
表
紙
・
本
扉

オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン

『
悪
の
華
』
挿
絵
、
一
八
九
〇
年
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は
じ
め
に
　

―
　

も
の
が
た
り
と
は
何
か

　

語
ら
れ
る
対
象
を
明
示
し
な
い
語
り
が
、
も
の
が
た
り
で
あ
る
。

　

語
ら
れ
る
の
は
、
語
り
手
の
意
識
あ
る
い
は
無
意
識
裡
に
あ
る
記
憶
だ
が
、
「
も
の
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
記
憶

は
、
ふ
と
し
た
は
ず
み
で
意
識
の
表
層
に
あ
ら
わ
れ
る
。

　

記
憶
の
語
り
は
、
記
憶
じ
た
い
が
引
き
お
こ
す
語
り
で
も
あ
る
。
も
の
が
た
り
の
「
も
の
」
は
、
「
か
た
り
」

の
対
象
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
か
た
り
」
を
引
き
お
こ
す
主
体
で
も
あ
っ
た
。

　

前
近
代
的
な
感
覚
で
い
う
な
ら
、
も
の
が
た
り
は
想
起
さ
れ
る
よ
り
も
、
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
く
る
。
語
り
手

が
、
記
憶
を
呼
び
お
こ
す
い
っ
ぽ
う
で
、
記
憶
さ
れ
た
「
も
の
」
が
語
り
手
を
と
ら
え
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な

記
憶
の
場ト

ポ
ス所
が
「
む
か
し
」
で
あ
る
。

　
「
む
か
し
」
は
、
語
源
的
に
い
え
ば
、
ム
カ
（
向
か
）と
シ
（
方
向
を
示
す
接
辞
）の
複
合
し
た
語
（
『
岩
波
古
語
辞

典
』
）
。
意
識
の
向
か
う
過
去
、
意
識
と
想
像
力
の
な
か
で
よ
み
が
え
る
過
去
の
時
間
を
さ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
な

に
か
の
き
っ
か
け
で
意
識
の
表
層
に
あ
ら
わ
れ
、
わ
た
し
た
ち
の
「
い
ま
」
と
向
き
あ
う
過
去
で
あ
る
。
お
な
じ

く
過
去
を
意
味
す
る
語
で
も
、
「
む
か
し
」
は
、
物
理
的
に
過
ぎ
去
っ
た
過
去
の
時
間
を
意
味
す
る
「
往い

に
し
辺へ

」
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と
は
異
な
る
の
だ
。

　

も
の
が
た
り
は
、
「
む
か
し
」
の
時
空
か
ら
こ
ち
ら
側
（
い
ま
）へ
呼
び
だ
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
歌
物
語
の
古

典
で
あ
る
『
伊
勢
物
語
』
は
、
多
く
の
章
段
が
「
昔
、
男
あ
り
け
り
」
で
は
じ
ま
る
。
ま
た
「
物
語
の
出い

で

来き

は
じ

め
の
祖お

や

」（『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
）と
い
わ
れ
る
『
竹
取
物
語
』
の
語
り
だ
し
は
、
「
今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も

の
あ
り
け
り
」
で
あ
る
。

　

も
の
が
た
り
（
物
語
）の
語
り
だ
し
の
「
む
か
し
」
は
、
し
か
し
国
文
学
者
の
あ
い
だ
で
、
少
な
か
ら
ぬ
誤
解
を

生
じ
て
い
る
語
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
古
代
文
学
研
究
者
の
西
郷
信
綱
は
、
物
語
の
「
昔
」
を
神
話
の
時
制
と
対
置
さ
せ
て
、
神
話
の
関

心
は
「
今
あ
る
諸
関
係
に
向
け
ら
れ
」
る
の
に
た
い
し
て
、
「
昔
」
で
語
り
だ
さ
れ
る
物
語
は
、
「
今
と
は
直
接
的

に
は
か
か
わ
ら
ぬ
向
う
側
の
過
去
」
「
今
か
ら
切
れ
た
向
う
側
の
世
界
」
を
語
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
神
話
が

「
信
じ
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
し
た
」
の
に
た
い
し
て
、
「
昔
」
で
は
じ
ま
る
物
語
文
学
は
、
「
興
味
本
位
の
虚
構
の

文
芸
」
だ
っ
た
と
い
う
（
『
神
話
と
国
家
』
）
。

　

神
話
と
物
語
と
を
対
蹠
的
に
と
ら
え
る
西
郷
は
、
物
語
の
時
制
表
現
の
「
昔
」
を
、
「
今
と
は
直
接
的
に
は
か

か
わ
ら
ぬ
」
過
去
と
し
、
し
た
が
っ
て
「
物
語
」
も
「
興
味
本
位
の
虚
構
」
の
語
り
だ
と
す
る
。

　

西
郷
の
こ
う
し
た
も
の
が
た
り
（
物
語
）理
解
に
は
、
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
物
語
文
学

0

0

を
、
想
像
力
に
よ
る

虚
構
の
作
品
と
み
な
そ
う
と
す
る
近
代
的
な
文
学
観
念
が
透
か
し
み
え
る
。
だ
が
、
西
郷
だ
け
で
な
く
、
神
話
と

物
語
と
を
対
立
的
に
と
ら
え
る
の
は
、
多
く
の
国
文
学
者
が
お
ち
い
っ
て
い
る
誤
解
で
あ
る
。
誤
解
の
出
発
点
に
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あ
る
の
は
、
柳
田
國
男
の
「
昔
話
」
論
で
あ
る
。

　

グ
リ
ム
の
民
話
研
究
に
示
唆
を
え
た
柳
田
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
村
々
に
伝
承
さ
れ
た
「
昔

話
」
を
、
か
つ
て
の
日
本
人
が
も
ち
伝
え
た
固
有
信
仰
、
固
有
神
話
の
残
片
と
み
な
し
た
。
神
話
が
、
時
代
と
と

も
に
そ
の
信
仰
を
う
し
な
い
、
興
味
本
位
の
お
話
、
昔
話
に
な
っ
た
と
い
う
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
「
昔
」
「
昔
々
」

な
ど
の
昔
話
の
語
り
だ
し
は
、
「
昔
」
の
話
だ
か
ら
、
「
真
偽
の
ほ
ど
は
定
め
が
た
い
」
「
お
も
し
ろ
け
れ
ば
そ
れ

で
よ
ろ
し
い
と
い
う
心
持
」
で
、
神
話
す
な
わ
ち
「
厳
粛
に
、
古
く
伝
わ
っ
た
信
ず
べ
き
物
語
」
か
ら
区
別
し
よ

う
と
し
た
の
だ
と
い
う
（
『
口
承
文
芸
史
考
』
）
。

　

柳
田
に
よ
れ
ば
、
『
伊
勢
物
語
』
や
『
竹
取
物
語
』
の
冒
頭
句
、
「
昔
」
「
今
は
昔
」
も
、
昔
話
の
冒
頭
句
、
「
と

ん
と
昔
、
あ
っ
た
と
さ
」
な
ど
と
基
本
的
に
共
通
す
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
柳
田
の
昔
話
論
は
、
西
郷
信
綱
以
下

の
多
く
の
国
文
学
者
の
物
語
論
に
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
神
話
か
ら
昔
話
へ
と
い
う
柳
田
の
図
式

は
、
三
谷
栄
一
に
よ
っ
て
、
上
代
の
神
話
（
語
り
ご
と
）か
ら
平
安
朝
の
物
語
へ
と
い
う
文
学
史0

の
図
式
に
置
き
換

え
ら
れ
て
い
る
（
『
物
語
文
学
史
論
』
）
。

　

だ
が
、
は
た
し
て
、
「
昔
」
で
語
り
だ
さ
れ
る
物
語
や
昔
話
は
、
「
話
だ
か
ら
信
じ
て
は
い
け
な
い
、
も
し
く
は

