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は
じ
め
に

大
正
七
年
に
書
か
れ
た
『
地
獄
変
』
は
芥
川
龍
之
介
の
文
学
に
お
い
て
重
要
な
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
謎
ば
か
り
の
推
理
事
件
の

よ
う
な
『
地
獄
変
』
は
昭
和
時
代
か
ら
一
九
九
〇
年
ま
で
主
に
、
芸
術
至
上
主
義
的
な
作
品
と
位
置
づ
け
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
九
十
年
代

か
ら
『
地
獄
変
』
の
中
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
自
己
と
い
う
も
の
を
視
野
に
取
り
入
れ
て
論
じ
始
め
ら
れ
た
が
、「
個
」
を
主
張
し
て
い
る

良
秀
を
も
う
一
歩
分
析
す
る
と
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
良
秀
が
現
わ
れ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
本
研
究
は
良
秀
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
抉
り
出
す
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

一
、
研
究
史
に
つ
い
て

『
地
獄
変
』
は
（『
大
阪
毎
日
新
聞
』
大
正
七
年･

五･

一
〜
二
十
二
）
芥
川
龍
之
介
が
大
阪
毎
日
新
聞
と
の
社
友
契
約
後
最
初
に
発
表
し

た
新
聞
小
説
で
あ
る
。

良
秀
の
娘
が
焚
死
さ
れ
る
こ
と
と
自
殺
と
を
ど
の
よ
う
に
読
み
解
く
か
が
研
究
史
に
お
け
る
一
貫
し
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
多
く
の
多
彩
な

論
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
論
点
は
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
娘
を
焚
死
さ
せ
て
芸
術
作
品
を
完
成
す
る
こ
と
で
良
心
の
呵
責
か
ら
自
殺
し
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て
し
ま
う
こ
と
と
、
芸
術
で
権
力
と
闘
い
芸
術
上
の
自
己
を
実
現
す
る
こ
と
と
の
二
極
で
あ
る
。

肯
定
論
：
自
己
を
実
現
す
る
た
め
、
権
力
者
の
大
殿
と
闘
う
（
三
好
行
雄
、
笹
淵
友
一
、
石
割
透
な
ど
）

否
定
論
：
芸
術
作
品
を
完
成
す
る
た
め
、
娘
を
焚
死
さ
せ
て
し
ま
っ
た
が
結
局
、
良
心
の
呵
責
か
ら
自
殺
し
た
（
宮
本
顕
治
、
吉
田
精
一
、

勝
倉
壽
一
な
ど
）

ま
ず
「
肯
定
」
の
論
の
三
好
行
雄
、
笹
淵
友
一
、
石
割
透
の
説
を
あ
げ
る
。
三
好
行
雄
の
説
１「
芸
術
が
芸
術
の
た
め
に
あ
る
の
か
、
あ
る

い
は
人
生
の
た
め
に
あ
る
の
か
と
い
う
も
っ
と
素
朴
な
か
た
ち
の
対
立
に
ま
で
転
化
で
き
る
。
実
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
脈
絡
を
残
滓
と
し
て
葬

る
勇
気
、
あ
る
い
は
絶
望
的
な
勇
気
と
、
芸
術
の
中
に
し
か
芸
術
家
の
人
生
は
な
い
と
す
る
信
条
、
あ
る
い
は
夢
想
と
に
は
さ
ま
れ
た
地
点

で
芥
川
龍
之
介
の
芸
術
至
上
主
義
は
ひ
と
つ
の
主
張
を
編
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
こ
を
光
源
と
し
て
照
り
返
す
と
き
、
作
家
の
生
身
が
耐
え
る

実
生
活
の
す
べ
て
は
人
生
の
残
滓
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
、
芥
川
龍
之
介
の
「
芸
術
」
は
芥
川
龍
之
介
の
「
人
生
」
の
代
償
で

あ
っ
た
。」

笹
淵
友
一
の
説

２「
娘
へ
の
愛
と
美
に
対
す
る
異
常
な
関
心
と
が
分
裂
し
葛
藤
し
て
い
る
。（
中
略
）
火
焔
が
火
柱
と
な
っ
て
、
燃
え
上
が

る
と
彼
の
関
心
は
完
全
に
火
焔
の
美
に
奪
わ
れ
、
人
間
性
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
。（
中
略
）『
地
獄
変
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
芸
術
至

上
主
義
的
陶
酔
で
あ
る
。
御
所
で
最
後
に
到
達
し
た
美
的
荘
厳
境
と
女
房
苦
悶
の
図
と
は
明
ら
か
に
不
連
続
の
連
続
で
あ
る
。
芸
術
至
上
主

義
の
非
人
間
性
と
い
う
観
念
の
抽
象
化
。『
地
獄
変
』
は
芸
術
至
上
主
義
的
理
念
の
構
想
化
を
求
め
た
野
心
作
と
し
て
旺
盛
な
意
欲
に
支
え

ら
れ
て
い
た
。」

石
割
透
の
説

３「
世
界
の
価
値
観
と
対
立
す
る
「
芸
術
家
」
と
し
て
自
ら
を
規
定
し
、
そ
う
し
た
対
立
を
梃
子
と
し
て
、
芸
術
家
と
し
て
の

自
己
の
基
盤
を
現
実
の
中
で
安
定
さ
せ
た
い
と
願
う
芥
川
。
良
秀
の
芸
術
家
と
し
て
の
宿
命
は
そ
の
実
生
活
を
自
ら
悲
惨
な
色
彩
に
染
め
あ

げ
、
自
ら
の
生
を
危
機
的
な
状
況
の
中
に
突
き
落
と
す
こ
と
に
引
き
替
え
に
自
ら
の
芸
術
作
品
を
純
粋
な
も
の
に
し
た
。（
中
略
）「
地
獄

変
」
の
屏
風
は
こ
う
し
た
狂
気
の
時
代
の
本
質
を
見
通
し
た
。
良
秀
の
想
が
捉
え
た
世
界
図
で
あ
り
、
そ
う
し
た
時
代
の
中
で
こ
そ
、
良
秀

の
芸
術
家
と
し
て
の
魔
性
も
開
花
し
た
。」
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肯
定
説
の
「
権
力
と
芸
術
」
の
衝
突
は
確
か
で
あ
る
が
、
芸
術
家
が
芸
術
を
創
造
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
必
ず
個
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。

絵
師
良
秀
が
な
ぜ
世
間
に
お
い
て
そ
ん
な
に
い
や
が
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
彼
の
絵
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
絵
の
た
め
、
自
分

の
表
現
の
た
め
、
世
俗
倫
理
、
習
慣
に
と
ら
わ
れ
ず
、
絵
を
次
々
と
描
い
た
。
絵
は
当
然
絵
師
の
意
志
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と

で
、
絵
と
は
絵
師
の
言
語
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
三
人
は
良
秀
の
芸
術
至
上
主
義
を
賛
美
し
て
い
る
。
三
好
氏
は
芥
川
龍
之
介
の
実
生
活
の
す
べ
て
は
人
生
の
残
滓
に
す
ぎ
ぬ
、
芥

川
龍
之
介
の
芸
術
は
彼
の
人
生
の
代
償
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。『
地
獄
変
』
の
良
秀
は
完
全
に
そ
れ
に
当
て
は
め
ら
れ
る
の
か
、
と
に

か
く
、
疑
問
が
残
る
。
良
秀
は
何
も
考
え
ず
に
芸
術
に
没
頭
す
る
け
れ
ど
、
芸
術
至
上
主
義
と
い
え
る
の
か
。
至
上
主
義
な
ら
、
な
ぜ
絵
を

描
き
続
け
な
い
の
か
。
芥
川
は
確
か
に
芸
術
を
め
ざ
し
て
作
品
創
作
に
精
進
し
て
い
た
が
、
良
秀
に
「
芸
術
至
上
主
義
」
と
い
う
栄
冠
を
簡

単
に
か
ぶ
せ
る
の
が
、
適
当
と
は
思
わ
な
い
。

笹
淵
氏
の
「
芸
術
至
上
主
義
の
人
間
性
と
い
う
観
念
の
抽
象
化
」
と
石
割
氏
の
「
良
秀
の
芸
術
家
と
し
て
の
魔
性
も
開
花
し
た
」
と
三
好

氏
の
論
と
は
、
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

『
地
獄
変
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
、
良
秀
は
仏
の
よ
う
に
転
変
し
た
。
娘
を
犠
牲
に
し
て
絵
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
か
ら
芸
術
至

上
主
義
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
の
良
秀
の
心
理
は
各
論
評
の
な
か
で
分
析
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
も
し
そ
の
心
理
を
細

か
く
分
析
し
た
な
ら
ば
良
秀
が
芸
術
至
上
主
義
者
で
は
な
い
と
論
じ
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
「
否
定
」
の
論
で
あ
る
宮
本
顕
治
、
吉
田
精
一
、
勝
倉
壽
一
を
あ
げ
る
。

