野
健
男
「「
吹
雪
物
語
」
と
放
浪
時
代
│
│
戦
争
期
」（
奥
野
健
男
『
坂
口
安
吾
』
一
九
七
二
・
九
、
文
藝
春
秋
）
一
三
六
頁
。

（
20
）　
嶋
田
彩
司
「
安
吾
追
走
1
│
│
「
紫
大
納
言
」
ま
で
」（『
明
治
学
院
論
叢
　
総
合
科
学
研
究
』
一
九
九
九
・
一
）。

（
21
）　
三
品
理
絵
「「
紫
大
納
言
」
│
│
悪
戦
苦
闘
と
し
て
の
文
学
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
六
・
一
一
）。
な
お
、
改
稿
の
問
題
を
扱
っ
た
代
表
的
な

論
に
浅
子
逸
男
「「
紫
大
納
言
」
論
」（『
坂
口
安
吾
私
論
』
一
九
八
五
・
五
、
有
精
堂
）
が
あ
る
。

（
22
）　
関
井
光
男
「
坂
口
安
吾
『
紫
大
納
言
』
│
│
あ
る
い
は
古
典
文
学
の
転
義
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
九
二
・
一
〇
）。
な
お
、
関
井
は
こ
こ
で
本
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作
品
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
『
近
江
県
物
語
』（
帝
国
文
庫
『
珍
本
全
集
』
前
篇
、
一
九
二
八
・
一
二
、
博
文
館
）
の
存
在
を
挙
げ
て
い
る
。

（
23
）　
浅
子
逸
男
「「
紫
大
納
言
」
論
」（
前
出
）
や
和
田
博
文
「
坂
口
安
吾
「
紫
大
納
言
」
と
説
話
文
学
」（『
鈴
木
弘
道
教
授
退
任
記
念
・
国
文
学
論

集
』
一
九
八
五
・
三
、
和
泉
書
院
）
は
、「
紫
大
納
言
」
と
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
や
「
今
昔
物
語
」
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
24
）　
な
お
、
新
潮
評
論
「
歴
史
文
学
に
つ
い
て
」（『
新
潮
』
一
九
三
九
・
六
）
は
、
谷
崎
源
氏
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
谷
崎
源
氏
が
「
現

在
、
非
常
な
人
気
を
え
て
ゐ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）　
嶋
中
雄
作
「
源
氏
物
語
の
刊
行
に
方
つ
て
」（『
中
央
公
論
』
一
九
三
九
・
一
）。

（
26
）　
山
田
孝
雄
「
谷
崎
氏
と
源
氏
物
語
│
│
校
閲
者
の
こ
と
ば
」（『
中
央
公
論
』
一
九
三
九
・
一
）。

（
27
） 

谷
崎
潤
一
郎
「
源
氏
物
語
序
」（『
中
央
公
論
』
一
九
三
九
・
一
）。

（
28
）　
た
と
え
ば
藤
田
徳
太
郎
「
源
氏
物
語
の
価
値
」（『
文
芸
文
化
』
一
九
三
八
・
八
）
は
、「
源
氏
君
は
単
なマ
マ

遊
蕩
児
で
は
な
い
」
と
、「
源
氏
物
語
」

が
「
頽
廃
文
学
」
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
背
後
に
同
時
代
の
「
源
氏
物
語
」
非
難
が
読
み
取
れ
る
。

（
29
）　
池
田
勉
「
創
刊
の
辞
」（『
文
芸
文
化
』
一
九
三
八
・
七
）。

（
30
）　
谷
崎
源
氏
を
含
め
た
近
代
の
な
か
で
の
「
源
氏
物
語
」
再
検
討
に
つ
い
て
は
千
葉
俊
二
編
『
近
代
文
学
に
お
け
る
源
氏
物
語
』（『
講
座
源
氏
物
語

研
究
』
第
六
巻
、
二
〇
〇
七
・
八
、
お
う
ふ
う
）
所
収
の
諸
論
考
な
ど
が
近
年
の
成
果
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

＊
　
坂
口
安
吾
の
引
用
文
は
筑
摩
書
房
版
『
坂
口
安
吾
全
集
』（
一
九
九
八
〜
二
〇
〇
〇
年
）
に
拠
っ
た
。
引
用
箇
所
す
べ
て
の
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改

め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
ま
た
引
用
文
中
の
傍
線
は
引
用
者
自
身
に
よ
る
。

付
記
　
本
稿
は
坂
口
安
吾
研
究
会
（
第
23
回
研
究
集
会
、
二
〇
一
一
年
九
月
二
四
日
、
於
・
早
稲
田
大
学
戸
山
キ
ャ
ン
パ
ス
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
ご
教
示
・
ご
質
問
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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The Range of Grotesque Love:
A Study of Sakaguchi Ango’s “Murasaki Dainagon”

WAKAMATSU Shinya

 This paper discusses about Sakaguchi Ango’s “Murasaki Dainagon” an
nounced in February 1939 under the wartime.
 The stage of this novel is the world of classical Japanese literature, and it is a 
tale in which a hero, who is a playboy, finds a true love for the first time. 
 The time when the “Murasaki Dainagon” was announced is the time that a 
healthy romance and classical Japanese literatures were desired. However, the 
“Murasaki Dainagon” describes the love not only with the purity but also with the 
grotesqueness. Therefore, you can see the criticism to the health and grace desired 
for the novels of the same period.