お
も
し
ろ
け
れ
ば
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
」（
柳
田
）
、
あ
る
い
は
「
今
か
ら
切
れ
た
向
う
側
の
世
界
」
を
語
る
「
興
味

本
位
の
虚
構
の
文
芸
」（
西
郷
）な
の
だ
ろ
う
か
。

　

西
郷
信
綱
は
、
「
今
あ
る
諸
関
係
」
を
語
る
神
話
の
時
制
は
現
在
形
だ
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
「
昔
…
…
け
り
」

で
語
り
だ
さ
れ
る
物
語
も
、
『
竹
取
』
や
『
源
氏
』
の
よ
う
な
長
い
も
の
に
な
る
と
、
作
中
世
界
は
現
在
形
で
語
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ら
れ
る
。
語
り
手
の
現
在
か
ら
、
語
ら
れ
る
世
界
の
現
在
へ
と
い
う
時
制
の
移
行
は
、
人
称
の
移
行
と
と
も
に
、

語
る
行
為
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。

　

昔
話
と
神
話
を
対
立
的
に
と
ら
え
る
柳
田
は
、
昔
話
の
文
末
表
現
に
も
注
目
し
て
い
る
。
「
…
…
タ
ゲ
ナ
」

「
…
…
タ
ソ
ウ
ナ
」
「
…
…
デ
ア
ッ
タ
ト
」
な
ど
だ
が
、
柳
田
は
、
こ
れ
ら
の
い
い
ま
わ
し
を
、
伝
聞
ゆ
え
に
真
偽

の
ほ
ど
は
不
明
だ
と
す
る
語
り
手
の
「
責
任
の
が
れ
の
口
上
」
と
み
て
い
る
。

　

だ
が
、
「
…
…
タ
ゲ
ナ
」
「
…
…
タ
ソ
ウ
ナ
」
な
ど
の
文
末
表
現
は
、
平
安
時
代
語
の
「
け
り
」
に
相
当
す
る
語

で
あ
る
。
「
け
り
」
は
、
語
ら
れ
る
内
容
を
伝
承
さ
れ
た
こ
と
が
ら
と
し
て
伝
え
る
、
い
わ
ば
集
合
的
な
記
憶
の

時
制
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
国
語
学
者
の
阪
倉
篤
義
は
、
『
竹
取
物
語
』
の
文
章
の
特
徴
と
し
て
、
各
段
の
発
端
と
結
末
部
に

「
け
り
」
止
め
の
文
が
集
中
し
、
中
間
に
「
け
り
」
を
と
も
な
わ
な
い
現
在
形
の
文
章
が
は
め
こ
ま
れ
る
構
造
を

指
摘
し
て
い
る
（
『
文
章
と
表
現
』
）
。
「
今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
」
の
発
話
に
よ
っ
て
、
か
ぐ
や

姫
や
竹
取
翁
た
ち
の
時
空
が
、
こ
ち
ら
側
（
今
）へ
呼
び
だ
さ
れ
る
。
そ
し
て
語
ら
れ
る
世
界
が
前
景
化
す
る
と
、

語
り
手
は
登
場
人
物
に
な
り
か
わ
っ
て
か
れ
ら
の
こ
と
ば
を
話
し
、
そ
の
行
動
を
語
る
。

　
「
け
り
」
止
め
の
文
章
に
は
じ
ま
り
、
や
が
て
現
在
形
の
文
章
に
移
行
す
る
の
だ
が
、
語
り
の
時
制
が
、
語
り

手
の
現
在
か
ら
、
語
ら
れ
る
世
界
の
現
在
へ
移
行
す
る
の
は
、
『
源
氏
物
語
』
な
ど
で
も
ふ
つ
う
に
み
ら
れ
る
時

制
の
移
行
で
あ
る
。

　
「
昔
…
…
け
り
」
の
語
法
は
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
ら
が
、
伝
承
と
し
て
集
合
化
さ
れ
た
記
憶
で
あ
る
こ
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と
を
示
し
て
い
る
。
村
々
の
炉
端
で
語
ら
れ
た
「
昔
話
」
も
、
た
ん
な
る
興
味
本
位
の
お
話
で
は
な
か
っ
た
こ
と

は
、
語
る
日
時
や
場
所
に
さ
ま
ざ
ま
な
禁
忌
を
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
を
み
れ
ば
わ
か
る
。
昔
話
の
口
演
に
ま
つ

わ
る
禁
忌
が
、
平
安
朝
の
物
語
の
そ
れ
と
共
通
す
る
ら
し
い
こ
と
は
、
野
村
純
一
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
が

（
『
昔
話
伝
承
の
研
究
』
）
、
昔
話
を
興
味
本
位
の
お
話
と
し
た
柳
田
國
男
も
、
じ
つ
は
そ
の
「
昔
話
」
観
と
矛
盾
す

る
よ
う
な
語
り
だ
し
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
語
り
だ
し
で
あ
る
。

と
ん
と
あ
る
話
。
あ
っ
た
か
無
か
っ
た
は
知
ら
ね
ど
も
、
昔
の
こ
と
な
れ
ば
無
か
っ
た
事
も
あ
っ
た
に
し
て

聴
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
よ
い
か
。 

（
大
隅
肝
属
郡
の
昔
話
）

　
「
昔
の
こ
と
な
れ
ば
無
か
っ
た
事
も
あ
っ
た
に
し
て
聴
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
に
つ
い
て
、
柳
田
は
、
「
こ
の
様
な
信

じ
て
聴
く
べ
し
と
言
わ
ぬ
ば
か
り
の
、
改
ま
っ
た
誓
約
を
さ
せ
る
こ
と
は
、
明
か
に
一
方
の
ゲ
ナ
・
ソ
ウ
ナ
・
デ

ア
ッ
タ
ト
と
い
う
類
の
語
り
方
と
撞
着
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
昔
話
覚
書
』
）
。
し
か
し
「
撞
着
」
し
て
い
る
の

は
、
柳
田
國
男
の
「
昔
話
」
論
な
の
だ
。
伝
承
の
時
制
の
「
…
…
タ
ゲ
ナ
」
「
…
…
タ
ソ
ウ
ナ
」
で
語
ら
れ
る
昔

話
は
、
ほ
ん
ら
い
「
昔
の
こ
と
な
れ
ば
無
か
っ
た
事
も
あ
っ
た
に
し
て
聴
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
も
の
だ
っ
た
。

　
「
む
か
し
」
は
、
語
り
手
の
意
識
の
向
き
あ
う
過
去
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
も
の
が
た
り
の
や
っ
て
く
る
記
憶
の

場ト
ポ
ス所
で
あ
る
。
そ
し
て
注
意
し
た
い
の
は
、
も
の
が
た
り
（
物
語
）の
ト
ポ
ス
と
し
て
の
「
む
か
し
」
は
、
こ
ち
ら

側
の
「
い
ま
」
と
背
中
合
わ
せ
の
か
た
ち
で
空
間
を
接
し
て
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
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向
こ
う
側
の
世
界
（
む
か
し
）と
、
日
常
生
活
が
い
と
な
ま
れ
る
こ
ち
ら
側
（
い
ま
）と
の
あ
い
だ
に
は
、
明
確
な

境
界
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
境
界
と
い
う
の
が
た
ぶ
ん
に
こ
わ
れ
や
す
い
、
不
安
定
な
も
の
だ
っ
た

こ
と
は
、
し
ば
し
ば
昔
の
霊モ

ノ物
が
こ
ち
ら
側
に
は
み
出
し
て
く
る
の
を
み
て
も
よ
い
。
現
代
に
あ
っ
て
さ
え
、
交

通
事
故
の
横
死
者
や
水み

ず

子こ

の
霊
は
、
と
き
と
し
て
、
こ
ち
ら
側
の
現
実
の
精
神
や
肉
体
を
む
し
ば
む
の
で
あ
る
。

　

