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北
村
透
谷
の
政
治
的
バ
イ
ロ
ン
熱

――
「
虛
榮
村
の
住
民
」「
兆
民
居
士
安
く
に
か
あ
る
」
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
を
中
心
に

菊　

池　

有　

希

は
じ
め
に

北
村
透
谷
が
バ
イ
ロ
ン
の
「
負
の
ロ
マ
ン
主
義
」（N

egative R
om

anticism

）
1
（

）
に
強
く
共
鳴
し
、
そ
れ
を
自
身
の
作
品
世
界
の
中
に
様
々

な
か
た
ち
で
受
容
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
透
谷
は
、
バ
イ
ロ
ン
の
「
負
の
ロ
マ
ン
主
義
」
の
気
分
が
最
も
濃
厚
に
表
れ

た
作
品
と
言
え
る
『
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
』M

anfred

（
一
八
一
七
年
）
を
特
に
読
み
込
み
、
そ
れ
を
下
敷
き
に
し
て
劇
詩
『
蓬
萊
曲
』（
明
治

二
四
年
）
を
書
き
、
ま
た
そ
の
他
の
作
品
に
お
い
て
そ
の
一
部
イ
メ
ー
ジ
を
積
極
的
に
摂
取
・
引
用
し
た
の
で
あ
っ
た
）
2
（

。
透
谷
に
と
っ
て
バ

イ
ロ
ン
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
厭
世
と
懐
疑
と
絶
望
の
詩
人
、
透
谷
流
の
言
葉
で
言
え
ば
「
厭
世
詩
家
」（「
厭
世
詩
家
と
女
性
」、『
女
學
雜

誌
』
第
三
〇
三
號
・
第
三
〇
五
號
、
明
治
二
五
年
二
月
）
の
代
表
格
で
あ
り
、
透
谷
は
こ
の
よ
う
な
内
向
性
の
軸
に
傾
い
た
バ
イ
ロ
ン
観

を
、
ま
た
そ
れ
に
基
づ
く
バ
イ
ロ
ン
像
を
、
バ
イ
ロ
ン
の
「
負
の
ロ
マ
ン
主
義
」
へ
の
心
酔
（
＝
厭
世
的
バ
イ
ロ
ン
熱
）
を
深
め
て
ゆ
く
中

で
固
定
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
）
3
（

。

し
か
し
な
が
ら
透
谷
は
、
単
に
バ
イ
ロ
ン
を
、
自
己
と
世
界
と
の
間
に
あ
る
深
淵
を
前
に
悲
観
し
内
向
す
る
厭
世
的
自
我
詩
人
と
し
て
の



275 北村透谷の政治的バイロン熱

み
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
透
谷
に
と
っ
て
の
バ
イ
ロ
ン
が
、「
厭
世
詩
家
」
の
相
貌
を
色
濃
く
持
っ
て
い
た
こ
と
そ
れ
自
体
は
間

違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
以
降
の
透
谷
の
バ
イ
ロ
ン
言
説
を
検
討
し
て
み
る
と
、
透
谷
が
バ
イ
ロ
ン
の
別
の
面
を

も
見
据
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
自
己
と
世
界
と
の
間
に
あ
る
深
淵
を
前
に
た
だ
内
向
す
る
の
で
は
な
く
、
世
界
に
対
し
て
決

然
と
し
た
態
度
を
取
る
バ
イ
ロ
ン
の
外
向
的
な
面
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
た
節
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

透
谷
が
見
据
え
て
い
た
バ
イ
ロ
ン
の
こ
の
外
向
的
な
面
は
、
現
実
世
界
の
具
体
的
な
状
況
の
只
中
に
果
敢
に
自
己
を
投
げ
出
し
て
ゆ
く
バ

イ
ロ
ン
の
政
治
的
な
面
に
連
な
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
バ
イ
ロ
ン
の
こ
の
政
治
的
な
面
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
年
代
中
頃
か
ら
明
治
二
十

年
代
初
頭
に
か
け
て
の
時
期
、
東
海
散
士
、
中
江
兆
民
、
德
冨
蘇
峰
、
長
澤
別
天
な
ど
、
政
治
的
意
識
・
社
会
的
意
識
を
鋭
く
持
っ
た
様
々

な
思
想
的
立
場
の
言
論
人
が
注
意
を
払
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
）
4
（

。
透
谷
の
言
論
活
動
が
本
格
化
す
る
の
は
明
治
二
十
年
代
半
ば

以
降
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
が
バ
イ
ロ
ン
に
論
及
し
て
い
た
時
期
と
は
若
干
の
ず
れ
が
あ
る
。
だ
が
透
谷
は
、
明
治
十
年
代
半
ば
か
ら
後
半
に

か
け
て
の
時
期
、
い
ま
だ
言
論
活
動
を
開
始
し
て
は
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
自
由
民
権
運
動
の
盛
り
上
が
り
を
背
景
と
し
た
当
時
の
政
治
熱

に
感
化
さ
れ
、
年
少
の
身
な
が
ら
民
権
壮
士
ら
と
積
極
的
に
交
わ
る
な
ど
、
政
治
的
意
識
の
強
度
と
い
う
点
で
は
彼
ら
先
輩
格
の
言
論
人
に

勝
る
と
も
劣
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
透
谷
の
政
治
へ
の
関
心
は
、
笹
渕
友
一
が
戸
川
秋
骨
、
巖
本
善
治
ら
同
時
代
人
の
証
言
を
引

き
な
が
ら
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
透
谷
の
生
涯
全
体
に
亘
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
）
5
（

。

透
谷
に
お
け
る
政
治
的
意
識
と
そ
の
バ
イ
ロ
ン
観
と
の
関
わ
り
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
笹
渕
友
一
が
、
民
権
壮
士
の
首
領
を
主
人

公
と
し
た
物
語
詩
『
楚
囚
之
詩
』（
明
治
二
二
年
）
が
バ
イ
ロ
ン
の
物
語
詩
『
シ
ヨ
ン
の
囚
人
』T

he Prisoner of C
hillon

（
一
八
一
六
年
）

に
大
き
く
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
、
透
谷
自
身
の
政
治
的
・
社
会
的
・
倫
理
的
意
識
に
基
づ
く
、
自
由
解
放
の
英
雄
詩
人
と
し
て
の

バ
イ
ロ
ン
へ
の
関
心
の
表
れ
を
読
み
取
っ
て
い
る
）
6
（

。
ま
た
、
吉
武
好
孝
も
笹
渕
と
同
様
の
見
方
を
示
し
）
7
（

、
自
由
民
権
運
動
家
と
し
て
の
透
谷

の
「
革
命
児
の
情
熱
に
火
を
つ
け
燃
え
立
せ
た
英
米
の
作
家
た
ち
が
、
エ
マ
ソ
ン
、
バ
イ
ロ
ン
ら
だ
っ
た
」
と
述
べ
つ
つ
、
透
谷
の
急
進
的

な
政
治
的
意
識
と
バ
イ
ロ
ン
の
そ
れ
と
の
交
感
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
）
8
（

。
こ
の
笹
渕
、
吉
武
の
両
者
と
も
、『
楚
囚
之
詩
』
執
筆
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時
、
透
谷
の
中
で
政
治
的
意
識
が
な
お
強
く
あ
っ
た
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
そ
の
上
で
、
バ
イ
ロ
ン
の
外
向
的
な
面
と
透
谷
の
外
向
的
な
面

と
が
共
鳴
し
た
結
果
『
楚
囚
之
詩
』
が
物
さ
れ
た
の
だ
、
と
解
釈
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
一
方
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
笹
渕
や
吉
武
と
は
逆
の
見
解
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
佐
藤
善
也
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
く

透
谷
の
自
由
主
義
の
精
神
と
、
キ
リ
ス
ト
教
に
反
抗
的
だ
っ
た
バ
イ
ロ
ン
の
自
由
主
義
の
精
神
と
は
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

し
た
上
で
、『
楚
囚
之
詩
』
執
筆
時
、
透
谷
は
バ
イ
ロ
ン
の
政
治
的
な
面
に
対
し
て
関
心
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
、
と
論
じ
て
い
る
）
9
（

。
つ
ま

り
、『
楚
囚
之
詩
』
に
お
け
る
『
シ
ヨ
ン
の
囚
人
』
受
容
が
バ
イ
ロ
ン
の
政
治
的
な
面
に
対
す
る
関
心
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

か
否
か
に
つ
い
て
は
、
論
者
の
間
で
い
ま
な
お
大
き
な
見
解
の
相
違
が
あ
り
、
一
定
の
同
意
が
い
ま
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
状

な
の
で
あ
る
。

こ
の
『
楚
囚
之
詩
』
に
お
け
る
『
シ
ヨ
ン
の
囚
人
』
受
容
の
問
題
に
つ
い
て
は
、『
シ
ヨ
ン
の
囚
人
』
そ
れ
自
体
に
バ
イ
ロ
ン
の
政
治
的

な
面
が
ど
の
程
度
表
現
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
も
含
め
、
総
合
的
な
検
討
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
別
に
稿
を
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
故
に
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
バ
イ
ロ
ン
の
政
治
的
な
面
が
直
截
に
表
現
さ
れ
た
詩
句
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
焦
点
を
絞
り
、
透
谷
が
そ
れ
に

ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
の
か
を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
『
楚
囚
之
詩
』
に
お
け
る
『
シ
ヨ
ン

の
囚
人
』
受
容
の
問
題
を
絡
め
る
こ
と
で
却
っ
て
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
、
バ
イ
ロ
ン
の
政
治
的
な
面
に
対
す
る
透
谷
の
関
心