宮
本
顕
治
の
説

４「
芸
術
家
の
狂
気
に
近
い
魂
が
切
実
に
描
か
れ
て
い
る
作
と
し
て
、
最
も
壮
烈
な
色
彩
に
と
ん
で
い
る
。
芸
術
へ
の
精
進

の
前
に
は
い
か
な
る
野
蛮
な
精
進
を
も
投
げ
出
す
こ
と
を
厭
は
な
い
芸
術
家
の
勝
利 

― 

不
幸
な
勝
利
が
あ
る
。（
中
略
）
道
徳
的
な
芥
川

は
「
縊
死
の
結
末
を
与
え
た
」
と
論
じ
た
。」

吉
田
精
一
の
説
５「
地
獄
変
の
屏
風
は
見
る
も
の
を
し
て
炎
熱
地
獄
の
大
苦
難
を
如
実
に
感
ぜ
し
め
て
も
、
良
秀
の
墓
は
風
雨
に
さ
ら
さ

れ
、
そ
の
存
在
も
確
か
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
芸
術
に
於
け
る
成
功
は
、
現
世
的
な
敗
北
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。」

（257）
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二
八

勝
倉
壽
一
の
説
６「
悪
魔
に
魅
入
ら
れ
て
人
間
性
を
喪
失
し
た
芸
術
家
の
哀
れ
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」

否
定
説
は
芸
術
家
が
ど
ん
な
に
自
己
を
主
張
し
て
も
結
局
、
倫
理
、
道
徳
感
に
反
し
た
も
の
は
破
滅
に
至
る
し
か
な
い
。
芥
川
は
や
は
り

「
芸
術
至
上
主
義
」
を
否
定
す
る
と
い
う
観
点
を
と
っ
て
い
る
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
本
当
に
倫
理
や
道
徳
感
を
持
ち
、
良
心
の

呵
責
に
せ
め
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
ま
ず
横
道
者
に
な
る
は
ず
が
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
良
秀
は
世
間
の
倫
理
、
道
徳
感
を
持

つ
は
ず
が
な
い
。
持
っ
て
い
た
ら
噂
の
元
に
な
る
「
嫌
ら
し
い
」
絵
師
に
な
る
わ
け
が
な
い
。
も
し
良
秀
が
本
当
に
道
徳
感
、
倫
理
を
持
っ

て
い
た
ら
、
な
ぜ
「
女
﨟
を
焚
死
し
な
い
と
絵
を
描
け
な
い
」
と
大
殿
に
申
し
出
た
の
か
。
な
ぜ
愛
娘
が
焚
死
さ
れ
る
の
を
み
て
、
ど
ん
な

苦
痛
に
も
耐
え
て
、
猿
の
よ
う
に
火
中
に
飛
び
込
ま
な
か
っ
た
の
か
。
も
し
本
当
に
良
心
に
呵
責
さ
れ
て
い
っ
た
ら
そ
の
場
で
絵
を
捨
て
て

娘
と
と
も
に
死
ぬ
は
ず
で
は
な
い
か
。
絵
を
完
成
し
て
か
ら
良
心
や
道
徳
の
こ
と
を
感
じ
て
自
殺
す
る
わ
け
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
良
秀
の

目
的
は
や
は
り
絵
を
完
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
地
獄
屏
風
絵
を
完
成
し
た
ら
、
本
朝
第
一
の
絵
師
の
名
を
与
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
絵
師

良
秀
は
や
は
り
そ
う
い
う
野
望
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
最
後
に
、
自
殺
す
る
の
は
愛
娘
に
会
い
に
い
く
こ
と
で
、
罪
意
識
か
ら
自

分
を
亡
ぼ
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
そ
の
両
説
の
ほ
か
、
海
老
井
英
次
の
説

７「
人
間
的
な
も
の
へ
の
郷
愁
と
同
じ
よ
う
な
愛
娘
へ
の
想
い
を
遺
棄
す
る
こ
と
な
し
に
、

山
頂
に
あ
る
「
芸
術
の
王
国
」
へ
は
至
り
得
な
い
わ
け
で
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
超
克
な
し
に
彼
の
芸
術
家
と
し
て
の
人

生
は
な
い
の
で
あ
る
。「
良
秀
」
が
代
行
さ
れ
、「
良
秀
」
娘
と
の
死
と
い
う
形
で
終
結
す
る
。（
中
略
）
良
秀
が
愛
娘
を
見
殺
し
に
し
た
の

は
人
間
性
を
放
棄
し
て
、
芸
術
家
と
し
て
の
生
に
の
み
そ
の
生
を
限
定
し
た
た
め
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
に
堕
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
、
人
間
性
の
外
囲
で
あ
る
円
環
に
関
与
す
る
美
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
領
域
へ
足
を
踏
み
入
れ
た
行
為
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。」

田
村
修
一
は
定
説
に
な
っ
て
い
る
「
芸
術
至
上
主
義
」
へ
疑
問
を
革
命
的
に
出
さ
れ
て
い
た

８「
私
は
ま
ず
そ
の
こ
と
（
芸
術
至
上
主
義
）

か
ら
疑
っ
て
か
か
る
こ
と
を
「
前
提
」
と
し
、
検
証
し
て
み
た
い
。（
中
略
）
父
の
罪
を
背
負
っ
た
無
辜
の
娘
の
死
は
、
良
秀
に
と
っ
て
自

ら
の
芸
術
の
為
な
ら
人
間
一
人
犠
牲
に
し
て
も
よ
い
と
い
う
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
芸
術
観
を
乗
り
越
え
る
契
機
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

（256）



『地獄変』論 ― 芸術的法悦境 ―

二
九

（
中
略
）
猿
の
良
秀
の
殉
死
は
娘
の
奪
還
と
親
子
の
心
中
を
意
味
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
自
ら
の
生
命
と
か
肉
親
へ
の
愛
（
生
身
の
人

間
へ
の
）
と
い
っ
た
我
執
・
煩
悩
を
解
脱
す
る
契
機
と
も
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
良
秀
の
恍
惚
の
中
身
は
た
と
え
ば
三
好
行
雄
氏
が
い
う
よ
う

な
「
芸
術
家
と
し
て
の
栄
光
」
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
を
は
る
か
に
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
も
っ
と
宗
教
的
な
色
彩
を
持
つ
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。」

私
も
『
地
獄
変
』
論
の
定
説
「
芸
術
至
上
主
義
」
を
疑
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
海
老
井
英
次
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
賛
成
す
る
。
そ
の
上
で
田
村
修
一
が
指
摘
さ
れ
た
良
秀
の
「
恍
惚
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
論
じ
、
そ
の
疑
問
を
解
決
し
て

い
き
た
い
。

二
、
語
り
手
に
つ
い
て

二
十
年
来
、
大
殿
に
仕
え
て
い
る
〈
語
り
手
〉
が
こ
の
『
地
獄
変
』
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
〈
語
り
手
〉
は
大
殿
の
身
近
な
人
と
事
件
を

見
て
き
た
現
場
の
人
と
い
う
二
つ
特
徴
が
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
〈
語
り
手
〉
が
語
っ
た
も
の
は
何
を
お
い
て
も
信
じ
る
に
値
す
る
と
い
う
仮

象
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
が
。
作
者
が
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
読
者
の
前
に
設
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

大
正
七
年
六
月
十
八
日
の
小
島
政
二
郎
宛
端
書
に
次
の
よ
う
に
あ
る

二
つ
の
説
明
が
互
に
絡
み
合
っ
て
い
て
そ
れ
が
表
と
裏
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
一
つ
は
日
向
の
説
明
で
（
中
略
）
も
う
一
つ
は

陰
の
説
明
で
そ
れ
は
大
殿
と
良
秀
の
娘
と
の
間
の
関
係
を
恋
愛
で
は
な
い
と
否
定
し
て
い
く
（
そ
の
実
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
く
）９

〈
語
り
手
〉
を
設
定
す
る
こ
と
は
〈
日
向
〉
と
〈
陰
〉
の
二
様
の
説
明
をactuate

さ
せ
る
こ
と
と
い
う
小
説
の
進
行
方
法
で
あ
る
。「
日

向
の
説
明
」
と
い
う
の
は
目
撃
し
た
事
実
の
描
写
で
あ
る
。「
陰
の
説
明
」
と
は
従
者
で
あ
る
侍
の
大
殿
へ
の
無
条
件
的
盲
従
を
利
用
し
、

彼
の
心
像
を
濾
過
し
て
事
態
を
描
く
人
物
心
理
の
推
測
で
あ
る
。
明
ら
か
に
知
ら
な
い
こ
と
や
都
合
の
悪
い
事
を
隠
し
、
意
図
的
に
物
語
を
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三
〇

作
り
上
げ
て
い
く
。

芥
川
が
中
谷
丁
蔵
の
批
評
に
答
え
た
書
簡
に
「
あ
の
ナ
レ
エ
シ
ョ
ン
」
は
「
日
向
の
説
明
」
と
「
陰
の
説
明
」
が
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
語
り
の
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