平
安
朝
の
貴
族
た
ち
が
、
衣
食
を
あ
か
ら
さ
ま
に
い
う
の
を
避
け
て
「
も
の
」
と
い
い
、
ま
た
動
作
を
明
示
的

に
い
う
の
を
さ
け
て
「
も
の
す
」
と
い
っ
た
の
も
、
た
ん
な
る
上
品
な
い
い
ま
わ
し
と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

衣
食
住
に
ま
つ
わ
る
動
作
を
婉
曲
に
い
う
こ
と
に
は
、
こ
ん
に
ち
か
ら
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
、
あ
る
禁
忌

の
感
覚
が
存
在
し
た
は
ず
だ
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
頻
出
す
る
「
も
の
」
を
冠
し
た
形
容
詞
、
「
も
の
か
な
し
」
「
も
の
さ
わ
か
し
」
「
も
の
ふ
か

し
」
な
ど
も
、
な
ん
と
な
く
…
…
、
そ
ぞ
ろ
…
…
、
と
い
っ
た
語
で
は
訳
し
き
れ
な
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
と
き

が
あ
る
。
あ
る
様
態
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
原
因
に
つ
い
て
言こ

と

挙あ

げ
で
き
ず
、
そ
こ
に
な
に
か
言
い
あ
ら
わ
し
が

た
い
「
も
の
」
の
は
た
ら
き
を
感
じ
た
と
き
に
、
「
も
の
＋
形
容
詞
」
と
い
う
語
を
使
う
。
そ
う
し
た
「
も
の
」

を
冠
し
た
語
が
頻
用
さ
れ
た
社
会
で
、
「
も
の
が
た
り
」
と
い
う
語
は
語
彙
と
し
て
定
着
し
た
。

　

平
安
時
代
語
の
「
も
の
が
た
り
」
は
、
「
も
の
の0

か
た
り
」
と
も
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
「
も
の
」
は
た
ん
な
る
接

頭
語
と
い
う
以
上
の
意
味
を
に
な
っ
て
い
た
。
「
も
の
が
た
り
」
の
語
源
を
「
霊モ

ノ

語
り
」
と
し
た
の
は
折
口
信
夫

だ
が
、
語
ら
れ
る
対
象
を
明
示
し
な
い
も
の
が
た
り
は
、
ま
さ
に
「
も
の
が
た
り
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
で
、
あ
る

負
荷
を
帯
び
て
し
ま
う
よ
う
な
「
か
た
り
」
だ
っ
た
。



xi　　はじめに

　
「
も
の
が
た
り
」
「
も
の
の0

か
た
り
」
に
関
連
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
平
安
時
代
の
文
献
に
頻
出
す
る

「
も
の
の0

け
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
対
象
を
明
示
的
に
言
挙
げ
で
き
な
い
「
も
の
」
、
そ
の
見
え
な
い
は
た
ら
き

（
気け

）が
「
も
の
の
け
」
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
見
え
な
い
「
も
の
」
の
ざ
わ
め
き
に
声
（
こ
と
ば
）を
あ
た
え
る
発
話
行
為
が
、
も
の
が
た
り
（
物
語
）で

あ
る
と
、
と
り
あ
え
ず
は
定
義
で
き
よ
う
か
。

　

そ
し
て
声
に
よ
っ
て
現
前
す
る
世
界
の
な
か
で
、
語
り
手
が
さ
ま
ざ
ま
な
ペ
ル
ソ
ナ
（
役
割
と
し
て
の
人
格
・

霊
格
）に
転
移
し
て
ゆ
く
の
で
あ
れ
ば
、
も
の
が
た
り
（
物
語
）を
語
る
と
い
う
行
為
は
、
近
代
的
な
意
味
で
の
表

現
（express

＝
搾
り
出
す
）な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
。

　

む
し
ろ
「
表
現
」
の
前
提
に
あ
る
主
体
が
拡
散
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
ペ
ル
ソ
ナ
に
転
移
し
て
ゆ
く
過
程
と
し
て
、

物
語
を
語
る
と
い
う
行
為
は
あ
る
。
物
語
り
す
る
行
為
が
不
可
避
的
に
要
求
す
る
主
体
の
転
移
と
複
数
化
は
、
あ

る
種
の
憑
依
体
験
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

平
安
朝
の
貴
族
社
会
の
「
作
り
物
語
」（

虚フ
ィ
ク
シ
ョ
ン構
の
物
語
）は
、
「
も
の
が
た
り
」
の
む
し
ろ
二
次
的
な
事
例
で
あ

る
。
『
竹
取
物
語
』
が
、
伝
承
さ
れ
た
物
語
の
パ
ロ
デ
ィ
だ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
思
う
が
（
『
万
葉
集
』

巻
十
六
に
、
す
で
に
竹
取
伝
承
の
翻
案
の
よ
う
な
長
歌
が
あ
る
）
、
し
か
し
王
朝
社
会
の
周
縁
、
な
い
し
は
外
側

で
語
ら
れ
て
い
た
物
語
は
、
『
今
昔
物
語

0

0

集
』
な
ど
に
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
け
っ
し
て
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
（
作
り
物
語
）な
ど
で
は
な
か
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
平
将
門
の
物
語
が
語
ら
れ
る
（
巻
二
十
五
）
。
一
〇
世
紀
の
延え
ん

喜ぎ

・
天
て
ん
り

暦ゃ
く

年
間
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（
醍
醐
・
村
上
朝
）の
は
ざ
ま
に
起
き
た
将
門
の
乱
は
、
『
源
氏
物
語
』
世
界
の
陰ネ

ガ画
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
。
そ
の

顚
末
を
記
し
た
『
将
門
記
』
の
背
景
に
、
将
門
の
も
の
が
た
り
（
物
語
）が
あ
っ
た
こ
と
は
、
同
書
末
尾
の
「
中ち

ゅ

有う
う

〔
冥
途
〕の
使
ひ
」
に
言こ

と

寄よ

せ
た
将
門
の
「
亡ぼ

う

魂こ
ん

の
消し

ょ

息う
そ
く」

か
ら
知
ら
れ
る
の
だ
。

　

あ
る
い
は
、
平
家
一
門
の
滅
亡
の
物
語
が
、
盲
目
の
宗
教
芸
能
民
で
あ
る
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
家
と
お
な
じ
く
死
霊
の
た
た
り
が
畏
怖
さ
れ
た
曾
我
兄
弟
や
源
義
経
の
物
語

も
、
中
世
に
は
盲
人
芸
能
者
に
よ
っ
て
に
な
わ
れ
た
。

　

曾
我
も
の
と
し
て
江
戸
歌
舞
伎
の
一
大
ジ
ャ
ン
ル
と
な
っ
た
『
曾
我
物
語
』
の
ば
あ
い
、
十
郎
・
五
郎
兄
弟
の

敵か
た
き

討
ち
へ
の
執
心
は
、
も
の
心
も
つ
か
な
い
う
ち
に
母
親
か
ら
す
り
こ
ま
れ
た
仇
敵
へ
の
怨
念
で
あ
る
。
兄
弟

の
敵
討
ち
は
、
優
柔
な
兄
の
十
郎
よ
り
も
、
気
性
の
は
げ
し
い
弟
の
五
郎
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
る
。
非
業
の
死
を

と
げ
、
死
後
も
そ
の
た
た
り
が
怖
れ
ら
れ
た
五
郎
（
御
霊

0

0

で
あ
る
）は
、
こ
の
物
語
の
真
の
主
人
公
と
も
い
え
る
母

親
の
分
身
で
あ
る
。

　
『
曾
我
物
語
』
末
尾
に
語
ら
れ
る
母
親
に
よ
る
五
郎
の
鎮
魂
は
、
こ
の
物
語
を
形
成
し
た
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
基