の
あ
り
よ
う
を
よ
り
明
瞭
に
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
あ
り
得
べ
き
透
谷
の
政
治
的
バ
イ
ロ
ン
熱
の
内

実
に
肉
迫
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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一
、「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及

バ
イ
ロ
ン
の
政
治
的
な
面
に
対
す
る
透
谷
の
関
心
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
、
明
治
二
五
年
一
一
月
、『
平
和
』

第
八
號
に
発
表
さ
れ
た
「
虚
榮
村
の
住
民
」
と
い
う
小
文
で
あ
る
。
こ
の
小
文
の
内
容
は
、「
人
間
の
一
大
弱
性
は
實
に
虚
榮
を
追
求
す
る

に
於
て
存
す
」
と
い
う
一
文
が
示
す
通
り
、
戦
争
を
始
め
と
す
る
諸
悪
の
根
源
と
し
て
の
人
間
の
虚
栄
心
一
般
を
弾
劾
す
る
と
い
う
も
の

で
、
全
体
の
論
旨
そ
れ
自
体
と
し
て
は
他
愛
な
い
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
小
文
の
中
に
バ
イ
ロ
ン
に
関
係
す
る
次
の
よ
う
な
く
だ

り
が
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

バ
イ
ロ
ン
、
拿な
ぽ
れ
お
ん翁

を
罵
つ
て
空
し
き
罪
深
き
榮
譽
の
奴
隷
な
り
と
言
へ
り
。
又
た
當
時
の
佛ふ
ら
ん
す
じ
ん民

を
嘲
つ
て
、
彼
等
の
呼

吸
は
騒
擾
な
り
、
彼
等
の
生
涯
は
暴
風
雨
な
り
、
そ
の
風
波
の
上
を
わ
た
り
て
遂
に
は
沈
溺
す
べ
き
も
の
な
り
と
言
へ
り
。
ひ

と
り
拿
翁
の
み
な
ら
ず
。
ひ
と
り
佛ふ
つ
み
ん民
の
み
な
ら
ず
。
人
間
根
底
の
痼
疾
の
一
は
、
そ
の
虚
榮
に
溺
る
ゝ
性
質
な
り
）
10
（

。（
一
九
六

頁
）

こ
こ
で
透
谷
は
、
人
間
の
心
の
奥
底
に
潜
む
虚
栄
心
が
い
か
に
罪
深
く
災
い
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
か
を
語
る
た
め
、「
拿
翁
」
即
ち
ナ

ポ
レ
オ
ン
に
対
す
る
バ
イ
ロ
ン
の
批
判
の
言
と
、「
當
時
の
佛
民
」
即
ち
第
一
帝
政
期
の
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
対
す
る
バ
イ
ロ
ン
の
批
判
の
言

と
を
引
用
し
て
い
る
。「
虚
榮
村
の
住
民
」
は
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
下
谷
教
会
を
中
心
と
し
て
発
足
し
た
日
本
平
和
会
の
機
関
誌
で
透
谷
が

主
筆
を
務
め
て
い
た
雑
誌
『
平
和
』
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
わ
け
だ
が
）
11
（

、
そ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
系
の
雑
誌
媒
体
に
も
拘
ら
ず
、
透
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谷
が
持
論
を
展
開
す
る
た
め
に
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
「
悪
魔
派
」（Satanic School

）
の
詩
人
バ
イ
ロ
ン
の
言
に
裏
付
け
を
求
め
て
い
る
こ
と

に
ま
ず
注
意
を
引
か
れ
る
）
12
（

。
他
に
も
『
平
和
』
に
載
せ
た
文
章
と
し
て
は
、「
眞
―
對
―
失
意
」（『
平
和
』
第
四
號
、
明
治
二
五
年
七
月
）

に
お
い
て
、「
智
識
こ
そ
か
な
し
き
も
の
な
れ
／
と
揚
言
し
た
る
バ
イ
ロ
ン
の
中
に
幾
多
の
傲
負
あ
り
と
し
て
之
を
算
去
す
と
も
こ
の
詞
を

否
む
は
い
か
に
」
と
、『
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
』
中
の
詩
句
）
13
（

を
バ
イ
ロ
ン
の
言
と
し
つ
つ
自
身
の
主
張
の
裏
付
け
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
お

り
、
こ
の
「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
な
ど
も
、
バ
イ
ロ
ン
を
読
み
込
ん
で
い
た
透
谷
の
面
目
躍
如
と
い
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

で
は
、
早
速
具
体
的
に
「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
い
て
引
用
さ
れ
た
バ
イ
ロ
ン
の
言
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。「
虚
榮
村
の
住
民
」

に
お
け
る
透
谷
の
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
の
前
半
の
く
だ
り
、
即
ち
「
バ
イ
ロ
ン
、
拿
翁
を
罵
つ
て
空
し
き
罪
深
き
榮
譽
の
奴
隷
な
り
と
言
へ

り
」
と
い
う
文
の
典
拠
は
何
か
。
こ
の
場
合
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
、『
チ
ャ
イ
ル
ド
・

ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
第
三
歌C

hilde H
arold's Pilgrim

age C
anto III

（
一
八
一
六
年
）
の
第
三
七
節
の
中
の
次
の
く
だ
り
で
あ
る
。

C
onqueror and captive of the earth art thou

!

She trem
bles at thee still, and thy w

ild nam
e

W
as ne ’er m

ore bruited in m
en ’s m

inds than now

T
hat thou art nothing, save the jest of Fam

e

）
14
（

,

（C
PW

, vol.2, 90.

）

汝
、
地
上
を
征
服
せ
し
者
に
し
て
、
地
上
に
囚
わ
れ
た
る
者
よ
！

大
地
は
い
ま
な
お
汝
の
た
め
に
鳴
動
し
、
汝
の
荒
々
し
き
名
は

今
ほ
ど
人
々
の
心
に
鳴
り
響
い
て
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
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汝
が
他
で
も
な
い
、「
栄
誉
」
に
よ
っ
て
嘲
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
今
ほ
ど
に
は
。

こ
の
く
だ
り
は
、「
地
上
を
征
服
せ
し
者
に
し
て
、
地
上
に
囚
わ
れ
た
る
者
」、
即
ち
、
一
時
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
を
征
服
し
な
が
ら
今

や
没
落
し
た
敗
残
者
と
し
て
セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
島
に
幽
閉
さ
れ
て
い
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
、
バ
イ
ロ
ン
が
呼
び
か
け
て
い
る
一
節
で
あ
る
。
バ
イ

ロ
ン
は
、
英
雄
と
し
て
の
偉
大
さ
と
俗
人
と
し
て
の
卑
小
さ
が
と
も
に
極
端
だ
っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
対
し
て
愛
憎
入
り
混
じ
る
複
雑
な
思
い

を
抱
い
て
お
り
、
そ
の
両
義
的
な
思
い
を
幾
度
か
書
簡
や
詩
の
中
で
表
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
引
用
し
た
く
だ
り
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン

に
対
す
る
批
判
意
識
が
や
や
勝
っ
た
箇
所
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
バ
イ
ロ
ン
は
こ
こ
で
、
野
心
や
征
服
欲
と
い
っ
た
俗
情
に
駆

ら
れ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
自
由
を
簒
奪
し
、
そ
の
挙
句
に
結
局
は
自
身
の
個
人
的
な
自
由
さ
え
失
っ
て
囚
わ
れ
の
身
に
な
り
下
が
っ
て
し

ま
っ
た
、
卑
小
な
専
制
者
と
し
て
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
冷
や
や
か
に
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
バ
イ
ロ
ン
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
、
野
心
や
征
服

欲
と
い
っ
た
万
人
に
共
通
す
る
卑
小
な
俗
情
を
偉
大
と
見
紛
う
ば
か
り
に
肥
大
化
さ
せ
、
結
果
身
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
哀
れ
な
存
在
と
し

て
、
そ
の
傑
出
性
・
英
雄
性
は
認
め
つ
つ
も
批
判
的
に
見
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
の
バ
イ
ロ
ン
の
詩
句
に
お
い
て
特
に
透
谷
の
注
意
を
引
い
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
対
す
る
バ
イ
ロ
ン
の
批
判
的

な
眼
差
し
が
最
も
よ
く
表
れ
て
い
る
「「
栄
誉
」
に
よ
っ
て
嘲
ら
れ
る
も
の
」（the jest of Fam

e

）
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
栄

誉
」
に
目
が
眩
ん
だ
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
、「
栄
誉
」
そ
れ
自
体
に
嘲
笑
さ
れ
弄
ば
れ
る
だ
け
の
卑
小
な
存
在
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
、
バ
イ
ロ

ン
一
流
の
皮
肉
が
効
い
た
辛
辣
な
表
現
で
あ
る
。
恐
ら
く
透
谷
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
卑
小
さ
に
対
す
る
バ
イ
ロ
ン
の
批
判
的
な
眼
差
し
を
、

こ
の
皮
肉
な
言
の
中
に
あ
り
あ
り
と
感
受
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
、「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
い
て
「
榮
譽
の
奴
隷
」
と
い
う

一
言
で
引
き
継
ぎ
、「
バ
イ
ロ
ン
、
拿
翁
を
罵
つ
て
空
し
き
罪
深
き
榮
譽
の
奴
隷
な
り
と
言
へ
り
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
バ
イ
ロ
ン
の
ナ
ポ

レ
オ
ン
批
判
の
内
容
を
自
己
流
に
要
約
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
推
測
さ
れ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
こ
の
く
だ
り
の
典
拠
と
し
て
は
別
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。「
虚
榮
村
の
住
民
」
と
い
う
表
題
の
「
虚
榮
」
と
い
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う
語
に
力
点
を
置
く
な
ら
、
や
は
り
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
こ
と
を
批
判
的
に
述
べ
た
、『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
第
四
歌 C

hilde 

H
arold's Pilgrim

age C
anto IV

（
一
八
一
九
年
）
の
第
八
九
節
の
次
の
詩
行
も
典
拠
の
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

Save one vain m
an, w

ho is not in the grave,

B
ut, vanquish ’d by him

self, to his ow
n slaves a slave

―
（C

PW
, vol.2, 154.