〈
語
り
手
〉
が
語
っ
た
も
の
の
裏
或
い
は
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
を
考
え
る
。
語
り
手
は
大
殿
に
偏
り
、
先
入
観
を
持
ち
な
が
ら　

屏
風
絵

の
昔
話
を
紹
介
す
る
形
で
語
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、〈
語
り
手
〉
が
語
ら
れ
た
も
の
の
中
で
ど
の
く
ら
い
が
事
実
な
の
か
ど
の
く
ら
い
が
臆

測
な
の
か
。
ま
ず
、
そ
の
疑
問
を
読
者
は
頭
に
入
れ
て
お
い
た
方
が
い
い
と
思
う
。

な
ぜ
こ
ん
な
〈
語
り
手
〉
を
設
定
し
た
の
か
。
何
十
年
前
に
発
生
し
た
物
語
な
の
で
、〈
語
り
手
〉
が
不
明
な
と
こ
ろ
を
恣
意
的
に
推
測

し
、
大
殿
へ
敬
意
を
持
つ
語
り
手
が
語
っ
た
も
の
を
読
者
が
意
識
的
に
考
え
直
す
。
つ
ま
り
、
多
層
な
意
味
が
読
者
に
よ
り
出
て
く
る
こ
と

を
狙
っ
た
構
造
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
語
り
手
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
を
ま
る
ご
と
呑
み
込
ん
で
い
た
ら
、
語
り
手
が
作
っ
た
物
語
の
世
界

に
滑
り
込
ん
で
し
ま
う
。
語
り
手
の
目
的
を
見
抜
く
と
す
れ
ば
、
紹
介
さ
れ
た
物
語
を
冷
静
に
考
え
直
し
て
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
工
夫
し
な
い
と
真
の
良
秀
像
を
捉
え
ら
れ
な
い
と
思
う
。

三
、
図
取
り
に
つ
い
て

物
語
は
「
上
臈
焚
死
」
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
。
良
秀
は
な
ぜ
こ
の
図
取
り
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
ま
ず
考
え

た
い
。

『
地
獄
変
』
の
典
拠
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
三
「
絵
師
良
秀
の
家
の
焼
く
る
を
見
て
悦
ぶ
事
」『
十
訓
抄
』
巻
六
「
良
秀
の
よ
じ
り
不
動
」、

『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
一
「
弘
高
の
地
獄
変
の
屏
風
を
書
け
る
次
第
」
に
よ
る
「
上
臈
焚
死
」
一
幕
は
作
者
の
創
造
で
あ
る
の
が
わ
か
っ
て

い
る

10
。

芥
川
の
テ
キ
ス
ト
に
は
「
炎
上
地
獄
の
責
苦
を
偲
ば
せ
な
い
も
の
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
炎
上
地
獄
」
と
は
焦

熱
地
獄
で
あ
る
。
地
獄
に
あ
る
八
熱
地
獄
の
第
六
、
殺
、
盗
、
邪
淫
、
飲
酒
、
妄
語
の
罪
を
作
っ
た
も
の
が
堕
ち
る
と
い
う
。
良
秀
は
屏
風
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三
一

絵
を
描
く
前
、「
炎
上
地
獄
」
を
構
想
し
て
い
た
。
が
、
上
臈
を
焼
き
殺
す
の
は
良
秀
の
独
創
で
あ
る
。
上
臈
を
こ
の
五
種
の
罪
に
あ
て
は

め
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
故
、「
上
臈
焚
死
」
図
は
良
秀
が
特
別
の
目
的
を
持
っ
て
書
い
た
は
ず
だ
。

（
ⅰ
）
戦
い
の
い
け
に
え

「
上
臈
焚
死
」
を
大
殿
に
申
し
出
る
前
に
良
秀
が
泣
い
た
。「
誰
が
焚
死
さ
れ
る
の
か
」
を
良
秀
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
大
殿
は
〈
本
朝
第
一
〉
と
自
称
し
て
い
る
高
慢
な
自
分
を
罰
し
て
、
そ
の
権
威
を
堕
さ
せ
る
。
娘
の
返
還
を
断
念
さ
せ
よ
う
と
す

る
の
が
み
え
る
。
且
つ
、
地
獄
変
屏
風
絵
は
描
け
な
い
と
確
信
し
た
上
で
良
秀
に
命
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
絵
に
集
中

さ
せ
る
こ
と
で
娘
を
取
り
戻
す
こ
と
を
一
時
的
に
忘
れ
さ
せ
る
。
大
殿
が
「
も
は
や
あ
ら
ま
し
出
来
上
が
っ
た
の
も
同
然
で
ご
ざ
い
ま
す

る
」
と
聞
い
た
時
「
何
故
か
妙
に
力
の
無
い
、
張
合
の
抜
け
た
所
が
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
い
う
感
慨
を
漏
ら
し
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
だ
ろ

う
。
同
時
に
、
良
秀
も
も
ち
ろ
ん
自
分
を
罰
し
よ
う
と
す
る
大
殿
の
意
図
を
明
瞭
に
察
知
し
て
い
る
。

な
に
、
己
に
来
い
と
云
ふ
の
だ
な
。 
― 
ど
こ
へ 

― 

ど
こ
へ
来
い
と
？
奈
落
へ
来
い
。
炎
熱
地
獄
へ
来
い
。 

― 

誰
だ
。
さ
う
云
ふ

貴
様
は
。 

― 

貴
様
は
誰
だ
ー
ー
誰
だ
と
思
っ
た
ら
。」「
誰
だ
と
思
つ
た
ら 

― 

う
ん
、貴
様
だ
な
。
己
も
貴
様
だ
ら
う
と
思
つ
て
い
た
。

な
に
、
迎
え
に
来
た
と
？
だ
か
ら
来
い
。
奈
落
へ
来
い
。
奈
落
に
は
ー
ー
奈
落
に
は
己
の
娘
が
待
つ
て
い
る
11
。

と
い
う
良
秀
の
譫
言
は
自
分
と
娘
の
運
命
を
予
感
す
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
地
獄
絵
屏
風
は
大
殿
と
良
秀
と
の
対
立
の
シ
ン

ボ
ル
で
あ
る
。
絵
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
、
大
殿
に
勝
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。〈
本
朝
第
一
〉
の
絵
師
良
秀
に
は
何
と
し
て
も

屏
風
を
完
成
さ
せ
大
殿
に
見
せ
よ
う
と
い
う
決
意
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
は
芸
術
家
と
権
力
者
と
の
必
死
な
拮
抗
で
も
あ
る
。
い
わ
ば
、
理

想
と
現
実
と
の
衝
突
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
恋
の
恨
み
と
も
読
め
る
。
娘
が
段
々
欝
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
あ
の
夜
の
襲

う
事
件
ま
で
、
大
殿
が
娘
に
対
す
る
日
頃
の
優
し
さ
を
切
っ
て
逆
ら
わ
れ
る
か
ら
き
た
恨
み
だ
け
に
す
る
こ
と
が
大
殿
の
腹
に
潜
ん
で
い
た
。

だ
か
ら
、
上
臈
を
申
し
出
た
ら
、
愛
娘
は
必
ず
焼
き
殺
さ
れ
る
と
確
信
し
て
い
る
。
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三
二

（
ⅱ
）
娘
へ
の
救
済

娘
を
死
な
せ
な
い
と
取
り
戻
せ
な
い
、
も
っ
と
も
大
切
な
生
き
方
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
娘
を
焼
き
殺
し
て
自
分
の
屏
風
絵
の
中
に
生
き
て

い
く
こ
と
に
す
る
。
死
は
も
う
一
つ
の
生
き
方
な
の
で
あ
る
。
自
ら
の
意
志
を
実
現
す
る
た
め
、
余
裕
が
な
い
現
世
に
お
い
て
生
の
形
を
変

え
る
こ
と
を
通
し
て
、
生
の
反
面
、
死
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
で
し
か
彼
の
思
い
は
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
人
間
の
生
の
形
は
我
々
の

日
常
の
日
々
で
あ
る
。
意
志
を
実
現
で
き
れ
ば
死
は
滅
亡
や
終
結
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
転
生
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
娘
を
死
な
せ

大
殿
か
ら
解
脱
さ
せ
新
し
い
命
を
授
け
て
生
の
反
面
、
死
と
い
う
道
に
入
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
択
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
死
は

も
う
一
つ
の
生
存
の
姿
で
あ
っ
て
、
良
秀
が
こ
れ
を
利
用
し
て
娘
を
再
生
さ
せ
る
つ
も
り
だ
。

四
、
良
秀
の
涙
に
つ
い
て

あ
の
強
情
な
老
爺
が
何
故
か
妙
に
涙
脆
く
な
っ
て
、
人
の
い
な
い
所
で
は
時
々
独
り
で
泣
い
て
い
た
と
云
う
御
話
位
な
も
の
で
ご
ざ
い