層
の
物
語
（
神
話
）だ
ろ
う
。
『
平
家
物
語
』
末
尾
（
灌
頂
巻
）の
安
徳
帝
と
建
礼
門
院
の
物
語
も
ふ
く
め
て
、
御
霊

若
宮
の
荒あ

ら

霊み
た
まが
母
神
に
よ
っ
て
鎮
め
ら
れ
る
物
語
に
は
、
盲
人
芸
能
者
た
ち
の
も
の
が
た
り
の
母マ
ト
リ
ク
ス型が
う
か
が
え

る
の
だ
。

　

母
と
子
の
神
と
い
う
対
は
、
も
の
が
た
り
を
語
る
主
体
の
あ
り
よ
う
と
も
相
似
形
を
な
し
て
い
る
。
母
と
子
の

神
を
ま
つ
り
、
父
な
る
も
の
（
規
範
、
掟
）を
他
者
と
し
て
も
た
な
い
か
れ
ら
は
、
「
我
」
と
い
う
主
体
を
規
定
す



xiii　　はじめに

る
根
拠
の
不
在
に
つ
き
ま
と
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、
琵
琶
法
師
の
伝
え
た
由
緒
書
は
、
盲
目
の
始
祖
皇
子
が
母
后
か
ら
「
検け

ん

校ぎ
ょ
う」

の
官
職
を
授
か
っ
た

こ
と
を
述
べ
、
母
后
か
ら
授
か
っ
た
官
職
ゆ
え
に
、
「
座
頭
の
官
は
女に

ょ

官か
ん

た
る
ゆ
ゑ
、
穢
れ
不
浄
を
選
ば
ず
」
と

す
る
（
『
妙
音
講
縁
起
』
）
。
座
頭
（
男
性
盲
人
）の
官
職
は
「
女
官
」
ゆ
え
に
死
（
死
霊
）の
穢
れ
に
触
れ
て
も
差
し
支

え
な
い
と
い
う
の
だ
が
、
た
し
か
に
、
か
れ
ら
が
私
称
し
た
官
職
（
い
わ
ゆ
る
盲
官
）に
は
、
「
勾こ

う

当と
う

」
「
中ち
ゅ

臈う
ろ
う」

「
打う

ち

掛か
け

」
な
ど
、
女
官
を
お
も
わ
せ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

　

琵
琶
法
師
の
官
職
が
「
女
官
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
か
れ
ら
が
名
の
っ
た
○
一い

ち

と
い
う
法
号
の
異

様
さ
も
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
琵
琶
法
師
が
畿
内
を
中
心
と
し
た
広
汎
な
座
組
織
、
当
道
座
を
形
成
し
た
一
四
世
紀

は
、
時
衆
（
時
宗
）教
団
が
最
盛
期
を
む
か
え
た
時
代
で
あ
る
。
当
道
座
は
時
衆
と
の
親
密
な
関
係
の
も
と
に
成
立

し
た
の
だ
が
、
そ
ん
な
一
四
世
紀
に
琵
琶
法
師
が
名
の
っ
た
○
一
と
い
う
法
号
は
異
様
な
の
だ
。
時
衆
教
団
の
法ほ
っ

則そ
く

に
よ
れ
ば
、
男
の
法
号
で
あ
る
○
阿
・
○
阿
弥
の
阿
号
に
た
い
し
て
、
一
号
は
女
の
法
号
で
あ
る
（
拙
著
『
琵
琶

法
師
』
岩
波
新
書
）
。

　

女
の
法
号
を
名
の
り
、
女
官
を
お
も
わ
せ
る
官
職
を
私
称
し
た
も
の
が
た
り
の
語
り
手
は
、
同
時
に
、
法
師
形

で
あ
り
つ
つ
袴は

か
まを
は
い
た
俗
体
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
異い
ぎ

形ょ
う

」
の
者
た
ち
だ
が
（
『
師
守
記
』
暦
応
三
年
〈
一
三
四
〇
〉二

月
条
の
覚か

く

一い
ち

検
校
へ
の
評
）
、
母
な
る
神
と
そ
の
御み

子こ

神
を
始
祖
と
し
て
奉
斎
す
る
か
れ
ら
に
あ
っ
て
は
、
要
す
る

に
自
己
同
一
的
な
主
体
形
成
の
契
機
と
な
る
父
な
る
神
（
他
者
）が
不
在
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

　

そ
こ
に
形
成
さ
れ
る
の
は
、
自
己
同
一
性
の
不
在
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
述
語
的
な
規
定
を
受
け
入
れ
つ
つ
変
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身
す
る
主
体
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
の
帰
属
す
べ
き
中
心
を
も
た
な
い
主
体
は
、
こ
と
ば
以
前
の
「
も
の
」
、
こ
の

世
な
ら
ざ
る
「
も
の
」
を
受
け
入
れ
る
容
器
と
も
な
る
だ
ろ
う
。

　

異
界
の
「
も
の
」
の
ざ
わ
め
き
に
声
を
あ
た
え
る
主
体
は
、
こ
と
ば
が
分
離
・
発
生
す
る
そ
の
は
ざ
ま
を
生
き

る
者
と
し
て
本
質
的
に
両
性
具
有
的
で
あ
る
。
そ
ん
な
両
性
具
有
的
な
主
体
こ
そ
が
、
非
ロ
ゴ
ス
の
狂
気
の
ざ
わ

め
き
に
声
を
あ
た
え
、
言
語
化
・
分
節
化
さ
れ
な
い
「
も
の
」
か
ら
語
り
の
こ
と
ば

0

0

0

が
出
現
す
る
現
場
（
い
わ
ば

「
変へ

ん

成じ
ょ

男う
な

子ん
し

」
で
あ
る
）を
、
そ
の
発
生
の
は
ざ
ま
に
お
い
て
生
き
る
も
の
が
た
り
の
語
り
手
で
あ
る
。
そ
れ
は
前

近
代
か
ら
近
代
に
い
た
る
物
語
の
語
り
手
た
ち
の
原
像
・
元
型
と
い
っ
て
よ
い
。

　

お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
に
、
本
書
は
、
日
本
の
中
世
（
中
古
）か
ら
近
世
・
近
代
に
い
た
る
も
の

が
た
り
の
系
譜
と
、
そ
の
語
り
手
（
作
者
）た
ち
に
つ
い
て
述
べ
た
。
以
下
、
Ⅰ―

Ⅳ
の
各
章
の
構
成
を
述
べ
て
お

く
。Ⅰ　

主
体
／
自
我
と
い
う
病

　

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
『
こ
こ
ろ
（K

okoro
）
』（
一
八
九
六
年
）所
収
の
、
声
の
記
憶
に
ま
つ
わ
る
エ
ッ
セ

イ
の
思
想
史
的
な
位
置
に
つ
い
て
述
べ
、
ハ
ー
ン
の
著
述
を
読
み
な
お
す
こ
と
か
ら
、
そ
の
「
耳
な
し
芳
一
の

話
」
を
リ
メ
イ
ク
し
た
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
の
小
説
が
、
ア
ル
ト
ー
最
晩
年
の
ゴ
ッ
ホ
論
と
相
似
形
を
な
す

こ
と
、
ま
た
夏
目
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』（
一
九
一
四
年
）が
、
ハ
ー
ン
の
『K

okoro

』
の
影
響
下
に
書
か
れ
た
だ
ろ

う
こ
と
を
述
べ
た
。
前
近
代
の
「
こ
こ
ろ
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
前
近
代
の
物
語
の
語
り
の
主
体
に
つ
い
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て
考
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
語
り
の
視
点
（point-of-view

）と
い
う
概
念
を
提
示
し
た
の
は
、
漱
石

の
『
文
学
論
』
で
も
言
及
さ
れ
る
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
で
あ
る
。
語
り
の
視
点
と
、
そ
の
座
標
軸
と
な
る
主