）

一
人
の
虚
栄
心
の
強
い
男
、
今
は
ま
だ
墓
の
中
に
い
な
い
が
、

自
分
自
身
に
負
け
、
自
分
の
奴
隷
の
そ
の
ま
た
奴
隷
に
ま
で
な
り
下
が
っ
た
一
人
の
男
を
除
い
て
。

こ
の
箇
所
も
、
帝
王
の
座
を
剥
奪
さ
れ
た
だ
け
に
止
ま
ら
ず
セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
島
に
島
流
し
に
遭
い
幽
閉
の
身
に
ま
で
没
落
し
て
し
ま
っ
た

ナ
ポ
レ
オ
ン
に
対
し
て
皮
肉
な
眼
差
し
を
向
け
た
く
だ
り
の
中
の
一
節
で
あ
り
、
先
に
引
用
し
た
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
第

三
歌
第
三
七
節
の
詩
句
と
同
様
の
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
詩
句
を
、「（
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
）
自
分
自
身
（
の
虚
栄
心
）
に
負
け
、

（
虚
栄
心
の
奴
隷
に
な
っ
た
結
果
）
自
分
の
奴
隷
の
そ
の
ま
た
奴
隷
に
ま
で
な
り
下
が
っ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
言
葉
を
補
っ
て
解
釈
す
る
と
、

透
谷
の
「
バ
イ
ロ
ン
、
拿
翁
を
罵
つ
て
空
し
き
罪
深
き
榮
譽
の
奴
隷
な
り
と
言
へ
り
」
と
い
う
文
の
意
味
内
容
に
か
な
り
近
い
も
の
と
な

る
。
ま
た
表
題
の
「
虚
榮
」
の
み
な
ら
ず
、「
奴
隷
」（slave

）
と
い
う
語
が
は
っ
き
り
出
て
い
る
点
も
、
透
谷
文
と
の
親
近
性
を
感
じ
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
箇
所
の
二
節
後
の
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
批
判
の
文
脈
を
引
き
継
い
だ
第
九
一
節
の
次
の
詩
行
も
、
透
谷
の
表
現
と
の
関
係
で
注
意

さ
れ
る
。
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W
ith but one w

eakest w
eakness

―vanity,

C
oquettish in am

bition

―still he aim
’d

―

A
t w

hat? C
an he avouch

―or answ
er w

hat he claim
’d

?

（C
PW

, vol.2, 154.

）

た
だ
一
つ
彼
に
は
弱
点
中
の
弱
点
で
あ
る
虚
栄
心
が
あ
っ
た
。

野
心
に
媚
び
へ
つ
ら
い
、
な
お
も
彼
は
何
か
を
目
論
ん
で
い
た
。

だ
が
何
を
？　

彼
は
断
言
、
あ
る
い
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
、
自
分
が
求
め
た
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
。

こ
の
第
九
一
節
の
詩
句
に
つ
い
て
も
、「
野
心
に
媚
び
へ
つ
ら
い
」（C

oquettish in am
bition

）
と
い
う
詩
句
を
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
「
栄

譽
」
を
追
求
す
る
野
心
に
奴
隷
の
よ
う
に
卑
屈
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
、
と
意
訳
す
れ
ば
、
透
谷
文
の
意
味
内
容
と
か
な
り
似
通
っ
た
も
の

と
な
る
。
こ
の
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
第
四
歌
第
八
九
節
及
び
第
九
一
節
に
お
け
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
批
判
の
詩
行
は
、
い
ず
れ

も
「
虚
榮
」
に
ま
つ
わ
る
語
、
即
ち vain 

や vanity 
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
「
虚
榮
村
の
住
民
」
の
主
題

と
の
強
い
関
連
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
行
は
、
第
八
九
節
及
び
第
九
一
節
と
、
互
い
に
非
常
に
近
い
位
置
に
あ
り
、
透
谷

は
こ
れ
ら
の
詩
行
を
一
連
の
文
脈
で
捉
え
つ
つ
、
両
方
の
意
を
汲
み
な
が
ら
「
バ
イ
ロ
ン
、
拿
翁
を
罵
つ
て
空
し
き
罪
深
き
榮
譽
の
奴
隷
な

り
と
言
へ
り
」
と
書
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
虚
榮
村
の
住
民
」
か
ら
引
用
し
た
バ
イ
ロ
ン
論
及
の
文
の
前
半
部
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、

で
は
後
半
部
の
く
だ
り
、
即
ち
「
當
時
の
佛
民
を
嘲
つ
て
、
彼
等
の
呼
吸
は
騒
擾
な
り
、
彼
等
の
生
涯
は
暴
風
雨
な
り
、
そ
の
風
波
の
上
を

わ
た
り
て
遂
に
は
沈
溺
す
べ
き
も
の
な
り
と
言
へ
り
」
の
典
拠
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
文
に
つ
い
て
は
、
実
は
は
っ
き
り
と
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典
拠
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
こ
の
文
の
典
拠
は
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
第
三
歌
第
四
四
節
中
の
次
の
詩
行
で

あ
る
。T

heir breath is agitation, and their life 

A
 storm

 w
hereon they ride, to sink at last,

（C
PW

, vol.2, 92.

）

彼
ら
の
息
遣
い
は
、
人
々
を
扇
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
人
生
は

彼
ら
が
そ
の
上
に
乗
る
一
陣
の
暴
風
で
あ
り
、
や
が
て
止
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
詩
行
も
、
や
は
り
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
栄
枯
盛
衰
に
つ
い
て
歌
っ
た
文
脈
の
中
の
一
節
で
あ
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
批
判
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
に

熱
狂
し
た
第
一
帝
政
期
の
フ
ラ
ン
ス
国
民
批
判
に
ま
で
話
題
を
展
開
し
た
く
だ
り
の
詩
行
で
あ
る
。
バ
イ
ロ
ン
は
こ
こ
で
、
ナ
ポ
レ
オ
ン

と
同
様
、
俗
情
に
煽
ら
れ
る
が
ま
ま
だ
っ
た
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
国
民
（
特
に
知
識
人
層
）
の
暴
走
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
一

読
し
て
わ
か
る
通
り
、
透
谷
の
「
彼
等
の
呼
吸
は
騒
擾
な
り
」
以
下
の
文
は
、
バ
イ
ロ
ン
の
こ
の
詩
行
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
直
訳
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
詩
句
の
直
ぐ
前
の
第
四
三
節
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
対
す
る
熱
狂
を
支
え
た
「
栄

誉
欲
あ
る
い
は
支
配
欲
」（the lust to shine or rule

）
が
い
か
に
危
険
な
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
内
容
が
歌
わ
れ
て
お
り
、
恐
ら
く
透

谷
は
、
こ
の
直
前
の
詩
節
の
内
容
を
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
「
栄
誉
欲
あ
る
い
は
支
配
欲
」
即
ち
俗
悪
な
虚
栄
心
を
批
判
す

る
詩
行
を
引
用
し
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
透
谷
が
「
虚
榮
村
の
住
民
」
を
書
く
際
、『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
第
三
歌
及
び
第
四
歌
の
ナ
ポ
レ
オ

ン
批
判
の
文
脈
の
く
だ
り
を
参
照
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
透
谷
が
論
及
し
引
用
し
て
い
る
バ
イ



283 北村透谷の政治的バイロン熱

ロ
ン
の
詩
句
は
い
ず
れ
も
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
前
後
の
時
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
的
な
政
治
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
現
実
政
治
の
中
で
俗

悪
な
虚
栄
心
が
い
か
に
人
々
の
精
神
を
堕
落
さ
せ
暴
走
さ
せ
る
か
、
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
歌
っ
た
く
だ
り
の
一
節
で
あ
る
わ
け
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
換
言
す
れ
ば
、
虚
栄
心
な
ど
の
俗
情
と
結
託
し
た
権
力
意
志
の
危
険
に
つ
い
て
歌
っ
た
く
だ
り
に
透
谷
が
非
常
な
関

心
を
示
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
か
ら
窺
い
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
の
意
味
を
よ
り
精
確
に
探
る
た
め
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
の
中
で
透
谷
文
の
典
拠
と
推
定
さ
れ
た
詩
行
の
周
辺
の
詩
節
も
含
め
、

バ
イ
ロ
ン
が
一
連
の
く
だ
り
に
お
い
て
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
辿
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
は
、『
チ
ャ
イ

ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
第
三
歌
第
三
七
節
と
第
四
四
節
の
詩
行
か
ら
見
て
み
よ
う
。
こ
の
箇
所
は
、
バ
イ
ロ
ン
が
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
滞
在

時
の
感
慨
を
歌
っ
た
く
だ
り
の
一
節
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
前
後
の
詩
節
で
バ
イ
ロ
ン
は
、
戦
争
で
荒
廃
し
た
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
風
景

と
、
敗
北
し
没
落
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
運
命
と
を
重
ね
つ
つ
、
栄
光
を
約
束
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
挫
折
の
原
因
を
、
ナ
ポ
レ

オ
ン
が
あ
ま
り
に
も
あ
か
ら
さ
ま
に
人
々
を
見
下
し
て
人
々
の
憎
悪
を
招
い
た
と
い
う
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
バ
イ
ロ
ン
は
、
ナ
ポ