ま
せ
う
。
…
涙
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
た
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
12

。

傲
慢
な
良
秀
が
子
供
の
よ
う
に
泣
く
こ
と
は
、
実
に
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

良
秀
が
屏
風
の
絵
を
描
い
て
い
る
う
ち
に
、
娘
が
何
故
か
だ
ん
だ
ん
気
鬱
に
な
っ
て
、
涙
を
湛
え
て
い
る
姿
が
み
ら
れ
る
。
事
件
が
こ
の

段
階
に
入
っ
て
漸
く
な
ぜ
良
秀
が
執
拗
に
大
殿
に
娘
を
戻
す
よ
う
求
め
て
い
る
の
か
が
わ
か
っ
た
。
や
は
り
、
娘
の
危
険
は
良
秀
の
予
想
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
。

吉
田
精
一
は
良
秀
の
涙
に
つ
い
て
、「
山
へ
登
る
（
芸
術
を
完
成
す
る
）
途
上
で
見
お
ろ
す
下
界
（
捨
て
ね
ば
な
ら
ぬ
人
間
性
）
に
対
す

る
愛
惜
の
情
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。」13
と
説
明
し
た
。

良
秀
と
娘
は
隔
離
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、〈
良
秀
〉
と
い
う
小
猿
は
昼
も
夜
も
娘
と
仲
良
く
く
っ
付
い
て
い
る
。
小
猿
の
存
在
は
良
秀
親

子
の
情
愛
を
暗
示
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
物
語
の
語
ら
れ
る
順
序
は
顛
倒
さ
れ
て
い
る
が
、
良
秀
が
涙
を
流
す
と
き
娘
も
と
も
に
欝
に
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三
三

な
っ
て
き
て
い
る
。
良
秀
の
涙
は
、

（
一
）、
娘
へ
の
心
配
で
あ
る
。
娘
は
大
殿
の
邸
に
監
禁
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
良
秀
猿
の
存
在
に
よ
り
、
良
秀
と
娘
が
心
で
繋
が
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
殿
の
邸
に
監
禁
さ
れ
て
い
る
娘
の
安
危
は
父
の
良
秀
の
悩
み
の
種
に
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。

（
二
）、
娘
を
救
う
た
め
に
は
、
大
殿
か
ら
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
焚
死
さ
せ
る
し
か
な
い
。
大
殿
の
屏
風
絵
の
申
し
つ
け
る
目
的
は
良
秀

に
は
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
大
殿
は
良
秀
が
地
獄
変
相
図
を
描
け
な
い
と
い
う
確
信
を
持
っ
て
、
注
文
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

大
殿
は
良
秀
の
敗
退
を
望
ん
で
い
た
。
良
秀
の
愛
娘
へ
の
情
愛
は
万
人
周
知
の
こ
と
の
は
ず
で
あ
る
。
特
に
、
大
殿
は
良
秀
が
執
念
深
く
娘

を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
娘
へ
の
情
愛
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
断
念
さ
せ
る
た
め
大
殿
は
良
秀
が
描

け
な
い
地
獄
変
相
図
を
注
文
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
大
殿
の
心
理
を
理
解
す
れ
ば
こ
そ
娘
を
救
う
に
は
、
焚
死
さ
せ
な
い
と
取
り
戻
せ

な
い
と
い
う
意
識
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
良
秀
は
焚
死
と
い
う
こ
と
に
躊
躇
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
娘
の
命

を
奪
う
か
ど
う
か
、
或
は
、
こ
の
ま
ま
大
殿
の
邸
で
苦
し
め
ら
れ
続
け
て
い
く
の
か
、
そ
れ
と
も
、
自
分
の
屏
風
絵
の
中
で
生
か
し
て
い
く

の
か
そ
れ
が
高
慢
の
良
秀
の
悩
み
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）、
ま
た
、
も
う
一
つ
、
も
し
娘
を
犠
牲
に
し
て
屏
風
絵
の
モ
デ
ル
に
し
た
ら
、
屏
風
絵
の
完
成
も
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
点
も
本
朝
第
一
の
絵
師
の
良
秀
は
密
か
に
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
娘
が
絶
世
の
屏
風
絵
に
ど
の
く
ら
い
役
立
つ
の
か
、
良
秀

は
誰
よ
り
も
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
ん
な
複
雑
な
心
理
状
態
の
良
秀
が
涙
を
流
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
現
在
、
親
子
の
生
き
る
場
は
ま
さ
に
「
地
獄
」
で
あ
る
。
涙
は
良
秀
の
「
人
間
性
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
同
時
に
、
語
り
手
の
臆

測
し
た
良
秀
像
の
否
定
で
も
あ
る
。

芥
川
文
学
は
小
道
具
を
用
い
て
主
人
公
の
心
理
な
ど
を
説
明
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
特
徴
で
さ
ら
に
巧
妙
に
表
現
し
、
人
物
や

物
語
の
説
明
が
生
々
し
く
読
者
の
前
に
現
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
良
秀
の
涙
も
も
ち
ろ
ん
良
秀
の
悩
み
を
語
っ
て
い
た
。
良
秀
も
娘
を
焚
く

か
ど
う
か
と
い
う
二
者
選
択
に
躊
躇
っ
て
い
る
。
即
ち
、
芥
川
が
主
人
公
の
悩
み
を
語
る
と
き
小
道
具
を
利
用
す
る
の
が
彼
の
一
貫
し
た
表
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現
手
法
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
涙
を
通
し
て
、
良
秀
の
悩
み
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
そ
の
本
質
も
読
み
取
れ
る
。

愛
娘
を
焚
死
さ
せ
る
目
的
は
娘
へ
の
救
済
と
屏
風
絵
を
完
成
す
る
こ
と
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
涙
を
流
し
た
。
も
し
そ
れ
が
道
徳

感
の
駆
使
な
ら
ば
、
な
ぜ
止
め
な
か
っ
た
の
か
。
娘
を
救
う
た
め
と
し
て
も
娘
を
「
焚
死
」
さ
せ
る
こ
と
は
、
や
は
り
良
心
の
呵
責
に
さ
い

な
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ら
ば
、
そ
の
ま
ま
大
殿
の
所
で
生
き
さ
せ
た
ほ
う
が
い
い
。
で
も
、
や
は
り
彼
は
止
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
強
欲
恥
知
ら
ず
〉、〈
横
紙
破
り
〉、〈
高
慢
〉
な
ど
の
性
格
特
徴
は
語
り
手
の
恣
意
的
な
判
断
で
あ
る
。
前
言
の
よ
う
に
語
り
手
は
大
殿
に

仕
え
て
い
る
従
者
で
あ
る
か
ら
、
大
殿
に
無
条
件
に
服
従
し
て
い
る
は
ず
だ
。
だ
か
ら
、
語
り
手
が
語
っ
た
良
秀
の
画
道
に
お
け
る
高
慢
と

妄
執
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
良
秀
の
画
道
に
お
け
る
精
進
の
厳
し
さ
、
純
粋
で
異
端
的
な
芸
術
家
の
姿
と
し
て
現
れ
て
く
る
も
の
と
し
て

理
解
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、〈
強
欲
恥
知
ら
ず
〉、〈
横
紙
破
り
〉、〈
高
慢
〉
な
ど
は
語
り
手
の
俗
悪
な
目
か
ら
み
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
も
大
殿
と
良
秀
と
の
矛
盾
、
対
立
の
根
本
的
な
要
素
だ
と
思
う
。

つ
ま
り
涙
は
良
秀
の
感
傷
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
傲
慢
、
卑
し
い
、
人
面
獣
心
な
ど
と
世
間
に
悪
評
さ
れ
て
も
、
事
実
か
ど
う
か
簡
単

に
は
推
測
で
き
な
い
。
す
べ
て
は
噂
で
あ
る
。
人
面
獣
心
な
ど
の
噂
は
良
秀
の
芸
術
に
精
進
す
る
姿
勢
か
ら
き
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

世
間
の
習
慣
や
ル
ー
ル
を
守
ら
な
い
良
秀
に
敵
意
を
持
ち
な
が
ら
批
評
す
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
真
実
の
良
秀
を
紹
介
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

に
な
る
。
あ
る
い
は
全
く
客
観
的
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
当
然
、
こ
の
語
り
手
は
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
も
思
わ
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
、
語
り
手
が
語
っ
た
も
の
を
信
じ
た
ら
、
真
実
の
良
秀
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

傲
慢
な
絵
師
良
秀
は
絶
世
の
屏
風
絵
を
完
成
す
る
と
同
時
に
娘
を
取
り
戻
せ
る
こ
と
に
感
傷
し
て
い
る
。
総
合
的
に
見
れ
ば
、
悲
惨
な
運

命
の
父
娘
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
権
力
に
圧
迫
さ
れ
、
死
の
道
に
入
ら
ざ
る
を
え
な
い
運
命
に
従
順
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
顕
現
し

て
く
る
。
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五
、
良
秀
の
恍
惚
と
法
悦
に
つ
い
て