体
／
自
我
を
意
識
化
・
方
法
化
す
る
過
程
と
し
て
日
本
の
近
代
小
説
史
は
あ
る
。
そ
ん
な
明
治
三
〇
年
代
以
後
の

小
説
史
と
対
比
す
る
か
た
ち
で
、
前
近
代
の
物
語
の
「
視
点
の
な
い
語
り
」
の
あ
り
方
を
述
べ
、
ま
た
そ
の
よ
う

な
物
語
の
語
り
が
、
近
世
の
出
版
メ
デ
ィ
ア
と
と
も
に
出
現
し
た
「
作
者
」
概
念
と
ど
う
切
り
結
ん
だ
か
も
、
本

書
Ⅰ
で
考
え
た
問
題
で
あ
る
。

Ⅱ　

近
代
小
説
と
物
語

　

泉
鏡
花
の
初
期
小
説
の
現
実
（
現
世
）認
識
の
あ
り
方
が
、
同
時
期
の
近
代
小
説
の
そ
れ
と
い
か
に
距
離
が
あ
る

か
を
、
物
語
の
文
体
の
問
題
と
し
て
述
べ
た
。
鏡
花
の
小
説
文
体
を
さ
さ
え
る
の
は
、
そ
の
口
語
体
の
背
後
に
あ

る
謡
曲
や
和
歌
・
和
文
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
そ
ん
な
雅
俗
折
衷
で
つ
づ
ら
れ
る
鏡
花
の
小
説
（
物
語
）文
体
が
、

か
れ
の
幼
少
期
の
主
体
形
成
の
物
語
と
相
似
形
を
な
す
こ
と
、
そ
れ
ら
鏡
花
の
半
自
伝
的
な
物
語
が
、
近
代
の
エ

デ
ィ
プ
ス
的
な
主
体
形
成
の
物
語
を
反
転
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
鏡
花
作
品
で
語
ら
れ
る
蝶
の

隠メ
タ
フ
ァ
ー喩
が
民
間
の
伝
承
世
界
と
関
わ
り
、
北
村
透
谷
が
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）に
発
表
し
た
蝶
三
部
作
の
詩
の
世

界
と
相イ

ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル

互
引
用
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
透
谷
の
『
蓬
萊
曲
』
の
テ
ー
マ
で
あ
る
他
界
と
「
音
楽
」
の

関
わ
り
を
考
え
る
こ
と
か
ら
、
近
代
の
「
日
本
」
と
い
う
主
体
が
確
立
し
て
ゆ
く
過
程
で
ノ
イ
ズ
と
し
て
排
除
さ

れ
た
透
谷
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
他
界
が
、
や
が
て
鏡
花
と
い
う
才
能
と
出
会
う
こ
と
で
、
「
わ
れ
わ
れ
」
日
本

人
の
平
穏
な
共
同
性
を
お
び
や
か
す
異
界
、
さ
ら
に
は
魔
界
の
相
貌
を
み
せ
は
じ
め
る
こ
と
を
述
べ
た
。
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Ⅲ　

物
語
の
声
と
身
体

　

物
語
を
読
む
（
音
読
す
る
）声
は
、
日
常
的
・
自
己
同
一
的
な
主
体
を
超
え
出
る
契
機
で
あ
る
。
音
声
言
語
が
、

意
識
主
体
と
し
て
の
〈
自
己
〉の
現
前
性
を
保
証
す
る
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
西
欧
形
而
上
学
の
（
世
界
史
的
に

み
れ
ば
ロ
ー
カ
ル
な
）思
考
の
伝
統
で
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
『
平
家
物
語
』
を
朗
読
す
る
声
が
現
前

さ
せ
る
の
は
、
「
平
家
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
歴
史
（
記
憶
）を
伝
承
し
て
き
た
匿
名
的
で
集
合
的
な
主
体
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
声
の
ユ
ニ
ゾ
ン
（
唱
和
）に
関
連
し
て
、
中
世
の
念
仏
合
唱
の
声
が
、
や
が
て
憑
依
と
変
身
の
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
と
な
り
、
中
世
的
な
祭
祀
劇
で
あ
る
能
を
生
み
だ
し
た
こ
と
、
派
手
な
仮
装
や
異
性
装
を
と
も
な
う
念

仏
合
唱
と
群
舞
の
熱オ

ル
ギ
ー狂
が
、
近
世
の
歌
舞
伎
劇
を
発
生
さ
せ
た
こ
と
、
さ
ら
に
合
唱
と
群
舞
の
非
日
常
的
な
声
と

身
体
を
介
し
て
、
近
代
日
本
の
新
た
な
社
会
編
制
が
創
出
さ
れ
た
仕
組
み
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
し
て
近
代
の
国

民
大
衆
が
創
出
さ
れ
る
過
程
で
発
生
し
た
口

リ
テ
ラ
チ
ュ
ア

･

オ
ー
ラ
ル承
文
学
の
浪
花
節
（
と
そ
の
周
辺
芸
能
）が
、
柳
田
民
俗
学
の
考
察

対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
意
味
に
つ
い
て
考
え
、
幕
末
か
ら
明
治
以
後
の
声

ナ
ラ
テ
ィ
ブ

･

オ
ー
ラ
ルの
物
語
の
世
界
が
、
日
本
の
「
近
代
」

を
捉
え
か
え
す
一
つ
の
起
点
と
な
り
う
る
こ
と
を
述
べ
た
。

Ⅳ　

物
語
／
テ
ク
ス
ト
／
歴
史

　

中
世
以
前
の
物
語
テ
ク
ス
ト
は
読
ま
れ
、
書
き
写
さ
れ
る
過
程
で
、
読
み
手
（
書
き
手
）の
声
の
介
入
を
許
容
し

て
し
ま
う
。
そ
ん
な
不
定
形
な
テ
ク
ス
ト
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
証
本
（
拠
り
所
と
な
る
正
本
）は
つ
く
ら
れ
る
。

そ
し
て
い
っ
た
ん
つ
く
ら
れ
た
証
本
は
、
つ
ぎ
つ
ぎ
の
読
み
手
（
女
性
読
者
）の
テ
ク
ス
ト
へ
の
介
入
を
抑
制
す
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
王
朝
末
期
の
貴
族
社
会
が
、
し
だ
い
に
男
性
中
心
の
「
家
」
社
会
と
な
り
、
ま
た
承
久
の
乱



xvii　　はじめに

（
一
二
二
一
年
）後
の
危
機
的
な
政
治
状
況
に
あ
っ
て
、
か
れ
ら
が
み
ず
か
ら
の
文
化
的
過
去
を
単
一
の
も
の
と
し
て

同
定
し
よ
う
と
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
力
学
が
作
用
し
て
い
た
。
物
語
証
本
の
成
立
を
め
ぐ
る
政ポ

リ
テ
ィ
ク
ス

治
学

は
、
一
四
世
紀
の
『
平
家
物
語
』
正

し
ょ
う

本ほ
ん（

証
本
に
同
じ
）の
成
立
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
と
く
に
『
平
家
』
の
ば
あ

い
、
テ
ク
ス
ト
の
生
成
は
、
制
度
的
な
言

デ
ィ
ス
ク
ー
ル

表
と
し
て
の
「
歴
史
」
の
生
成
問
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
近

世
・
近
代
の
「
日
本
人
」
の
自
己
認
識
（
歴
史
認
識
）の
基
盤
と
も
な
っ
た
『
平
家
物
語
』
は
、
制
度
化
さ
れ
る
物

語
テ
ク
ス
ト
の
問
題
を
典
型
的
な
か
た
ち
で
み
せ
て
お
り
、
『
平
家
』
の
語
る
物
語
／
歴
史
が
、
戦
後
（
第
二
次
大

戦
後
）の
歴
史
学
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。

　