レ
オ
ン
の
中
で
、
高
慢
さ
・
傲
慢
さ
と
い
う
俗
情
と
権
力
意
志
と
が
結
び
つ
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
他
者
に
と
っ
て
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
自
身

に
と
っ
て
も
不
幸
な
結
果
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
歌
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
透
谷
文
の
典
拠
の
可
能
性
と
し
て
推
定
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
箇
所
、『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
第
四
歌
第
八
九
節
と

第
九
一
節
の
詩
行
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
こ
の
箇
所
は
、
ロ
ー
マ
を
訪
れ
た
バ
イ
ロ
ン
が
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
遺
跡

や
廃
墟
を
前
に
過
去
の
栄
光
の
時
代
を
偲
び
つ
つ
、
現
在
の
ロ
ー
マ
の
没
落
を
嘆
い
た
く
だ
り
の
中
の
一
節
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ら
も

ま
た
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
お
け
る
世
俗
的
権
力
意
志
の
無
残
な
結
末
に
つ
い
て
歌
っ
た
く
だ
り
の
一
節
で
あ
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
帝
国
か
ら
の
イ
タ
リ
ア
全
体
の
解
放
者
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
栄
光
を
現
代
に
復
活
さ
せ
る
英
雄
の
は
ず
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
結

局
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
世
俗
的
権
力
意
志
の
虜
に
な
っ
て
イ
タ
リ
ア
に
対
す
る
新
た
な
専
制
的
支
配
者
に
な
り
下
が
り
、
結
局
最
後
に
は
自
身

が
倒
し
た
は
ず
の
旧
体
制
の
勢
力
に
よ
っ
て
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
葬
り
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
――
。
こ
の
よ
う
に
古
代
ロ
ー
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マ
帝
国
の
栄
光
と
没
落
と
、
英
雄
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
栄
光
と
没
落
と
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
世
俗
的
権
力
意
志
が
必
ず
辿
る
没
落
の
運
命
に

つ
い
て
歌
っ
て
い
る
の
が
、
透
谷
が
参
照
し
た
可
能
性
の
あ
る
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
第
四
歌
の
第
九
〇
節
前
後
の
く
だ
り

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
透
谷
が
参
照
し
た
と
思
し
き
バ
イ
ロ
ン
の
詩
行
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
を
経
て
ウ
ィ
ー
ン
体
制
へ
と

至
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
史
の
現
象
面
で
の
動
き
と
、
そ
の
裏
面
で
う
ご
め
く
、
栄
枯
盛
衰
の
原
因
と
し
て
の
世
俗
的
権
力
意
志
と
い
う
本

質
的
な
問
題
と
を
両
方
見
て
取
る
バ
イ
ロ
ン
の
複
眼
的
な
眼
差
し
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
詩
節
の
中
の
も
の
で
あ
る
わ
け
で
あ
っ
た
。
バ
イ
ロ

ン
は
、『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
史
の
中
の
栄
枯
盛
衰
の
裏
面
に
は
虚
栄
心
を
始
め
と
す
る

俗
情
と
権
力
意
志
の
結
託
の
問
題
が
あ
る
と
い
う
認
識
を
繰
り
返
し
歌
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
透
谷
が
、
ま
さ
に
虚
栄
心
批
判
を
主
題
と
す

る
「
虚
榮
村
の
住
民
」
と
い
う
小
文
に
お
い
て
、
バ
イ
ロ
ン
の
政
治
史
を
見
据
え
る
眼
差
し
が
濃
厚
に
表
れ
て
い
る
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ

ル
ド
の
巡
礼
』
の
詩
句
を
引
用
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
た
の
は
、
透
谷
が
バ
イ
ロ
ン
の
こ
の
よ
う
な
政
治
的
・
外
向
的
な
眼
差
し
、
認
識
の

あ
り
方
に
共
感
を
逞
し
く
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
か
ら
示
唆
さ
れ
る
の

は
、「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
な
ど
で
描
き
出
し
た
内
向
的
な
厭
世
的
自
我
詩
人
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
像
の
他
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
史
の
表

層
と
深
層
と
を
冷
や
や
か
な
複
眼
で
見
据
え
る
、
冷
静
で
批
評
的
な
バ
イ
ロ
ン
と
い
う
も
う
一
つ
の
バ
イ
ロ
ン
像
が
透
谷
の
中
に
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

二
、
北
村
透
谷
の
ア
ー
ノ
ル
ド
的
バ
イ
ロ
ン
像
の
受
容

俗
情
と
権
力
意
志
の
結
託
の
問
題
に
着
目
し
、
そ
の
視
点
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
史
の
流
れ
、
特
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
期
の
政
治
状
況
を
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批
評
的
に
見
据
え
る
バ
イ
ロ
ン
――
。「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
以
降
、
透
谷
が
「
虚
榮
村
の
住
民
」
と
い
う
小
文
に
お
い
て
僅
か
で
は
あ
る

が
仄
め
か
し
た
こ
の
よ
う
な
バ
イ
ロ
ン
像
は
、
同
時
代
の
他
の
言
論
人
の
バ
イ
ロ
ン
像
と
比
較
し
て
も
独
特
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

バ
イ
ロ
ン
と
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
の
動
き
と
の
関
連
を
示
唆
し
た
バ
イ
ロ
ン
論
及
と
し
て
は
、
例
え
ば
「
佛
國
革
命
の
風
雲
延
い
て

バ
イ
ロ
ン
を
生
し
た
る
か
如
き
」
云
々
と
書
い
た
德
冨
蘇
峰
の
「
新
日
本
の
詩
人
」（『
國
民
之
友
』
第
三
巻
第
二
八
號
、
明
治
二
一
年
八

月
、
傍
線
マ
マ
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
だ
が
こ
れ
な
ど
は
、
単
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
の
自
由
主
義
の
気
運
が
バ
イ
ロ
ン
の
自
由
主
義
の
精

神
を
育
ん
だ
と
い
う
認
識
を
述
べ
て
い
る
に
止
ま
っ
て
お
り
、
透
谷
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
政
治
状
況
の
あ
り
よ
う
を
心
理
的

に
や
や
距
離
を
取
っ
た
地
点
か
ら
批
評
的
に
眺
め
る
バ
イ
ロ
ン
の
姿
を
捉
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
、
自
由
を
尊
重
す
べ
き
理

念
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
自
由
を
抑
圧
す
る
恐
怖
政
治
を
招
来
し
て
し
ま
い
、
そ
の
挙
句
に
他
国
の
自
由
を
抑
圧
す
る
ナ

ポ
レ
オ
ン
を
登
場
さ
せ
る
に
至
る
と
い
う
、
自
由
主
義
の
興
隆
で
は
な
く
没
落
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

過
程
を
バ
イ
ロ
ン
が
批
評
的
に
見
て
い
た
と
い
う
認
識

は
、
単
に
自
由
主
義
の
詩
人
と
し
て
の
み
バ
イ
ロ
ン
を
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
蘇
峰
に
は
恐
ら
く
無
縁
の
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、

「
虚
榮
村
の
住
民
」
の
発
表
時
期
に
近
い
と
こ
ろ
で
言
え
ば
、「
虚
榮
村
の
住
民
」
の
約
半
年
後
に
発
表
さ
れ
た
十
州
山
人
の
筆
に
な
る
評
論

「
バ
イ
ロ
ン
卿
」（『
こ
の
花
草
紙
』
第
二
巻
、
明
治
二
六
年
六
月
）
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
像
も
、
透
谷
が
仄
め
か
し
た
バ
イ
ロ
ン
像
と
は
異

な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
十
州
山
人
の
「
バ
イ
ロ
ン
卿
」
に
お
け
る
、
バ
イ
ロ
ン
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
の
動
き
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
記
述

は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

蓋
し
當
時
英
國
の
社
會
は
非
佛
國
の
氣
焰
殊
に
高
く
之
を
以
て
道
義
と
自
由
と
の
爲
め
に
盡
す
も
の
な
り
と
せ
り
き
。
故
に
苟

も
自
由
の
主
義
を
公
言
す
る
も
の
あ
ら
ん
か
社
會
主
義
の
煽
動
者
と
も
見
做
さ
れ
ん
ず
勢
な
り
き
。
感
情
的
な
る
バ
イ
ロ
ン
之

を
見
て
い
か
で
堪
ゆ
る
を
得
ん
や
。
忽
ち
に
厭
世
の
傾
向
を
生
じ
社
會
を
嘲
て
自
然
を
賛
へ
懷
疑
派
を
愛
す
る
に
至
り
ぬ
。
こ

の
感
情
こ
そ
實
に
バ
イ
ロ
ン
を
驅
て
社
會
反
動
の
主
動
者
た
ら
し
め
た
る
も
の
と
云
ふ
べ
け
れ
）
15
（

。
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こ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
に
蔓
延
し
た
自
由
主
義
の
気
運
に
イ
ギ
リ
ス
が
反
発
し
、
そ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
対
し
て
自
由
主

義
の
見
地
か
ら
バ
イ
ロ
ン
が
反
逆
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
中
で
、
バ
イ
ロ
ン
を
「
感
情
的
な
る
」「
社
會
反
動
の
主
動
者
」
と
し
て

見
る
見
方
が
披
露
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
や
は
り
蘇
峰
の
場
合
と
同
様
、
バ
イ
ロ
ン
を
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
自
由
主
義
の
気
運

に
乗
じ
た
直
情
径
行
の
自
由
主
義
詩
人
と
見
る
素
朴
な
バ
イ
ロ
ン
観
で
あ
り
、
バ
イ
ロ
ン
に
お
け
る
「
感
情
的