猿
が
出
場
す
る
ま
で
焚
焼
の
場
を
見
て
い
る
良
秀
に
つ
い
て

（
中
略
）
あ
の
男
は
、
火
が
燃
え
上
る
と
同
時
に
、
足
を
止
め
て
、
や
は
り
手
を
さ
し
伸
ば
し
た
儘
、
食
い
入
る
ば
か
り
の
眼
つ
き
を
し

て
、
車
を
つ
つ
む
焔
煙
を
吸
い
つ
け
ら
れ
た
や
う
に
眺
め
て
お
り
ま
し
た
が
、（
中
略
）　

引
き
歪
め
た
唇
の
あ
た
り
と
云
ひ
、
或
は
又

絶
え
ず
引
き
攣
つ
て
い
る
頬
の
肉
の
震
へ
と
云
ひ
、
良
秀
の
心
に
交
々
往
来
す
る
恐
れ
と
悲
し
み
と
驚
き
と
は
…
14

と
い
う
ふ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
に
、
良
秀
が
「
猿
が
燃
え
て
い
る
牛
車
の
中
に
飛
び
込
ん
で
、
娘
と
一
体
に
な
つ
た
」
と
い

う
瞬
間
的
な
場
面
を
見
な
が
ら
、
良
秀
は
恍
惚
、
法
悦
の
境
に
入
り
、
開
眼
の
仏
の
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
瞬
間
的
な
良
秀
の
変
化
は
何
を

意
味
し
て
い
る
の
か
、
周
り
の
観
客
は
そ
の
一
幕
を
見
な
が
ら
「
感
動
」
し
て
い
た
。
芸
術
家
の
良
秀
が
芸
術
の
た
め
に
愛
娘
を
犠
牲
に
す

る
こ
と
に
感
動
し
た
。
と
く
に
、
陰
謀
を
設
け
た
大
殿
が
神
の
よ
う
に
な
っ
た
良
秀
を
見
て
獣
の
よ
う
に
喘
ぎ
続
け
て
い
た
。
な
ぜ
大
殿
の

予
定
し
た
も
の
と
反
し
て
異
常
な
こ
と
が
起
き
た
の
か
。
そ
れ
は
、
人
間
の
倫
理
常
識
を
超
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
周
り
の
人
が
感
動
し
た

の
は
そ
の
瞬
間
の
良
秀
の
姿
で
あ
る
。
焚
死
さ
せ
ら
れ
て
い
る
娘
と
猿
と
の
心
中
を
見
て
い
る
良
秀
も
感
動
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

娘
の
猿
と
の
心
中
に
よ
る
、
良
秀
の
苦
痛
か
ら
開
眼
の
仏
の
よ
う
に
一
変
し
た
こ
と
は
絵
師
と
し
て
目
の
前
の
壮
絶
な
景
色
に
陶
酔
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
と
も
と
「
上
臈
焚
死
」
と
い
う
一
幕
を
作
っ
た
目
的
は
、
大
殿
と
い
う
現
実
地
獄
か
ら
娘
を
救
い
出
す
た
め
で
あ
っ
た
。
娘
へ
の
救
済

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
壮
烈
な
ま
で
に
凄
ま
じ
い
こ
と
で
あ
る
。
あ
の
猿
の
殉
死
の
一
瞬
が
ま
さ
に
『
地
獄
変
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ

る
。
あ
の
壮
絶
的
な
一
瞬
と
は
猿
が
火
の
中
で
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
娘
と
一
体
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
父
親
を
代
行
す
る
役
割
の
猿
が
娘

と
と
も
に
焼
き
殺
さ
れ
て
い
る
。
良
秀
に
と
っ
て
そ
れ
は
父
娘
が
再
び
一
体
と
な
る
、
芸
術
の
神
様
か
ら
賜
っ
た
最
高
の
機
会
で
あ
っ
た
の

だ
。
芸
術
の
中
で
は
彼
は
愛
娘
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
芸
術
の
峻
嶺
で
父
娘
の
新
生
を
新
た
に
獲
得
す
る
こ
と
が
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で
き
た
と
も
言
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
猿
が
娘
と
一
体
に
な
っ
た
一
幕
を
見
た
良
秀
の
恍
惚
、
法
悦
は
理
想
的
な
夢
境
、
即
ち
芸
術
の
栄
光

に
陶
酔
し
て
い
る
姿
と
解
さ
れ
よ
う
。

猿
は
父
親
の
良
秀
を
代
行
し
て
い
る
。
猿
と
娘
と
の
心
中
は
正
に
良
秀
と
娘
と
一
体
に
な
っ
た
す
が
た
で
あ
る
。
そ
の
一
瞬
に
は
二
つ
意

味
が
あ
る
。

①
、
父
と
娘
が
一
緒
に
死
ん
で
い
く
悲
壮
な
一
幕
を
演
じ
て
い
る
。

②
、
そ
の
一
幕
を
み
て
、
責
苦
に
呵
責
さ
れ
て
い
る
良
秀
は
慰
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
悲
壮
な
一
幕
を
見
て
父
の
痛
み
は
減
ら
さ
れ
た
。
悲
壮
の
心
中
の
一
幕
と
同
時
に
、
絵
師
と
し
て
の
良
秀
は
美
的
鑑
賞
の
最
高
峰
に

達
し
た
の
で
あ
る
。
猿
の
殉
死
は
良
秀
を
慰
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
実
は
そ
の
と
き
、
良
秀
の
芸
術
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
か
ら
発
し
た
超
人
間

的
な
も
の
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
朝
第
一
の
絵
師
は
絶
世
の
美
景
の
前
に
、
ど
う
し
て
も
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
衝
動
に

駆
ら
れ
た
の
だ
。
い
っ
た
い
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
絵
師
良
秀
に
と
っ
て
焚
死
の
景
色
は
ど
ん
な
美
景
に
う
つ
っ
た
の
か
。

い
つ
も
本
朝
第
一
の
絵
師
を
高
言
し
て
い
る
し
、
世
間
の
習
慣
や
慣
例
な
ど
も
馬
鹿
に
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
吉
祥
天
を
描
く
と
き
卑

し
い
傀
儡
の
顔
に
す
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
勿
体
無
い
真
似
を
し
て
い
た
。
横
道
者
の
良
秀
は
「
醜
い
も
の
は
美
し
い
」
と
も
唱
え
て
憚
ら
な

い
。良

秀
の
こ
の
発
言
か
ら
絵
師
と
し
て
の
彼
の
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
ー
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
醜
い
と
感
じ
た
の
は
人
間
の
一
般
的
な
社
会

の
価
値
観
で
あ
る
。
が
、
良
秀
は
普
通
の
人
間
と
違
っ
て
独
自
の
見
方
を
持
っ
て
い
る
。「
醜
い
も
の
は
」
な
ぜ
醜
い
と
思
わ
れ
る
の
か
。

そ
れ
は
一
般
的
な
社
会
的
価
値
観
に
過
ぎ
な
い
。
民
衆
が
客
観
的
に
事
物
を
見
る
眼
は
、
や
は
り
そ
の
社
会
価
値
の
善
悪
標
準
に
よ
っ
て

〈
善
〉、〈
悪
〉
が
判
断
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
民
衆
は
固
定
し
た
価
値
観
に
よ
っ
て
束
縛
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
に
よ
っ
て
、

醜
と
価
値
定
義
さ
れ
る
事
物
に
纏
わ
る
禁
忌
を
敢
え
て
踏
み
越
え
る
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
自
己
を
主
張
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
ん
な
社
会
価
値
観
に
反
す
る
者
は
誰
に
も
排
斥
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
語
り
手
が
語
っ
た
通
り
「
横
紙
破
り
」「
人
面
獣
心
」
な
ど

の
レ
ッ
テ
ル
が
良
秀
の
社
会
的
位
置
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
。
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絵
師
良
秀
に
と
っ
て
、
芸
術
は
正
に
も
う
一
つ
の
理
想
的
な
芸
術
境
界
で
あ
り
自
分
の
最
高
の
生
の
価
値
で
あ
る
。
一
方
、
父
親
と
し
て

一
人
娘
は
一
番
大
事
な
も
の
で
あ
る
。
良
秀
は
芸
術
の
王
者
を
目
指
し
て
い
る
燃
え
る
よ
う
な
気
鋭
で
娘
を
愛
し
て
い
る
。
が
、
娘
を
気
が

狂
っ
た
よ
う
に
愛
し
て
は
い
て
も
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
世
間
の
父
親
と
同
じ
よ
う
に
娘
に
婿
を
と
っ
て
や
る
こ
と
も
考
え
な
い
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
娘
は
自
分
の
所
有
物
で
あ
っ
て
、
娘
自
身
の
幸
せ
な
ど
は
全
く
良
秀
の
問
題
意
識
の
外
に
あ
っ
た
。
た
だ
、
近
親
相
姦
的
に

娘
を
占
有
し
つ
づ
け
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
芥
川
を
育
て
た
伯
母
の
影
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