も
の
が
た
り
（
物
語
）と
い
う
日
本
語
の
最
低
限
の
定
義
を
い
え
ば
、
始
め
と
終
わ
り
の
あ
る
ひ
と
ま
と
ま
り
の

言
述
で
あ
る
。
「
ひ
と
ま
と
ま
り
」
と
は
、
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
だ
が
、
思
想
や
文
学
の
批
評
の
世
界
で
は
、
「
物

語
」
は
、
制
度
化
さ
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
（
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
い
う
言

デ
ィ
ス
ク
ー
ル
説
）の
意
味
で
使
わ
れ
る
。

　

わ
た
し
も
、
と
き
に
そ
ん
な
意
味
合
い
で
「
物
語
」
の
語
を
使
用
し
て
い
る
。
だ
が
、
本
書
は
、
中
世
か
ら
近

世
・
近
代
に
い
た
る
も
の
が
た
り
（
物
語
）の
後
景
に
あ
る
「
も
の
」
を
前
景
化
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。
前
近
代

の
も
の
が
た
り
と
、
近
代
を
形
成
し
た
「
物
語
」
、
ま
た
近
代
の
「
物
語
」
に
あ
ら
が
う
「
も
の
」
の
ゆ
く
え
に

つ
い
て
述
べ
る
本
書
の
標
題
を
、
『
物
語
の
近
代　

王
朝
か
ら
帝
国
へ
』
と
し
た
理
由
で
あ
る
。
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主
体
／
自
我
と
い
う
病



ラ
フ
カ
ディ
オ
・ハ
ーン
と
近
代
の「
自
我
」

一
　
声
の
記
憶

　

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
小
泉
八
雲
）が
、
神
戸
に
住
ん
で
い
た
こ
ろ
の
で
き
ご
と
を
書
い
た
文
章
に
、
「
門

つ
け
（A

 Street Singer

）
」
と
い
う
小
篇
が
あ
る
。
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）年
に
ロ
ン
ド
ン
と
ボ
ス
ト
ン
で
出
版

さ
れ
た
『
こ
こ
ろ
（K

okoro

）
』
に
収
め
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
。

　

あ
る
日
、
ハ
ー
ン
の
家
に
、
小
さ
な
男
の
子
を
連
れ
た
女
の
三
味
線
弾
き
が
や
っ
て
き
た
。
不
器
量
な
う
え
に

疱
瘡
の
あ
ば
た
の
跡
の
あ
る
女
は
、
ふ
た
目
と
見
ら
れ
ぬ
よ
う
な
容
貌
で
あ
る
。
女
は
盲
人
だ
っ
た
。

　

だ
が
、
や
お
ら
三
味
線
を
弾
い
て
う
た
い
だ
す
と
、
女
の
「
引
き
つ
っ
た
よ
う
な
醜
い
く
ち
び
る
か
ら
、
ま
る

で
思
い
も
か
け
な
い
奇
蹟
の
よ
う
な
声
」
が
流
れ
で
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
と
き
の
ハ
ー
ン
の
感
懐
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
記
さ
れ
る1
。
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ラ
フ
カ
ディ
オ
・ハ
ーン
と
近
代
の「
自
我
」

一
　
声
の
記
憶

　

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
小
泉
八
雲
）が
、
神
戸
に
住
ん
で
い
た
こ
ろ
の
で
き
ご
と
を
書
い
た
文
章
に
、
「
門

つ
け
（A

 Street Singer

）
」
と
い
う
小
篇
が
あ
る
。
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）年
に
ロ
ン
ド
ン
と
ボ
ス
ト
ン
で
出
版

さ
れ
た
『
こ
こ
ろ
（K
okoro

）
』
に
収
め
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
。

　

あ
る
日
、
ハ
ー
ン
の
家
に
、
小
さ
な
男
の
子
を
連
れ
た
女
の
三
味
線
弾
き
が
や
っ
て
き
た
。
不
器
量
な
う
え
に

疱
瘡
の
あ
ば
た
の
跡
の
あ
る
女
は
、
ふ
た
目
と
見
ら
れ
ぬ
よ
う
な
容
貌
で
あ
る
。
女
は
盲
人
だ
っ
た
。

　

だ
が
、
や
お
ら
三
味
線
を
弾
い
て
う
た
い
だ
す
と
、
女
の
「
引
き
つ
っ
た
よ
う
な
醜
い
く
ち
び
る
か
ら
、
ま
る

で
思
い
も
か
け
な
い
奇
蹟
の
よ
う
な
声
」
が
流
れ
で
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
と
き
の
ハ
ー
ン
の
感
懐
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
記
さ
れ
る1
。
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そ
れ
は
、
目
に
見
え
な
い
も
の
を
切
な
い
ほ
ど
追
い
求
め
る
気
持
、
と
で
も
い
っ
た
ら
よ
か
ろ
う
か
。
ま
る

で
な
に
か
目
に
は
見
え
な
い
物
柔
ら
か
な
も
の
が
、
自
分
の
身
の
ま
わ
り
に
ひ
た
ひ
た
と
押
し
寄
せ
て
き
て
、

お
の
の
き
慄
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
と
う
に
忘
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
時
と
場
所
と
の
感

覚
が
、
あ
や
し
い
物
の
怪け

の
よ
う
な
感
じ
と
打
ち
ま
じ
っ
て
、
そ
こ
は
か
と
な
く
、
心
に
蘇
っ
て
く
る
の
だ

っ
た
。
そ
の
感
じ
は
、
た
だ
の
生
き
て
い
る
記
憶
の
な
か
の
時
と
場
所
と
の
感
じ
と
は
、
ぜ
ん
ぜ
ん
別
種
の

も
の
で
あ
っ
た
。

　

平
井
呈
一
の
み
ご
と
な
訳
文
に
も
よ
る
だ
ろ
う
が
、
「
目
に
は
見
え
な
い
物
柔
ら
か
な
も
の
が
、
自
分
の
身
の

ま
わ
り
に
ひ
た
ひ
た
と
押
し
寄
せ
て
」
く
る
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。

　

三
味
線
弾
き
の
女
が
連
れ
て
い
た
子
ど
も
か
ら
唄
本
を
買
っ
た
ハ
ー
ン
は
、
そ
の
歌
詞
の
一
節
を
紹
介
し
て
い

る
。
大
阪
で
起
き
た
心
中
事
件
を
う
た
っ
た
そ
の
歌
詞
は
、
い
わ
ゆ
る
ク
ド
キ
（
口
説
）で
あ
る
。

　

ク
ド
キ
は
、
七
七
調
な
い
し
は
七
五
調
の
歌
詞
を
、
単
調
な
朗
誦
的
旋
律
の
く
り
か
え
し
で
歌
い
語
る
ス
ト
ロ

ー
フ
ィ
ッ
ク
（strophic

）な
歌
謡
形
式
の
総
称2
。
と
く
に
盲
目
の
女
三
味
線
弾
き
（
瞽ご

女ぜ

）が
伝
え
た
ク
ド
キ
は
、

瞽
女
唄
と
も
い
わ
れ
、
越
後
の
瞽
女
が
う
た
う
ク
ド
キ
は
、
今
日
で
も
市
販
の
Ｃ
Ｄ
な
ど
で
容
易
に
聞
く
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
種
の
三
味
線
俗
謡
に
ハ
ー
ン
が
少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
、
『
こ
こ
ろ
』
の
付
録

と
し
て
、
「
三
つ
の
俗
謡
」
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
の
だ
。

　

門
つ
け
の
女
三
味
線
弾
き
の
声
の
秘
密
に
つ
い
て
考
え
る
ハ
ー
ン
は
、
か
つ
て
ロ
ン
ド
ン
に
住
ん
で
い
た
こ
ろ
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の
記
憶
を
喚
び
お
こ
す
。
二
五
年
ほ
ど
ま
え
の
あ
る
夏
の
宵
、
ロ
ン
ド
ン
の
公
園
で
、
ひ
と
り
の
少
女
が
、
だ
れ