0

0

0

」
な
ら
ぬ
批
評
的
な

0

0

0

0

0

0

0

精
神
を

見
据
え
る
透
谷
の
見
方
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
透
谷
の
こ
の
よ
う
な
独
特
と
も
言
え
る
バ
イ
ロ
ン
観
の
淵
源
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
マ

シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
『
批
評
集
』E

ssays in C
riticism

（
一
八
六
五
年
）
の
中
に
収
め
ら
れ
た
「
バ
イ
ロ
ン
論
」“B

yron ” 

と
の
関
連

で
あ
る
。
こ
の
「
バ
イ
ロ
ン
論
」
の
中
で
ア
ー
ノ
ル
ド
は
、
バ
イ
ロ
ン
を
他
の
詩
人
と
比
し
て
傑
出
し
た
存
在
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
バ
イ

ロ
ン
の
「
人
格
」（personality

）
で
あ
り
、
バ
イ
ロ
ン
の
様
々
な
欠
点
を
補
っ
て
余
り
あ
る
彼
の
そ
の
「
人
格
」
の
中
核
に
は
「
卓
越
し

た
誠
実
さ
と
強
さ
」（the excellence of sincerity and strength

）
が
息
づ
い
て
い
る
、
と
い
っ
た
主
旨
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
で

は
、
バ
イ
ロ
ン
の
「
人
格
」
の
核
を
な
し
て
い
る
と
さ
れ
る
「
卓
越
し
た
誠
実
さ
と
強
さ
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ

れ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
表
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
ア
ー
ノ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
バ
イ
ロ
ン
に
あ
っ
て
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス

人
の
俗
物
主
義
（the B
ritish Philistinism

）
に
対
す
る
激
し
い
嫌
悪
と
い
う
か
た
ち
で
表
れ
て
い
る
。
ア
ー
ノ
ル
ド
は
言
う
。
バ
イ
ロ
ン

は
貴
族
で
あ
っ
た
か
ら
下
層
階
級
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
俗
物
主
義
を
嫌
っ
た
こ
と
そ
れ
自
体
は
さ
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
だ
が
大
事
な
の

は
、
バ
イ
ロ
ン
が
下
層
階
級
の
俗
物
主
義
の
み
な
ら
ず
上
層
階
級
の
俗
物
主
義
を
も
激
し
く
嫌
悪
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
バ
イ
ロ
ン
は
、

一
見
す
る
と
俗
物
主
義
を
毛
嫌
い
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
そ
の
実
自
ら
俗
物
主
義
に
染
ま
っ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
上
層
階
級
の
俗
物

ぶ
り
を
激
し
く
毛
嫌
い
し
て
い
た
の
で
あ
る
――
。
こ
う
述
べ
た
上
で
、
ア
ー
ノ
ル
ド
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
文
章
を
続
け
る
。
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T
he falsehood, cynicism

, insolence, m
isgoverm

ent, oppression, w
ith their consequent unfailing crop of hum

an 

m
isery, w

hich w
ere produced by this state of things, roused B

yron to irreconcilable revolt and battle. T
hey 

m
ade him

 indignant, they infuriated him
; they w

ere so strong, so defiant, so m
aleficent,

―and yet he felt 

that they w
ere doom

ed. ‘You have seen every tram
pler dow

n in turn, ’ he com
forts him

self w
ith saying, ‘from

 

B
uonaparte to the sim

plest individuals. ’ T
he old order, as after 1815 it stood victorious, w

ith its ignorance and 

m
isery below

, its cant, selfishness, and cynicism
 above, w

as at hom
e and abroad equally hateful to him

. ‘I have 

sim
plified m

y politics, ’ he w
rites, ‘into an utter detestation of all existing governm

ents. ’ A
nd again: ‘G

ive m
e 

a republic. T
he king-tim

es are fast finishing; there w
ill be blood shed like w

ater and tears like m
ist, but the 

peoples w
ill conquer in the end. I shall not live to see it, but I foresee it. ’

（232

―23

）
16
（3

）

嘘
偽
り
、
冷
笑
、
尊
大
さ
、
失
政
、
抑
圧
、
こ
れ
ら
は
、
結
果
と
し
て
必
ず
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
人
間
の
不
幸
を
伴
う

も
の
で
あ
り
、
物
事
の
こ
う
し
た
状
態
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
バ
イ
ロ
ン
を
断

固
と
し
た
反
逆
と
闘
争
に
駆
り
立
て
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
彼
を
憤
慨
さ
せ
、
激
昂
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、

非
常
に
強
固
な
も
の
で
あ
り
、
非
常
に
挑
発
的
で
あ
り
、
非
常
に
有
害
な
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
は
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ

破
滅
す
る
運
命
に
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
も
い
た
。「
ど
ん
な
圧
政
者
も
、
順
繰
り
に
没
落
の
憂
き
目
を
見
る
こ
と
に
な
る
」
彼

は
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
、
自
分
を
慰
め
て
も
い
た
の
で
あ
る
。「
ボ
ナ
パ
ル
ト
か
ら
取
る
に
足
ら
な
い
有
象
無
象
ま
で
」。
旧

体
制
は
、
一
八
一
五
年
以
降
、
下
層
階
級
の
無
知
と
苦
痛
、
ま
た
上
層
階
級
の
偽
善
と
利
己
心
と
冷
笑
の
手
助
け
で
華
々
し
く

成
立
し
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
本
国
の
で
あ
れ
、
他
国
の
で
あ
れ
、
彼
に
と
っ
て
は
等
し
く
憎
む
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
。「
私
は
自
分
の
政
治
学
を
」
と
彼
は
書
い
て
い
る
。「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
現
存
の
政
府
に
対
す
る
全
き
嫌
悪
と
い
う
一
言
に
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要
約
で
き
る
」。
そ
し
て
ま
た
次
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
。「
我
に
共
和
政
体
を
与
え
た
ま
え
。
王
政
時
代
は
、
も
う
間
も

な
く
終
焉
し
つ
つ
あ
る
。
人
々
の
血
が
水
の
よ
う
に
流
さ
れ
、
人
々
の
涙
が
霧
雨
の
よ
う
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

が
、
諸
国
民
は
最
終
的
に
は
勝
利
を
収
め
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
生
存
中
、
そ
れ
を
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
を
予

見
し
て
い
る
」。

ア
ー
ノ
ル
ド
は
こ
の
よ
う
に
、
バ
イ
ロ
ン
が
下
層
階
級
の
み
な
ら
ず
上
層
階
級
に
も
蔓
延
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
的
俗
物
主
義
全
体
に
対
し

て
反
旗
を
翻
し
た
と
こ
ろ
に
バ
イ
ロ
ン
の
「
卓
越
し
た
誠
実
さ
と
強
さ
」
の
証
左
を
見
、
バ
イ
ロ
ン
の
「
人
格
」
の
高
潔
さ
を
称
賛
す
る
と

い
う
こ
と
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
透
谷
の
バ
イ
ロ
ン
観
と
の
関
連
に
お
い
て
注
意
さ
れ
る
の
が
、
ア
ー
ノ
ル
ド
の
右
の
如
き
議

論
が
圧
政
者
批
判
や
旧
体
制
批
判
と
い
う
か
た
ち
で
表
明
さ
れ
た
バ
イ
ロ
ン
の
政
治
的
な
見
解
に
注
目
し
つ
つ
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
ま
ず
ア
ー
ノ
ル
ド
は
、「
ボ
ナ
パ
ル
ト
」
云
々
と
い
う
文
句
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
栄
光
の
絶
頂
か
ら
没
落
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
の

運
命
を
踏
ま
え
た
バ
イ
ロ
ン
の
圧
政
者
没
落
必
然
論
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
次
に
、「
一
八
一
五
年
以
降
」、
即
ち
ウ
ィ
ー
ン
体
制

以
降
の
旧
体
制
の
復
活
と
い
う
事
態
を
、
大
衆
の
無
知
と
苦
痛
の
上
に
胡
坐
を
か
い
て
偽
善
と
利
己
心
と
冷
笑
を
弄
ぶ
支
配
階
級
の
俗
物
主

義
の
勝
利
の
結
果
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
に
激
し
く
反
発
す
る
バ
イ
ロ
ン
の
言
葉
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
ア
ー
ノ
ル
ド
は
こ
の
文
章
全

体
の
文
脈
に
お
い
て
、
バ
イ
ロ
ン
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
没
落
か
ら
ウ
ィ
ー
ン
体
制
の
成
立
に
至
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
史
の
展
開
の
底
流
に
支
配

階
級
の
俗
物
主
義
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
正
し
く
見
抜
い
て
い
る
こ
と
、
の
み
な
ら
ず
そ
れ
を
憎
悪
す
る
だ
け
の
「
卓
越
し
た
誠
実
さ
と
強

さ
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
彼
の
「
人
格
」
を
極
め
て
高
潔
な
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ア
ー
ノ
ル
ド
が
こ
こ
で
描
き
出
し
て
い
る
バ
イ
ロ
ン
像
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
史
に
お
け
る
支
配
階
級
の
俗
物
主
義
を
撃
つ
「
人
格
」

高
潔
な
バ
イ
ロ
ン
、「
卓
越
し
た
誠
実
さ
と
強
さ
」
に
よ
っ
て
俗
情
と
権
力
意
志
の
結
託
の
問
題
を
直
視
す
る
批
評
的
な
バ
イ
ロ
ン
と
い
う

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
透
谷
が
「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
い
て
仄
め
か
し
た
バ
イ
ロ
ン
像
と
非
常
に
親
近
性
の
あ
る
も
の
と
言
え
る
。
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透
谷
が
ア
ー
ノ
ル
ド
の
「
バ
イ
ロ
ン
論
」
を
繙
い
た
と
い
う
証
拠
は
、
明
治
二
六
年
四
月
及
び
五
月
の
『
評
論
』
に
連
載
さ
れ
た
「
日
本

文
學
史
骨
」
の
中
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
「
第
一
囘　

快
樂
と
實
用
」
の
項
に
は
、
ア
ー
ノ
ル
ド
の
言
葉
が
二
つ
引
用
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
、「
ア
ー
ノ
ル
ド
の
言
ふ
如
く
、
人
生
の
批
評
と
し
て
の
詩
は
又
た
詩
の
理
と
詩
の
美
と
を
兼
ね
ざ
る
べ
か
ら

ず
」
と
あ
る
の
は
、
笹
渕
友
一
が
指
摘
す
る
通
り
、『
批
評
集
』
の
中
の
、「
し
か
し
な
が
ら
、
詩
に
お
い
て
は
、
人
生
の
批
評
は
、
詩
的

な
真
実
と
詩
的
な
美
の
両
方
の
法
則
に
従
順
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」（In poetry, how

ever, the criticism
 of life has to 

be m
ade conform

ably to the law
s of poetic truth and poetic beauty.