自
分
を
代
行
す
る
猿
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
父
親
と
し
て
の
罪
、
人
間
と
し
て
の
罪
を
免
罪
に
し
て
い
る
。
焚
死
場
面
の
前
、
良
秀

は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
愛
娘
を
捨
て
、
芸
術
至
上
主
義
に
向
か
っ
て
傾
く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
良
秀
が
犯
し
た
こ
と
は
自
分
の
た
め
に
言
い
訳
を
捜
し
て
自
分
を
許
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
芸
術
家
と
し
て
の
良
秀
の
エ
ゴ

で
あ
り
、
猿
は
良
秀
の
偽
り
で
あ
る
。
自
分
の
こ
と
を
代
行
す
る
猿
が
娘
と
一
緒
に
死
ん
で
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
秀
は
良
心
の
呵
責
か

ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

エ
ゴ
イ
ス
ト
の
良
秀
は
良
心
を
猿
に
預
け
、
全
身
全
霊
さ
さ
げ
て
芸
術
に
没
頭
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
夢
に
見
る
獅
子

王
の
怒
り
に
似
た
怪
し
げ
な
厳
か
さ
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
中
略
）
円
光
の
如
く
懸
か
つ
て
い
る
、
不
思
議
な
威
厳
が
見
え
た
の
で
ご
ざ
い

ま
せ
う
。」15
と
い
う
ふ
う
に
一
変
し
た
。

そ
の
威
厳
は
実
に
ど
う
考
え
て
も
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
あ
の
絵
師
が
正
に
芸
術
の
刺
激
を
受
け
て
異
様
な
も
の
に
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
芸
術
の
栄
光
に
支
え
ら
れ
て
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
学
僧
が
悟
る
道
を
得
て
仏
に
な
っ
た
よ
う
な
も
の
で
、

即
ち
、
入
境
で
あ
る
。
娘
へ
の
愛
は
近
親
相
姦
的
、
且
つ
エ
ゴ
イ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
だ
っ
た
の
で
、
火
と
苦
悩
の
力
に
よ
っ
て
、
良
秀
の
娘

へ
の
妄
執
は
芸
術
へ
昇
華
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
娘
を
猿
に
任
せ
て
平
然
と
し
て
芸
術
の
境
界
に
入
っ
た
良
秀
は
入
境
し

た
後
の
厳
か
さ
を
顕
現
し
て
い
る
。

ま
た
、
入
境
と
い
う
よ
り
、
願
望
成
就
し
た
と
き
の
「
脱
我
」
現
象
と
み
た
方
が
さ
ら
に
一
人
の
超
越
し
た
絵
師
の
姿
を
彷
彿
さ
せ
る
。

願
望
成
就
と
は
な
か
な
か
あ
り
得
な
い
理
想
、
夢
な
ど
が
、
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
が
瞬
時
に
そ
の
悦
び
を
体
験
し
、
憧
憬
し
て
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三
八

い
た
芸
術
境
の
一
定
高
度
に
達
し
た
と
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
自
己
実
現
を
達
成
す
る
と
き
、
荘
厳
な
心
境
が
自
然
に
生
ま

れ
る
。
焚
死
場
面
に
お
い
て
〈
見
る
良
秀
〉
が
〈
見
ら
れ
る
良
秀
〉
と
な
っ
て
い
く
こ
と
と
呼
応
し
て
い
る
。
客
体
と
し
て
彼
を
照
ら
し
て

い
た
光
は
逆
に
彼
の
心
の
内
に
入
り
、
彼
自
身
が
輝
き
始
め
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、〈
見
る
存
在
〉
と
〈
見
ら
れ
る
存
在
〉、
す
な
わ
ち
、
主

体
と
客
体
が
こ
の
と
き
一
如
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
厳
か
さ
は
正
に
良
秀
の
「
自
我
同
一
性
」
が
実
現
し
た
時
、
現
わ
れ
た
も

の
で
あ
る

16
。

人
間
存
在
は
周
囲
の
存
在
へ
の
関
心
と
配
慮
を
本
性
と
す
る
故
に
、「
世
界
内
存
在
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
の
可
能
性
を
自
覚
し
た

人
は
自
己
か
ら
出
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
超
越
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
超
越
に
よ
っ
て
、
本
来
の
自
己
を
回
復
す
る
と
い
う
。
し
た
が
っ

て
、
自
ら
が
感
動
し
て
い
る
う
ち
に
絵
師
良
秀
の
内
側
に
そ
の
精
神
の
変
化
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
り
、
聖
的
な
一
人
の
絵
師
が
人
の
前
に
顕

現
し
た
と
い
え
る
。

『
地
獄
変
』（『
大
阪
毎
日
新
聞
』
大
正
七
年･

五
月
一
日
〜
二
十
二
日
）
は
芥
川
龍
之
介
が
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
と
の
社
友
契
約
後
最
初

に
発
表
し
た
新
聞
小
説
で
あ
る
。
同
じ
年
大
正
七
年
二
月
に
文
と
結
婚
し
た
。
吉
田
弥
生
と
の
悲
痛
な
初
恋
を
思
い
出
さ
せ
る
の
も
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。
大
正
三
年
秋
か
ら
翌
年
春
ま
で
の
恋
愛
事
件
は
芥
川
に
痛
手
を
与
え
た
。
そ
し
て
、
伯
母
は
芥
川
と
吉
田
と
の
恋
愛
に
強
烈

に
反
対
し
た
。
伝
統
観
念
に
お
い
て
、
吉
田
家
は
士
族
で
は
な
い
と
い
う
出
身
の
問
題
が
唯
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
大
正
四
年
か
ら
芥
川
が

痛
感
し
た
こ
と
は
、
悲
痛
な
経
験
か
ら
認
識
し
た
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
ろ
う
。

大
正
三
年
三
月
九
日
「
恒
藤
恭
宛
書
簡
」
で
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な
れ
た
愛
が
あ
る
か
ど
う
か
。
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
あ
る
愛
に
は､

人
と
人
と
の
障
壁
を
渡
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
の

上
に
落
ち
っ
て
来
る
生
存
苦
の
寂
莫
を
癒
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
な
い
愛
が
な
い
と
す
れ
ば
、
人
の
一
生
ほ
ど
苦
し
い

も
の
は
な
い
17

。
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三
九

愛
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
と
も
に
並
存
す
る
も
の
な
の
で
、
人
間
と
し
て
愛
の
た
め
に
苦
し
ん
で
い
る
状
態
は
芥
川
の
根
本
的
な
認
識
で
あ
る
。

以
上
の
書
簡
の
中
で
作
者
は
現
実
生
活
に
不
信
を
明
ら
か
に
表
し
て
い
る
。
現
実
生
活
に
は
見
せ
か
け
物
ば
か
り
で
あ
る
の
を
感
じ
て
い
た
。

人
間
は
自
己
の
利
益
の
た
め
に
、
偽
り
が
日
常
に
潜
ん
で
正
当
た
る
仮
面
を
用
い
て
扱
う
こ
と
を
表
明
す
る
。「
真
」
を
求
め
る
芥
川
は
そ
う

い
う
現
実
に
無
限
な
る
苦
痛
を
哀
感
せ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。『
地
獄
変
』
の
良
秀
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
も
実
生
活
に
お
け
る
伯
母
の
影
が
見

え
て
く
る
。
伯
母
は
芥
川
龍
之
介
を
育
て
る
の
に
母
親
の
よ
う
に
愛
を
注
ぎ
慈
し
ん
だ
。
芥
川
に
と
っ
て
伯
母
は
母
親
よ
り
世
の
中
で
最
も

親
し
い
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
伯
母
は
芥
川
の
結
婚
相
手
に
猛
烈
に
反
対
し
た
こ
と
か
ら
、
芥
川
は
苦
し
み
な
が
ら
も
諦
め
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
芥
川
の
苦
し
み
は
初
恋
の
破
局
だ
け
で
な
く
、
互
い
に
愛
し
て
い
る
伯
母
と
自
分
と
の
間
で
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
傷
を
つ
け
合
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
行
き
、芥
川
は
そ
れ
に
苦
し
ん
で
い
た
。
だ
か
ら
、人
間
の
愛
は
あ
く
ま
で
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ

ク
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

屏
風
絵
を
描
く
こ
と
は
良
秀
が
娘
を
救
う
た
め
だ
け
と
い
う
純
粋
な
目
的
を
抱
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
時
に
、
最
も
す
ば
ら
し
い

屏
風
絵
を
も
構
想
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
石
二
鳥
の
計
画
を
立
て
て
い
た
。
し
か
し
、
娘
は
確
か
に
大
殿
の
籠
か
ら
救
い
出
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
同
時
に
娘
の
命
も
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
良
秀
に
と
っ
て
、
娘
が
自
由
に
な
っ
て
自
分
の
と
こ
ろ
に