か
に
「
こ
ん
ば
ん
は
（Good night

）
」
と
い
う
の
を
聞
い
た
、
そ
の
声
の
記
憶
で
あ
る
。

そ
の
後
、
百
の
季
節
が
移
り
去
っ
た
の
ち
に
な
っ
て
も
、
い
ま
だ
に
そ
の
少
女
の
「
こ
ん
ば
ん
は
」
を
思
い

出
す
と
、
わ
た
く
し
は
、
な
に
か
心
の
浮
き
た
つ
よ
う
な
、
同
時
に
、
な
に
か
胸
を
緊
め
つ
け
ら
れ
る
よ
う

な
、
こ
の
ふ
た
つ
の
気
も
ち
が
ふ
し
ぎ
に
交
錯
し
た
、
あ
る
あ
や
し
い
心
も
ち
を
唆
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

―

こ
の
快
感
と
哀
感
と
は
、
こ
れ
は
疑
い
も
な
く
、
わ
た
く
し
の
も
の
で
は
な
い
。
げ
ん
に
、
こ
こ
に
い

ま
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
わ
た
く
し
の
も
の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
わ
た
く
し
が
こ
の
世
に
生
を
享
け
る

ま
え
の
、
つ
ま
り
、
前
世
か
ら
の
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

女
三
味
線
弾
き
の
う
た
声
に
よ
っ
て
喚
び
お
こ
さ
れ
た
「
と
う
に
忘
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
時
と
場
所
と
の
感

覚
」
は
、
こ
こ
で
は
、
「
わ
た
く
し
が
こ
の
世
に
生
を
享
け
る
ま
え
の
、
つ
ま
り
、
前
世
か
ら
の
も
の
」
と
い
い

か
え
ら
れ
て
い
る
。

　

あ
る
な
つ
か
し
い
声
が
、
個
人
的
な
経
験
を
超
え
た
遠
い
「
時
と
場
所
と
の
感
覚
」
を
喚
び
お
こ
す
。
そ
れ
は

ハ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
人
と
し
て
「
こ
の
世
に
生
を
享
け
る
ま
え
の
、
つ
ま
り
、
前
世
」
か
ら
の
「
快
感
と
哀
感
」

の
記
憶
で
あ
る
。

　
「
私
」
と
い
う
存
在
は
、
未
生
以
前
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
と
し
て
あ
る
。
ハ
ー
ン
の
文
学
が
い
ま
も
よ
く
読
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ま
れ
る
の
は
（
ハ
ー
ン
の
文
章
は
、
日
本
人
の
読
者
を
想
定
し
て
書
か
れ
て
い
な
い
の
だ
が
）
、
か
れ
の
文
章
に
た

だ
よ
う
こ
う
し
た
惻
々
と
し
た
哀
感
が
、
現
代
の
わ
た
し
た
ち
に
も
、
あ
る
な
つ
か
し
い
「
時
と
場
所
」
の
記
憶

を
喚
び
お
こ
す
か
ら
だ
ろ
う
。

二
　「
自
我
」の
観
念

　

ハ
ー
ン
の
『
こ
こ
ろ
』
に
は
、
こ
の
「
時
と
場
所
」
の
分
析
を
こ
こ
ろ
み
た
文
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
前

世
の
観
念
（T

he Idea of Pre-existence

）
」
と
い
う
文
章
で
あ
る
。

　

ハ
ー
ン
が
観
察
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
日
本
人
は
、
「
因
果
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
…
…
」
「
お
ま
え
は
因
果
な
や
つ

だ
…
…
」
「
な
ん
の
因
果
で
お
ま
え
の
よ
う
な
や
つ
と
…
…
」
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
「
因
果
」
と
い
う
こ
と
ば
を
よ

く
口
に
す
る
。
日
本
人
の
心
意
に
、
前
世
か
ら
の
因
果
と
い
う
観
念
が
浸
透
し
て
お
り
、
日
本
の
庶
民
は
、
自
分

と
い
う
存
在
が
前
世
と
ひ
と
つ
づ
き
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
日
常
的
に
感
じ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

　

ハ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
「
我エ

ゴ

」
は
、
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
（
分
割
不
可
能
）な
「
個
」
と

し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
現
世
の
自
分
は
、
前
世
の
行
為
と
思
念
の
寄
り
あ
つ
ま
り
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
カ
ル
マ
（
業ご

う

）と
い
う
「
仏
教
流
の
解
釈
」
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
「
神
道
流
の
解
釈
（
一
種
奇
怪
な
霊
魂

の
分
裂
繁
殖
説
）
」
に
よ
る
に
し
て
も
、
「
自
分
と
い
う
も
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
か
ら
集
ま
り
成
っ
た
合
成

体
」
で
あ
り
、
「
日
本
で
は
、
こ
の
信
念
が
一
般
に
行
き
渡
っ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
充
分
に
見
と
ど
け
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て
き
て
い
る
」
と
い
う
。

　

た
と
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
が
雪
を
い
た
だ
い
た
高
山
を
遠
く
な
が
め
た
と
き
、
あ
る
い
は
海
辺
に
た
た
ず
ん
で

永
遠
に
と
ど
ろ
く
潮
騒
の
ざ
わ
め
き
を
耳
に
し
た
と
き
の
、
あ
の
言
い
し
れ
ぬ
畏
怖
の
念
を
と
も
な
う
崇
高
な
感

情
も
、
個
人
的
な
知
覚
や
感
情
と
い
う
こ
と
で
は
、
と
う
て
い
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、

「
ど
ん
な
ば
あ
い
に
も
、
感
情
の
ご
く
深
い
波
は
、
け
っ
し
て
個
人
的
な
も
の
で
は
な
い
。
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、

人
間
が
生
き
て
き
た
祖
先
の
生
の
海
か
ら
、
ほ
う
は
い
と
し
て
打
ち
寄
せ
て
く
る
も
の
」
で
あ
る
。

　

ハ
ー
ン
は
ま
た
、
自
分
と
い
う
存
在
を
「
無
量
無
数
の
前
世
の
行
為
と
思
念
の
集
合
体
」
と
み
る
「
我エ

ゴ

」
の
観

念
は
、
じ
つ
は
科
学
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
知
見
と
も
合
致
す
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　

当
時
最
新
の
科
学
知
識
だ
っ
た
進
化
論
や
遺
伝
学
、
ま
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
哲
学
な
ど
を
引
用
し
な
が

ら
、
前
世
と
い
う
も
の
が
、
け
っ
し
て
妖
怪
話
の
よ
う
な
荒
唐
無
稽
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
る
の
だ
が
、

一
九
世
紀
の
ス
ペ
ン
サ
ー
の
心
理
学
を
引
用
し
て
い
わ
れ
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
ば
も
、
ハ
ー
ン
の
文
脈
の
な
か

に
置
か
れ
る
と
、
た
ん
な
る
近
代
主
義
と
い
っ
て
は
す
ま
さ
れ
な
い
特
別
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
ひ
び
い
て
く

る
。

人
間
の
脳
髄
と
は
、
生
命
の
進
化
の
う
ち
に
、
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
と
い
う
有
機
体
に
達
す
る
ま
で
の
、

幾
つ
も
の
有
機
体
の
進
化
の
う
ち
に
受
け
た
、
限
り
な
い
無
数
の
経
験
の
組
織
化
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
。

 

（
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
『
心
理
学
原
理
』
）
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肉
体
は
も
ち
ろ
ん
、
霊ソ
ウ
ル魂

も
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
で
説
か
れ
る
よ
う
な
不
滅
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
未
生

以
前
の
無
量
劫
の
経
験
と
記
憶
か
ら
な
る
複
合
体
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
の
組
み
合
わ
せ
が
解
消
し
、
肉
体
や
霊
魂