）
の
意
訳
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
）
17
（

、
ま
た
こ
の

一
文
は
、
佐
藤
善
也
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ア
ー
ノ
ル
ド
の
『
批
評
集
』
に
収
め
ら
れ
た
「
バ
イ
ロ
ン
論
」
の
中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
）
18
（

。
こ

の
よ
う
な
事
実
か
ら
、
透
谷
が
ア
ー
ノ
ル
ド
の
「
バ
イ
ロ
ン
論
」
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
ま
ず
は
確
実
で
あ
る
と
言
え
る
。

で
は
、
い
つ
透
谷
が
こ
の
ア
ー
ノ
ル
ド
の
「
バ
イ
ロ
ン
論
」
を
読
ん
で
い
た
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
佐

藤
善
也
は
、「
バ
イ
ロ
ン
は
透
谷
に
と
っ
て
早
く
か
ら
親
し
み
深
い
名
で
あ
る
。
ア
ー
ノ
ル
ド
の
「
バ
イ
ロ
ン
論
」
に
も
恐
ら
く
目
を
通
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
、
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
透
谷
の
ア
ー
ノ
ル
ド
に
示
唆
を
受
け
た

と
思
し
き
文
章
が
「
二
十
六
年
の
人
生
相
渉
論
争
の
時
期
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
」
を
論
拠
と
し
て
挙
げ
つ
つ
、「（「
日
本
文
學
史
骨
」
に

引
用
し
た
ア
ー
ノ
ル
ド
の
文
が
記
憶
に
強
く
残
る
と
す
れ
ば
）
二
十
二
・
三
年
や
二
十
四
・
五
年
よ
り
も
二
十
六
年
に
は
い
っ
て
か
ら
の
方

が
、
そ
の
可
能
性
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
）
19
（

。
だ
が
一
方
で
佐
藤
は
、「
二
十
三
・
四
年
に
集
中
す
る
」
と
い
う
『
日
本

評
論
』
掲
載
の
各
種
記
事
の
ア
ー
ノ
ル
ド
引
用
に
透
谷
が
反
応
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
触
れ
、
ア
ー
ノ
ル
ド
の
バ
イ
ロ
ン
評
を
引

用
し
て
い
る
植
村
正
久
の
「
厭
世
の
詩
人
ロ
ー
ド
、
バ
イ
ロ
ン
」（『
日
本
評
論
』
第
二
六
號
、
明
治
二
四
年
三
月
）
を
透
谷
が
強
い
関
心

を
持
っ
て
読
み
、「
そ
の
時
、
ア
ー
ノ
ル
ド
の
バ
イ
ロ
ン
評
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
か
も
し
れ
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
機
に
ア
ー
ノ
ル
ド
の

「
バ
イ
ロ
ン
論
」
を
読
ん
で
み
よ
う
と
思
い
、
も
し
か
す
る
と
実
際
に
手
を
と
っ
て
繙
読
し
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
）
20
（

。
こ
の

よ
う
に
、
透
谷
が
ア
ー
ノ
ル
ド
の
「
バ
イ
ロ
ン
論
」
を
読
ん
だ
時
期
を
特
定
す
る
客
観
的
な
証
拠
は
い
ま
だ
提
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
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つ
い
て
は
推
測
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
植
村
の
「
厭
世
の
詩
人
ロ
ー
ド
、
バ
イ
ロ
ン
」
が
透
谷
の
未
完
の
バ
イ
ロ
ン
論
「
マ
ン
フ
レ

ツ
ド
及
び
フ
オ
ー
ス
ト
」
に
色
濃
い
影
を
落
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
）
21
（

や
、
透
谷
の
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
が
晩
年
の
文
章
に
ま
で
見

ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
明
治
二
四
年
頃
、
透
谷
が
植
村
の
「
厭
世
の
詩
人
ロ
ー
ド
、
バ
イ
ロ
ン
」
に
刺
激
さ
れ
る
か
た
ち
で
、

そ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
た
ア
ー
ノ
ル
ド
の
「
バ
イ
ロ
ン
論
」
に
ま
で
手
を
伸
ば
し
た
と
い
う
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ

れ
以
来
、
透
谷
が
論
じ
る
対
象
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
の
み
な
ら
ず
、
論
者
と
し
て
の
ア
ー
ノ
ル
ド
に
も
強
く
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
明

治
二
六
年
前
後
の
時
期
か
ら
の
人
生
相
渉
論
争
を
背
景
に
い
っ
そ
う
ア
ー
ノ
ル
ド
へ
の
関
心
を
強
め
て
ゆ
く
中
で
、
旧
知
の
そ
の
「
バ
イ
ロ

ン
論
」
の
こ
と
を
改
め
て
想
起
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
明
治
二
二
年
の
『
楚
囚
之
詩
』
の
執
筆
以
来
、
折

に
触
れ
バ
イ
ロ
ン
作
品
を
受
容
し
頻
繁
に
バ
イ
ロ
ン
に
論
及
し
て
き
た
透
谷
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
人
生
相
渉
論
争
時
に
顕
在
化
し
て
き
た

ア
ー
ノ
ル
ド
へ
の
関
心
と
、
従
来
か
ら
あ
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の
関
心
と
が
交
わ
る
地
点
に
ア
ー
ノ
ル
ド
の
「
バ
イ
ロ
ン
論
」
を
想
起
し
た
と
考

え
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
自
然
な
推
論
だ
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
先
に
引
用
し
た
、
ア
ー
ノ
ル
ド
が
「
卓
越
し
た
誠
実
さ
と
強
さ
」
を
持
っ
た
高
潔
な
「
人
格
」
の
バ
イ
ロ
ン

像
の
内
実
を
具
体
的
に
描
き
出
そ
う
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
に
お
け
る
支
配
階
級
の
俗
物
主
義
に
対
す
る
バ
イ
ロ
ン
の
激
し
い
嫌
悪
に

つ
い
て
力
を
込
め
て
論
じ
て
い
る
く
だ
り
が
、
明
治
二
六
年
前
後
の
時
期
に
再
び
透
谷
を
刺
激
し
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
こ
と
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
透
谷
は
、
こ
の
く
だ
り
に
表
現
さ
れ
た
ア
ー
ノ
ル
ド
の
バ
イ
ロ
ン
観
に
強
く
共
鳴
、
感
銘
を
新
た
に
し
、
そ
の
後
改
め

て
こ
の
ア
ー
ノ
ル
ド
の
バ
イ
ロ
ン
観
に
則
っ
て
バ
イ
ロ
ン
詩
を
読
み
直
し
た
結
果
、
そ
れ
ま
で
読
み
過
ご
し
て
い
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
史

に
お
い
て
俗
物
主
義
的
権
力
意
志
が
自
由
主
義
の
精
神
を
い
か
に
堕
落
さ
せ
て
き
た
か
と
い
う
問
題
を
扱
っ
た
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド

の
巡
礼
』
第
三
歌
及
び
第
四
歌
中
の
詩
節
に
、
新
た
な
意
味
合
い
を
見
出
す
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
新
た
に
見
出
し
た
そ
れ
ら

の
詩
節
に
、
ア
ー
ノ
ル
ド
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
卓
越
し
た
誠
実
さ
と
強
さ
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
バ
イ
ロ
ン
の
高
潔
な
「
人
格
」
の
表
現
を
見

て
取
り
、
そ
の
よ
う
な
高
潔
な
「
人
格
」
の
バ
イ
ロ
ン
の
眼
差
し
に
自
身
の
そ
れ
を
重
ね
な
が
ら
、
諸
悪
の
根
源
と
し
て
の
「
虚
榮
」
と
い
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う
俗
情
を
撃
っ
た
小
文
「
虚
榮
村
の
住
民
」
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
――
。
つ
ま
り
、「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論

及
は
、
ア
ー
ノ
ル
ド
が
描
き
出
し
た
、
俗
物
主
義
を
憎
む
バ
イ
ロ
ン
と
い
う
バ
イ
ロ
ン
像
に
透
谷
が
共
鳴
し
そ
れ
を
受
容
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
痕
跡
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
）
22
（

。

こ
の
よ
う
な
ア
ー
ノ
ル
ド
に
よ
る
バ
イ
ロ
ン
像
に
対
す
る
透
谷
の
共
鳴
の
基
盤
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
っ
た
の
か
。
バ
イ
ロ
ン
そ
れ
自
体
に

対
す
る
関
心
と
い
う
の
は
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
こ
に
は
、
俗
情
と
結
託
し
た
権
力
意
志
一
般
に
対
す
る
批
判
意