戻
っ
て
き
て
、
最
も
す
ば
ら
し
い
屏
風
絵
も
お
か
げ
で
完
成
し
た
、
し
か
し
、
娘
は
ま
る
ご
と
良
秀
と
大
殿
と
の
犠
牲
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
芥
川
が
良
秀
と
い
う
人
物
を
構
想
す
る
と
き
、
伯
母
の
こ
と
は
思
い
出
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
「
家
」
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

彼
の
伯
母
は
こ
の
二
階
に
度
た
び
彼
と
喧
嘩
を
し
た
。（
中
略
）
し
か
し
彼
は
彼
の
伯
母
に
誰
よ
り
も
愛
を
感
じ
て
い
た
。（
中
略
）
彼

は
或
郊
外
の
二
階
に
何
度
も
互
に
愛
し
合
ふ
も
の
は
苦
し
め
合
ふ
の
か
を
考
へ
た
り
し
た
。
そ
の
間
も
何
か
気
味
の
悪
い
二
階
の
傾
き

を
感
じ
な
が
ら
18

。
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四
〇

芥
川
は
愛
の
見
せ
か
け
を
持
つ
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
日
常
生
活
の
中
に
潜
む
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
周
囲
と
自
己
と
の｢

醜
さ｣

と
し
て
非

難
し
て
い
た
。
特
に
、
良
秀
は
芸
術
を
生
と
見
な
し
て
芸
術
を
創
作
し
て
い
る
。
芸
術
と
肉
親
の
前
、
自
然
に
自
己
が
志
向
す
る
も
の
が
一

番
崇
高
だ
。
肉
親
も
自
分
に
所
属
す
る
物
な
の
で
、
理
屈
が
あ
れ
ば
、
芸
術
の
た
め
肉
親
を
芸
術
の
力
に
転
化
さ
せ
る
と
い
う
エ
ゴ
イ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
考
え
方
は
あ
り
得
た
の
で
あ
っ
た

19
。

終
わ
り
に

権
力
と
は
世
間
の
ル
ー
ル
、
習
慣
の
権
威
を
掌
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
世
間
の
常
識
即
ち
固
定
意
識
や
習
慣
を
守
る
こ
と
と
破
る
こ
と

で
は
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
大
殿
と
良
秀
が
代
表
で
あ
る
。

が
、『
地
獄
変
』
は
た
だ
芸
術
家
が
自
己
主
張
の
た
め
権
力
者
の
大
殿
と
闘
う
わ
け
で
は
な
い
。
父
親
の
良
秀
を
代
行
す
る
小
猿
が
燃
え

て
い
る
牛
車
に
飛
び
込
ん
だ
と
い
う
場
面
を
み
て
、
良
秀
は
恍
惚
、
法
悦
に
一
転
し
た
が
、
自
分
は
飛
び
込
ま
な
か
っ
た
。
な
ぜ
、
良
秀
が

そ
ん
な
壮
絶
な
景
色
の
前
に
生
き
残
っ
た
の
か
。
な
ぜ
愛
娘
と
心
中
し
な
か
っ
た
の
か
。
良
秀
は
大
殿
か
ら
愛
娘
を
救
い
出
す
た
め
、
逆
に

死
な
せ
る
と
い
う
方
法
で
愛
娘
を
取
り
戻
し
た
。
愛
娘
の
自
由
の
た
め
、
幸
せ
の
た
め
ど
う
に
か
大
殿
か
ら
取
り
戻
せ
る
と
し
て
も
、
な
ぜ

愛
娘
と
一
緒
に
死
な
ず
、
生
き
残
っ
て
、
絵 
― 
あ
の
絶
世
の
屏
風
絵
を
完
成
さ
せ
た
の
か
。
も
し
単
に
権
力
と
の
衝
突
だ
け
な
ら
、
娘
を

死
な
せ
る
と
い
う
方
法
で
取
り
戻
し
た
ら
屏
風
絵
を
完
成
さ
せ
る
必
要
も
な
い
。
そ
の
故
、
良
秀
の
目
的
は
や
は
り
屏
風
絵
を
完
成
さ
れ
る

こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

芥
川
の
創
作
ノ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、

（
一
）、
大
殿
は
地
獄
変
の
屏
風
と
共
に
娘
を
返
す
約
束
を
す
る
。

（
二
）、
良
秀
始
め
は
娘
を
忘
れ
ず
次
第
に
仕
事
に
熱
中
す
る
。

と
あ
る
が
、
小
説
の
中
で
「
絵
を
描
く
と
云
う
段
に
な
り
ま
す
と
、
娘
の
顔
を
見
る
気
も
な
く
な
る
」
と
い
う
か
た
ち
に
、
書
き
換
え

た
。
こ
の
こ
と
に
お
い
て
も
、
娘
が
上
か
、
芸
術
が
上
か
と
い
う
こ
と
に
芥
川
が
躊
躇
っ
て
い
た
様
子
が
見
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
ど
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ん
な
に
娘
を
愛
し
て
い
て
も
、
芸
術
の
前
に
良
秀
が
自
然
に
芸
術
の
ほ
う
に
偏
る
方
向
に
行
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
大
殿
と
の
対
立
の
種

は
「
自
己
が
天
下
の
一
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
地
獄
変
』
に
お
い
て
対
立
の
頂
点
に
至
ら
せ
る
の
は
ほ
か

な
ら
ぬ
娘
で
あ
る
。

娘
を
ど
う
し
て
も
大
殿
か
ら
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
娘
へ
の
救
済
は
救
済
だ
が
、
た
だ
、
娘
を
救
う
わ
け
で
は
な
く
て
、
自
己

の
た
め
で
あ
る
。
大
殿
と
の
闘
い
の
生
贄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

以
上
の
私
見
に
よ
れ
ば
、
道
徳
と
芸
術
と
の
対
立
と
い
う
否
定
説
は
成
り
立
ち
に
く
い
と
考
え
る
。
良
秀
の
自
殺
は
「
罪
意
識
」
か
ら
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
地
獄
に
い
る
愛
娘
に
会
い
に
行
く
た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
焚
死
場
面
〉
を
見
て
い
る
良
秀
と
屏
風
絵
を
完
成
す
る
良
秀
が
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
た
ら
、
良
秀
の
芸
術
の
敗
北
だ
と
は
い
え
な
い

だ
ろ
う
。
良
心
の
呵
責
の
た
め
な
ら
、
燃
え
て
い
る
牛
車
に
飛
び
込
ん
で
娘
と
一
体
に
な
っ
て
死
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
良
秀
は
な

ぜ
、
そ
の
と
き
生
き
残
っ
た
の
か
。
良
秀
は
良
心
の
呵
責
で
自
殺
す
る
こ
と
が
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

良
秀
と
大
殿
と
の
対
立
、
且
つ
、
屏
風
絵
を
完
成
す
る
た
め
、
娘
を
死
な
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
父
親
と

し
て
娘
へ
の
救
済
を
と
る
よ
り
も
、
芸
術
家
と
し
て
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
と
る
方
が
本
質
で
あ
る
。
芸
術
至
上
主
義
が
『
地
獄
変
』
の
テ
ー
マ

と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
一
） 

世
間
の
価
値
観
と
ず
れ
て
民
衆
が
尊
敬
す
る
神
、
仏
な
ど
を
戯
作
し
た
り
、
定
め
ら
れ
た
倫
理
、
道
徳
感
を
踏
み
躙
っ
た
り
し
て

い
た
良
秀
は
正
に
大
殿
や
世
間
に
挑
戦
を
発
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
と
り
あ
え
ず
固
定
意
識
モ
ラ
ル
を
破
る
こ
と
は
個
性

的
な
芸
術
家
の
使
命
で
あ
り
、
そ
れ
は
覚
醒
と
も
い
え
る
。
一
般
的
に
人
間
は
箱
詰
に
さ
れ
た
よ
う
な
社
会
に
生
き
て
お
り
、
疑

問
を
持
つ
力
が
な
い
。
良
秀
の
卑
し
い
個
性
的
な
も
の
が
そ
の
厚
い
壁
を
覆
し
た
。
だ
か
ら
、
壁
が
倒
さ
れ
た
と
同
時
に
、
悪
名

を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
既
成
の
モ
ラ
ル
を
批
判
し
た
上
で
自
己
を
築
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
） 

独
創
的
手
法
で
自
己
の
意
志
を
見
せ
、
主
張
す
る
こ
と
は
良
秀
の
絵
か
ら
充
分
理
解
さ
れ
る
。
且
つ
、
彼
の
絵
の
創
作
方
法
か
ら

も
魔
性
的
な
絵
師
が
感
じ
ら
れ
る
。
絵
を
描
く
前
、
実
物
を
見
に
行
っ
た
り
、
現
物
を
作
っ
て
自
ら
の
目
で
再
現
す
る
も
の
を
み
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四
二

た
り
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
魔
性
的
な
絵
師
と
い
う
よ
り
個
性
的
な
良
秀
の
ほ
う
が
生
々
し
い
と
思
わ
れ
る
。
良
秀
の
手
に
よ
っ