は
ほ
ろ
ん
で
も
、
ま
た
つ
ぎ
の
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
転て

ん

生し
ょ
うと

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

自
我
の
あ
り
よ
う
は
、
い
ず
れ
は
、
西
欧
の
「
個
性
」
や
「
人
格
」
と
い
っ
た
「
ケ
チ
臭
い
（crude

）
」
観
念
を

駆
逐
す
る
だ
ろ
う
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

科
学
の
知
見
に
て
ら
し
て
日
本
人
（
庶
民
）の
心
意
の
正
当
化
を
こ
こ
ろ
み
る
ハ
ー
ン
の
企
て
の
当
否
は
、
わ
た

し
に
は
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
こ
ん
に
ち
の
大
脳
生
理
学
な
ど
は
、
ハ
ー
ン
に
ち
か
い
立
場
を
と
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
理
性
主
体
の
意
識
存
在
と
し
て
モ
デ
ル
化
さ
れ
る
近
代
の
「
自
我
」
の
観
念
を
、

庶
民
の
心
意
伝
承
を
起
点
に
し
て
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
そ
の
企
て
の
先
駆
性
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る

の
だ
。

　

日
本
人
の
霊ソ

ウ
ル魂
や
自エ

ゴ我
の
あ
り
よ
う
に
か
ん
し
て
、
い
ま
も
支
配
的
な
言
説
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
対
抗

的
な
言
説
も
ふ
く
め
て
、
柳
田
國
男
の
民
俗
学
で
あ
る
。
「
新
国
学
」
を
提
唱
し
、
常
民
の
心
意
伝
承
か
ら
仏
教

的
要
素
を
除
外
し
た
柳
田
の
霊
魂
研
究
の
帰
結
は
、
『
先
祖
の
話
』（
一
九
四
六
年
）で
あ
る
。

　

だ
が
、
祖
霊
信
仰
に
一
元
的
に
集
約
さ
れ
て
ゆ
く
柳
田
の
霊
魂
観
は
、
ハ
ー
ン
が
報
告
し
た
よ
う
な
明
治
二
〇

年
代
（
近
代
日
本
の
国
民
国
家
が
確
立
さ
れ
る
以
前
）の
庶
民
の
心
意
と
は
、
か
な
り
隔
た
り
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
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東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
で
農
政
学
を
修
め
、
や
が
て
農
商
務
省
の
官
吏
と
な
る
柳
田
は
、
明
治
二
〇
年
代
は
、

詩
や
短
歌
を
『
文
学
界
』
『
し
が
ら
み
草
紙
』
な
ど
に
投
稿
す
る
ロ
マ
ン
主
義
詩
人
だ
っ
た
。
ほ
ぼ
そ
の
こ
ろ
、

松
江
か
ら
熊
本
、
神
戸
、
東
京
と
移
り
住
み
、
日
本
人
の
心
意
に
未
生
以
前
の
「
時
と
場
所
」
の
感
覚
を
み
い
だ

し
た
ハ
ー
ン
が
、
や
が
て
柳
田
が
学
ぶ
こ
と
に
な
る
一
九
世
紀
西
欧
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
民
俗
学
に
も
精
通
し
て
い

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

三
　
ア
ル
ト
ー
の「
耳
な
し
芳
一
」

　

日
本
の
庶
民
の
生
活
感
覚
か
ら
、
ハ
ー
ン
が
「
前
世
」
の
観
念
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、

声
に
た
い
す
る
か
れ
の
独
特
な
感
受
性
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
盲
目
の
女
三
味
線
弾
き
の
う
た
声
で
あ
り
、
ロ
ン

ド
ン
の
公
園
で
聞
い
た
少
女
の
「
こ
ん
ば
ん
は
（Good night

）
」
と
い
う
声
の
記
憶
で
あ
る
。
片
目
に
障
害
の
あ

っ
た
ハ
ー
ン
が
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
世
界
に
関
心
を
寄
せ
る
「
耳
の
人
」
だ
っ
た
こ
と
は
、
平
川
祐
弘
が
述
べ

て
い
る3
。

　

ハ
ー
ン
の
『
怪
談
』
や
『
骨
董
』
な
ど
に
収
め
ら
れ
た
怪
異
談
の
脚
色
に
、
ハ
ー
ン
の
妻
、
小
泉
節
子
の
声
が

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る4
。
書
物
に
書
か
れ
た
話
も
、
節
子
の
声
に
お
き
か
え
て

く
り
か
え
し
話
さ
せ
、
そ
れ
を
ハ
ー
ン
は
英
文
に
写
し
て
い
っ
た
。
有
名
な
「
耳
な
し
芳
一
の
話
」
や
「
雪
女
」

は
、
ハ
ー
ン
夫
妻
の
合
作
と
も
い
え
る
た
く
み
な
脚
色
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
だ
。
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と
こ
ろ
で
、
ハ
ー
ン
の
『
怪
談
（K

w
aidan

）
』
が
ボ
ス
ト
ン
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
一
九
〇

四
（
明
治
三
七
）年
で
あ
る
。
そ
の
六
年
後
に
、
パ
リ
で
フ
ラ
ン
ス
語
版
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
の

「
耳
な
し
芳
一
の
話
」
を
読
み
、
リ
メ
イ
ク
版
の
短
篇
小
説
「
哀
れ
な
楽
師
の
驚
異
の
冒
険
（Lʼétonnante A

ven-
ture du Pauvre M

usicien

）
」
を
書
い
た
の
は
、
現
代
の
演
劇
と
思
想
界
に
多
大
な
影
響
を
あ
た
え
つ
づ
け
て

い
る
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
で
あ
る
。

　

こ
の
ア
ル
ト
ー
版
の
耳
な
し
芳
一
で
は
、
芳
一
の
も
と
へ
最
初
に
死
霊
の
使
い
が
お
と
ず
れ
る
場
面
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る5
。

　

芳
一
は
空
の
ま
ば
た
き
も
見
ず
、
古
い
寺
が
そ
そ
り
立
つ
す
ぐ
わ
き
の
海
も
見
え
な
か
っ
た
が
、
や
っ
て

来
つ
つ
あ
っ
た
夜
の
動
き
あ
る
魔
法
は
、
大
気
に
戦
慄
と
見
え
な
い
存
在
の
物
音
の
よ
う
な
も
の
を
伝
え
て

い
た
。
そ
し
て
盲
目
の
楽
師
は
、
か
く
れ
た
魔
物
や
伝
説
的
な
平
家
の
者
ど
も
の
飛
び
交
う
の
を
感
じ
て
い

た
。
そ
れ
ら
が
通
り
す
ぎ
る
と
芳
一
の
肌
に
不
思
議
な
衝
撃
が
伝
わ
る
の
だ
っ
た
。

　

芳
一
は
、
怖
く
な
っ
た
。
人ひ

と

気け

の
な
い
寺
は
眠
り
込
ん
で
い
た
。
海
面
は
と
き
に
死
者
た
ち
の
も
の
の
よ

う
な
溜
め
息
を
洩
ら
す
の
だ
っ
た
。
う
ず
く
ま
り
、
愛
用
の
琵
琶
を
抱
き
し
め
、
顔
を
の
け
ぞ
ら
せ
、
貧
弱

な
壁
に
も
た
れ
て
、
芳
一
は
待
っ
て
い
た
。
サ
ム
ラ
イ
の
横
柄
な
声
が
芳
一
の
名
を
呼
ん
だ
の
は
こ
の
瞬
間

だ
っ
た
。
あ
た
か
も
事
物
の
本
質
か
ら
立
ち
の
ぼ
っ
て
来
た
声
の
よ
う
に
。
声
は
一
度
芳
一
の
名
を
呼
び
、

次
い
で
も
う
一
度
呼
ん
だ
。