識
と
い
う
の
も
確
実
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
世
俗
的
権
力
意
志
に
対
す
る
問
題
意
識
は
、
透
谷
に
あ
っ
て
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら

芽
生
え
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
示
す
格
好
の
資
料
が
明
治
二
〇
年
八
月
一
八
日
付
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
で
あ
る
。
透
谷
は
こ
の

ミ
ナ
宛
書
簡
の
中
で
、
直
接
政
治
か
ら
恋
愛
・
キ
リ
ス
ト
教
・
文
学
へ
と
赴
こ
う
と
す
る
自
身
の
半
生
の
軌
跡
を
物
語
る
と
い
う
こ
と
を
し

て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
内
容
を
一
言
で
言
え
ば
、
少
年
透
谷
の
「
ア
ン
ビ
シ
ヨ
ン
」
を
め
ぐ
る
精
神
の
遍
歴
史
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
書
簡
の
中
で
透
谷
は
、
自
身
の
自
由
民
権
運
動
へ
の
関
与
が
世
俗
的
権
力
に
対
す
る
過
剰
な
野
心
＝「
ア
ン
ビ
シ
ヨ
ン
」
に

根
差
し
て
お
り
、
民
権
運
動
か
ら
足
を
洗
い
政
治
的
実
践
か
ら
離
れ
て
初
め
て
自
分
は
そ
の
よ
う
な
政
治
的
妄
執
と
し
て
の
「
ア
ン
ビ
シ
ヨ

ン
」
の
「
妄
想
」
か
ら
醒
め
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
っ
た
趣
旨
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
世
俗
的
権
力
へ
の
「
ア
ン
ビ
シ
ヨ

ン
」
と
、
恋
愛
・
キ
リ
ス
ト
教
・
文
学
と
を
対
立
的
に
捉
え
た
上
で
、
前
者
（
及
び
そ
れ
に
囚
わ
れ
て
い
た
過
去
の
自
分
）
を
否
定
的
に
、

後
者
（
及
び
そ
れ
ら
の
中
に
新
生
の
可
能
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
現
在
の
自
分
）
を
肯
定
的
に
物
語
る
と
い
う
こ
と
を
彼
は
こ
こ
で
行

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
透
谷
の
〈
ア
ン
ビ
シ
ヨ
ン
―
恋
愛
・
キ
リ
ス
ト
教
・
文
学
〉
を
め
ぐ
る
認
識
の
あ
り
よ
う
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
こ

の
書
簡
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
「
夢
中
の
詩
人
」
と
題
さ
れ
た
反
古
で
あ
る
。
こ
れ
は
石
坂
ミ
ナ
に
宛
て
た
書
き
か
け
の
書

簡
の
中
に
断
片
と
し
て
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
引
用
す
る
。
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斯
く
し
て
、
大
山
邦
造
ハ
、
首
尾
能
く
、
ア
ン
ビ
シ
ヨ
ン
の
奴
隷
と
な
り
、
マ
ン
マ
と
驕
傲
心
の
、
妾
と
な
り
、
或
夜
の
事
と

て
、
シ
ヱ
ー
キ
ス
ピ
ー
ア
の
詩
集
を
枕
と
な
し
、
机
の
わ
き
に
假
睡
の
夢
、
夢
中
の
夢
、
と
も
知
ら
ぬ
身
に
、
文
學
の
女
神

が
、
ツ
ヽ
と
立
ち
、

　

花
よ
り
美
く
し
の
手
を
伸
ば
し
、

　

月
よ
り
淸
よ
ら
か
の
眉
を
光
ら
せ
、

邦
造
邦
造
と
、
呼
び
覺
ま
せ
ば
、（
二
八
七
―
二
八
八
頁
、
二
重
傍
線
マ
マ
）

こ
こ
で
登
場
し
て
い
る
「
首
尾
能
く
、
ア
ン
ビ
シ
ヨ
ン
の
奴
隷
と
な
り
、
マ
ン
マ
と
驕
傲
心
の
、
妾
と
な
」
っ
た
大
山
邦
造
と
い
う
男

は
、「
ア
ン
ビ
シ
ヨ
ン
」
意
識
の
虜
で
あ
っ
た
、
か
つ
て
の
透
谷
自
身
の
寓
意
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

彼
を
「
呼
び
覺
ま
」
す
「
文
學
の
女
神
」
と
は
、「
ア
ン
ビ
シ
ヨ
ン
の
奴
隷
」
の
状
態
か
ら
自
身
を
覚
醒
さ
せ
た
、
希
望
と
し
て
の
恋
愛

（「
女
」）
と
キ
リ
ス
ト
教
（「
神
」）
と
文
学
（「
文
學
」）
と
を
渾
然
一
体
に
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で

特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
「
ア
ン
ビ
シ
ヨ
ン
の
奴
隷
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
先
に
引
用
し
た
「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お

け
る
「
バ
イ
ロ
ン
、
拿
翁
を
罵
つ
て
空
し
き
罪
深
き
榮
譽
の
奴
隷
な
り
と
言
へ
り
」
と
い
う
一
文
の
中
の
「
空
し
き
罪
深
き
榮
譽
の
奴
隷
」

と
い
う
文
句
を
想
起
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
。
透
谷
の
自
己
批
判
の
表
現
と
し
て
の
「
ア
ン
ビ
シ
ヨ
ン
の
奴
隷
」
と
い
う
文
句
と
、「
虚
榮
村

の
住
民
」
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
批
判
の
表
現
と
し
て
の
「
空
し
き
罪
深
き
榮
譽
の
奴
隷
」
い
う
文
句
――
。
こ
れ
ら
二
つ
を

重
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
時
、「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
批
判
の
詩
句
の
引
用
に
、
世
俗
的
権
力
意
志
の

虜
で
あ
っ
た
か
つ
て
の
自
己
に
対
す
る
透
谷
の
自
己
批
判
の
意
識
を
見
て
取
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
急
い
で
付
言
し
て
お
く
と
、
透
谷
は
こ
の
よ
う
な
世
俗
的
権
力
へ
の
「
ア
ン
ビ
シ
ヨ
ン
」
に
対
す
る
批
判
の
矢
を
「
ア
ン
ビ
シ
ヨ

ン
」
意
識
に
囚
わ
れ
て
い
た
か
つ
て
の
自
己
に
の
み
向
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
批
判
の
矢
は
、
自
身
と
同
様
、
俗
情
と
結
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託
し
た
権
力
意
志
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
か
つ
て
の
同
志
た
ち
、
即
ち
自
由
民
権
運
動
の
壮
士
た
ち
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
一
年
一
月
二
一
日
付
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
に
お
け
る
次
の
一
節
に
明
ら
か
で
あ
る
。

利
ハ
人
情
の
至
性
な
り
、
慾
ハ
社
界
の
流
動
体
な
り
、
利
ハ
海
に
し
て
慾
ハ
陸
な
り
、
世
の
壯
士
ハ
口
に
利
を
難
し
慾
を
咎
む

る
も
、
其
利
の
爲
め
に
世
を
救
ハ
ん
と
す
る
を
知
ら
ず
、
慾
の
爲
め
に
自
ら
責
め
ら
る
ゝ
を
悟
ら
ざ
る
な
り
、
此
際
に
立
つ
て

屹
然
、
俗
界
を
脱
す
る
基
督
の
兄
弟
あ
り
て
、
利
の
制
を
設
け
慾
の
境
を
定
む
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
滔
々
た
る
天
下
の
惡
弊

は
、
風
濤
迅
雷
の
猛
勢
を
以
て
、
日
本
の
好
天
地
を
破
壞
し
去
ら
ん
と
す
、（
二
九
九
―
三
〇
〇
頁
）

こ
こ
で
透
谷
は
、「
世
の
壯
士
」、
即
ち
民
権
壮
士
た
ち
が
私
利
私
欲
か
ら
世
俗
的
権
力
を
掌
中
に
す
る
こ
と
を
ひ
た
す
ら
求
め
、
政
治
運

動
に
明
け
暮
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
先
の
自
己
批
判
と
同
様
、
俗
情
に
根
差
し
た
世
俗
的
権
力
意
志
へ
の
批
判
意
識
が

こ
こ
に
も
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
引
用
箇
所
に
お
い
て
特
に
注
意
し
た
い
の
が
、「
滔
々
た
る
天
下
の
惡
弊
は
、

風
濤
迅
雷
の
猛
勢
を
以
て
、
日
本
の
好
天
地
を
破
壞
し
去
ら
ん
と
す
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
俗
的
権
力
意
志
に
衝
き
動
か
さ

れ
て
い
る
民
権
壮
士
の
暴
走
の
危
険
性
を
難
じ
た
一
文
で
あ
る
わ
け
だ
が
、「
風
濤
迅
雷
の
猛
勢
を
以
て
、
日
本
の
好
天
地
を
破
壞
し
去
ら

ん
と
す
」
と
い
う
表
現
は
、
例
に
よ
っ
て
「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
い
て
引
用
さ
れ
た
、
バ
イ
ロ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
の
フ
ラ
ン
ス
国
民

を
批
判
し
た
詩
句
、
即
ち
「
彼
等
の
呼
吸
は
騒
擾
な
り
、
彼
等
の
生
涯
は
暴
風
雨
な
り
、
そ
の
風
波
の
上
を
わ
た
り
て
遂
に
は
沈
溺
す
べ
き

も
の
な
り
と
言
へ
り
」
と
い
う
一
文
と
の
類
似
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
透
谷
自
身
、「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
い
て
こ

の
バ
イ
ロ
ン
の
詩
句
を
引
用
し
た
時
、
こ
の
バ
イ
ロ
ン
の
詩
句
と
か
つ
て
自
身
が
綴
っ
た
文
と
の
、
文
脈
も
含
め
た
類
似
に
思
い
が
至
る
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
対
す
る
批
判
の
詩
句