て
描
か
れ
た
絵
に
は
新
し
い
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
新
し
い
芸
術
作
品
が
誕
生
し
た
。
そ
れ
は
実
像
を
借
り
て
自
ら

の
意
志
を
語
る
虚
像
と
し
て
の
真
実
を
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
、
芸
術
創
作
の
最
終
目
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（
三
） 
現
実
に
お
い
て
、
権
力
者
と
闘
う
こ
と
が
絵
師
良
秀
の
意
志
を
貫
く
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
気
が
違
う
よ
う
に
愛
し
て
い
る
娘
を
取

り
戻
せ
ば
最
大
権
力
者
の
大
殿
に
勝
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
大
殿
と
愛
娘
を
徹
底
的
に
争
奪
す
る
こ
と
は
正
に
自
己
意
志
を
顕
示

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
芸
術
の
王
者
と
権
力
の
王
者
と
の
娘
の
争
奪
戦
が
白
熱
に
達
し
た
。
最
愛
の
娘
が
ラ
イ
バ
ル
の
大
殿
に

奪
わ
れ
る
こ
と
は
、
本
朝
第
一
の
絵
師
良
秀
と
し
て
は
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
だ
。
い
ま
ま
で
ど
ん
な
社
会
的

ル
ー
ル
や
仏
像
な
ど
を
踏
み
躙
っ
て
き
た
が
、
愛
娘
を
自
己
の
内
に
取
り
戻
す
こ
と
こ
そ
真
に
自
ら
の
尊
厳
を
護
る
こ
と
で
あ
る

と
信
じ
た
。
し
た
が
っ
て
、
命
を
か
け
て
究
極
な
絵
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
娘
を
取
り
戻
す
の
で
あ
る
。

『
地
獄
変
』
は
以
上
の
三
点
か
ら
み
て
、
全
て
は
良
秀
が
自
己
主
張
す
る
と
い
う
原
点
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
自
意
識
を

持
ち
、
冷
徹
に
世
を
見
て
い
る
作
家
の
芥
川
は
、
常
に
自
己
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
。
主
体
と
客
体
と
の
間
に
必
ず
齟
齬
が
存
在
し
て
い

る
。
特
に
志
向
を
持
つ
人
間
は
そ
の
主
体
と
客
体
と
の
境
界
線
の
上
下
に
浮
遊
す
る
こ
と
も
一
時
的
に
は
必
ず
発
生
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
常
に
自
己
を
確
認
し
主
張
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。
ま
た
、
一
般
的
に
我
々
は
こ
の
二
つ
の
自
己
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
我
々
は
そ
も
そ
も
矛
盾
体
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
上
位
に
あ
る
か
は
必
ず
闘
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
自
然
に
内
心
の
悩
み
、
迷
い
な
ど
が

生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
存
在
本
質
と
も
い
え
る
。「
利
己
」
と
い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
そ
こ
か
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
良
秀
は
芥
川
が
思
っ
て
い
る
人
間
像
及
び
芸
術
に
住
ん
で
い
る
自
己
が
極
限
に
ま
で
膨
大
し
た
絵
師
の
姿
そ
の
も
の
で

も
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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三

注1 
三
好
行
雄　

あ
る
芸
術
至
上
主
義 

―
「
戯
作
三
昧
」
と
「
地
獄
変
」 

―
」『
芥
川
龍
之
介
論
』
筑
摩
書
房　

一
九
七
六
年
三
月
。

2 
笹
淵
友
一　

芥
川
龍
之
介
『
地
獄
変
』
新
釈　
『
文
学
』
四
十
七　

一
九
七
九
年

3 

石
割
透　
「
地
獄
変
」
― 

魔
的
な
る
暗
渠　
「
駒
沢
短
大
国
文
」
十
八　

一
九
八
八
年　

五
月

4 

宮
本
顕
治
「
敗
北
の
文
学 

― 

芥
川
龍
之
介
の
文
学
に
つ
い
て
」『
改
造
』
一
九
二
九
年
八
月

5 

吉
田
精
一
「
傀
儡
師
」『
芥
川
龍
之
介
』
三
省
堂　

一
九
四
二
年
十
二
月

6 

勝
倉
壽
一
「
地
獄
変
」 
― 

芸
術
的
法
悦
境
と
自
裁 

―　
『
芥
川
龍
之
介
の
歴
史
小
説
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー　

一
九
八
三
年
六
月
。

7 
 

海
老
井
英
次　
『
戯
作
三
昧
』
と
『
地
獄
変
』
―
「
自
我
」
の
絶
対
化　

芸
術
至
上
主
義

『
芥
川
龍
之
介
論
攷 

― 
自
己
覚
醒
か
ら
解
体
へ 

―
』
桜
楓
社　

一
九
八
八
年
五
月

8 

田
村
修
一　

芥
川
龍
之
介
「
地
獄
変
」
― 

汚
れ
な
き
娘
の
死
に
よ
る
良
秀
の
救
済 

―　

｢

立
命
館
文
学｣

五
四
五　

一
九
九
六
年
六
月

9 

芥
川
龍
之
介
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
八
巻　

岩
波
書
店　

一
九
九
七
年
四
月

10 
 『

宇
治
拾
遺
物
語
』
新　

日
本
古
典
文
学
大
系
四
十
二　

岩
波
書
店　

一
九
九
〇
年
一
一
月

　
　
『
十
訓
抄
』
日
本
古
典
文
学
全
集
五
十
一　

小
学
館　

一
九
九
七
年
十
二
月

　
　
『
古
今
著
聞
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系
八
十
四　

岩
波
書
店　

一
九
六
六
年
三
月

11 

芥
川
龍
之
介
「
地
獄
変
」『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
三
巻　

岩
波
書
店　

一
九
九
六
年
一
月

12 

11
に
同
じ
。

13 

芥
川 

は
評
論
『
芸
術
そ
の
ほ
か
』（
大
正
八
年
十
一
月
）
で
、

僕
ら
が
芸
術
的
完
成
の
途
へ
向
は
う
と
す
る
時 

―
、
何
か
僕
等
の
精
進
を
妨
げ
る
も
の
が
あ
る
。
偸
安
の
念
か
。
い
や
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
も
っ
と
不
思
議
な
性
質
の
も
の
だ
丁
度
山
へ
登
る
人
が
高
く
登
る
に
従
っ
て
妙
に
雲
の
下
に
あ
る
麓
が
懐
か
し
く
な
る
や
う
な
も
の
だ
。

か
う
云
っ
て
通
じ
な
け
れ
ば
ー
そ
の
人
は
遂
に
僕
に
と
っ
て
縁
な
き
衆
生
だ
と
い
う
外
は
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
が
。

14 

11
に
同
じ
。

15 

11
に
同
じ
。

16 
 

人
間
的
実
存
を
「
対
自
存
在
」（
自
分
の
た
め
の
存
在
）
と
名
づ
け
、
こ
の
存
在
は
無
を
根
底
と
す
る
と
い
う
。「
人
間
存
在
は
存
在
者
み
ず
か
ら
を
無
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四
四

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
」
し
、
ま
た
「
無
は
人
間　

に
よ
っ
て
世
界
の
中
に
来
る
」
の
で
あ
り
、「
人
は
単
に
無
を
自
己
に
も
っ
て
い
る
ば
か
り

で
な
く
、
ま
さ
し
く
無
に
生
き
る
」
と
説
明
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
対
自
存
在
は
無
に
ま
と
わ
れ
て
お
り
、
自
己
を
虚
無
化
（
自
己
否
定
）
し
つ
つ
、
自

己
か
ら
抜
け
出
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
己
超
出
を
か
れ
は
「
脱
自
」
と
い
う
。
こ
の
「
抜
け
出
る
こ
と
が
」
実
存
の
語
源
（
ｅ
ｘ
ｓ
ｉ
ｓ
ｔ

ｅ
ｒ
ｅ
）
で
あ
り
、
人
間
の
基
本
的
な
在
り
方
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
脱
自
が
自
由
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。（『
哲
学
史
』
玉
井
茂　

青
木
書
店

　

一
九
六
九
年
七
月
）。

17 

芥
川
龍
之
介
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
七
巻　

岩
波
書
店　

一
九
九
七
年
二
月

18 
 

芥
川
龍
之
介
「
或
阿
呆
の
一
生
」『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
六
巻　

岩
波
書
店　

一
九
九
七
年
二
月

19 
 

芥
川
龍
之
介
「
芸
術
そ
の
ほ
か
」（『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
五
巻　

岩
波
書
店　

一
九
九
六
年
三
月
）「
芸
術
家
は
非
凡
な
作
品
を
作
る
為
に
魂
を
悪

魔
へ
売
渡
す
事
も
、
時
と
場
合
で
は
や
り
兼
ね
な
い
。
こ
れ
は
勿
論
僕
も
や
り
兼
ね
な
い
と
云
ふ
意
味
だ
」。
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