の
引
用
の
陰
に
は
、
透
谷
の
民
権
壮
士
に
対
す
る
批
判
の
意
識
も
息
づ
い
て
い
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
い
て
引
用
さ
れ
た
バ
イ
ロ
ン
の
詩
句
と
、
明
治
二
〇
年
前
後
の
時
期
に
書
か
れ
た
透
谷
の
書
簡

の
中
の
自
己
批
判
及
び
民
権
壮
士
批
判
の
表
現
と
の
間
の
類
似
に
つ
い
て
考
え
を
巡
ら
せ
て
み
る
と
、「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
け
る
バ
イ

ロ
ン
へ
の
論
及
の
裏
面
に
は
、
民
権
運
動
を
離
脱
し
て
以
来
の
透
谷
の
政
治
を
め
ぐ
る
問
題
意
識
が
隠
微
な
か
た
ち
で
息
づ
い
て
い
る
と
い

う
仮
説
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
）
23
（

。
先
に
述
べ
た
通
り
、
透
谷
は
「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
い
て
バ
イ
ロ
ン
に
論
及
し
な
が
ら
、
バ
イ
ロ
ン

の
眼
差
し
を
通
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
史
に
お
け
る
世
俗
的
権
力
意
志
の
問
題
を
見
据
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
透
谷

に
よ
る
バ
イ
ロ
ン
の
政
治
的
な
眼
差
し
の
受
容
の
潜
在
的
な
動
機
と
し
て
は
、
恐
ら
く
明
治
日
本
の
実
際
政
治
の
状
況
に
お
け
る
世
俗
的
権

力
意
志
の
問
題
、
特
に
自
身
が
関
係
し
た
自
由
民
権
運
動
に
お
け
る
俗
情
に
根
差
し
た
世
俗
的
権
力
意
志
の
問
題
を
見
据
え
た
い
、
と
い
う

こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
も
バ
イ
ロ
ン
が
特
に
見
据
え
て
い
た
の
は
、
ル
ソ
ー
ら
の
社
会
思
想
を
原
動
力
と
し

た
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
の
政
治
的
自
由
主
義
の
運
命
で
あ
っ
た
か
ら
、
同
じ
く
ル
ソ
ー
ら
の
社
会
思
想
に
裏
付
け
を
持
つ
自
由
民
権
運
動
に

関
わ
っ
た
者
た
ち
の
心
性
を
批
判
的
に
見
つ
め
る
透
谷
の
問
題
意
識
と
バ
イ
ロ
ン
の
そ
れ
と
が
結
び
つ
く
必
然
性
は
十
分
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
）
24
（

。

つ
ま
り
透
谷
は
、
俗
情
と
権
力
意
志
と
を
唯
一
の
動
機
と
し
て
実
際
政
治
に
相
渉
っ
て
い
る
人
間
、
ま
た
、
過
去
の
自
分
も
含
む
、
そ
の

よ
う
な
動
機
か
ら
政
治
に
相
渉
ろ
う
と
し
て
い
た
人
間
に
対
し
て
、
そ
の
心
性
の
深
層
を
探
り
人
格
的
な
批
判
を
加
え
て
い
た
わ
け
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
批
判
意
識
を
鼓
舞
し
そ
の
正
当
性
を
透
谷
に
確
信
さ
せ
た
も
の
こ
そ
、
ア
ー
ノ
ル
ド
が
示
唆
し
た
、
権
力
意
志

と
結
び
つ
い
た
俗
物
主
義
を
激
し
く
憎
悪
す
る
高
潔
な
人
格
者
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
像
で
あ
り
、
か
つ
、
ア
ー
ノ
ル
ド
の
そ
の
よ
う
な
バ
イ

ロ
ン
観
を
通
す
こ
と
で
見
出
さ
れ
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
史
に
お
け
る
権
力
意
志
と
俗
物
主
義
の
問
題
を
批
評
的
に
見
据
え
る
バ
イ
ロ
ン
の

詩
句
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
、
政
治
熱
と
バ
イ
ロ
ン
熱
と
の
結
合

こ
こ
ま
で
、
透
谷
の
中
で
隠
微
な
か
た
ち
で
持
続
し
て
い
た
、
か
つ
て
の
自
身
を
含
む
民
権
壮
士
の
世
俗
的
権
力
意
志
の
問
題
に
こ
だ
わ

り
続
け
る
と
い
う
意
味
で
の
政
治
熱
と
、
ア
ー
ノ
ル
ド
の
描
き
出
す
バ
イ
ロ
ン
の
「
人
格
」
へ
の
強
い
共
鳴
を
基
と
す
る
バ
イ
ロ
ン
熱
と

が
結
合
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
き
た
わ
け
だ
が
、

こ
の
両
者
の
結
合
が
よ
り
は
っ
き
り
し
た
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
明
治
二
六
年
九
月
、『
評
論
』
第
一
三
號
に
発
表
さ
れ
た
評
論

「
兆
民
居
士
安
く
に
か
あ
る
」
で
あ
る
。

こ
の
「
兆
民
居
士
安
く
に
か
あ
る
」
と
い
う
評
論
は
、
ル
ソ
ー
の
社
会
思
想
の
紹
介
者
で
あ
り
、
か
つ
自
由
民
権
運
動
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ

で
あ
っ
た
中
江
兆
民
に
対
す
る
失
望
と
、
明
治
日
本
の
政
治
的
自
由
主
義
の
運
命
に
対
す
る
暗
い
見
通
し
と
を
表
明
し
た
文
章
で
あ
る
。
兆

民
は
、
明
治
二
三
年
の
第
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
に
立
候
補
し
て
当
選
、
政
界
入
り
を
果
た
す
が
、
予
算
審
議
を
め
ぐ
る
立
憲
自
由
党
内
の

混
乱
に
嫌
気
が
さ
し
て
、
翌
二
四
年
議
員
を
辞
職
、
そ
の
翌
年
、
北
海
道
に
渡
り
実
業
家
と
し
て
活
動
す
る
よ
う
に
な
る
。
透
谷
は
こ
れ
に

激
し
く
失
望
し
、
バ
イ
ロ
ン
の
ル
ソ
ー
評
を
引
用
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
書
く
。

バ
イ
ロ
ン
の
所
謂
暴
野
な
る
ル
ー
ソ
ー
、
理
想
美
の
夢
想
家
遂
に
我
邦
に
縁
な
く
し
て
、
英
國
想
の
代
表
者
、
健
全
な
る
共
和

思
想
の
先
達
な
る
民
友
子
を
し
て
佛
學
者
安
く
に
あ
る
と
嘲
ら
し
む
、
時
勢
の
變
遷
豈
に
鑑
み
ざ
る
べ
け
ん
や
。（
二
二
〇
頁
）

こ
こ
で
透
谷
は
、
ル
ソ
ー
思
想
の
紹
介
者
と
し
て
の
兆
民
が
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
の
社
会
的
使
命
を
放
棄
し
、
思
想
の
世
界
か
ら
実
業
の
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世
界
へ
と
後
退
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
き
つ
つ
、
激
し
く
憤
慨
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
の
関
連
に
お
い
て
こ
こ

で
特
に
注
意
さ
れ
る
の
が
、「
バ
イ
ロ
ン
の
所
謂
暴
野
な
る
ル
ー
ソ
ー
、
理
想
美
の
夢
想
家
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
バ
イ
ロ
ン
の
名
が
唐
突

に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

丁
寧
に
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
こ
の
バ
イ
ロ
ン
の
ル
ソ
ー
評
の
引
用
は
、『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
第
三
歌
第
七
七
節
及
び

第
七
八
節
の
中
の
一
節
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
以
下
に
、
そ
の
第
七
七
節
及
び
第
七
八
節
を
引
く
。

H
ere the self-torturing sophist, w

ild R
ousseau,

T
he apostle of affliction, he w

ho threw

E
nchantm

ent over passion, and from
 w

oe

W
rung overw

helm
ing eloquence, first drew

T
he breath w

hich m
ade him

 w
retched; yet he knew

H
ow

 to m
ake m

adness beautiful, and cast

O
’er erring deeds and thoughts, a heavenly hue

O
f w

ords, like sunbeam
s, dazzling as they past

T
he eyes, w

hich o ’er them
 shed tears feelingly and fast.

H
is love w

as passion ’s essence

―as a tree

O
n fire by lightning; w

ith ethereal flam
e

K
indled he w

as, and blasted; for to be
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T
hus, and enam

oured, w
ere in him

 the sam
e.

B
ut his w

as not the love of living dam
e,

N
or of the dead w

ho rise upon our dream
s,

B
ut of ideal beauty, w

hich becam
e

In him
 existence, and o ’erflow

ing teem
s

A
long his burning page, distem

pered though it seem
s.

（C
PW

, vol.2, 105

―106.

）

こ
こ
に
自
己
呵
責
の
理
論
家
、
野
蛮
な
る
ル
ソ
ー
が
い
る
。

彼
は
苦
悩
の
伝
道
者
で
あ
り
、
激
情
に

魅
惑
の
覆
い
を
投
げ
か
け
、
そ
し
て
苦
痛
の
中
か
ら

圧
倒
的
な
雄
弁
を
搾
り
取
っ
た
。
彼
は
ま
ず

生
を
得
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
生
は
彼
を
悲
惨
な
も
の
に
し
た
。
だ
が
彼
は
、

い
か
に
し
て
狂
気
を
美
し
い
も
の
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
、

正
し
か
ら
ぬ
行
為
と
思
想
に
天
上
の
色
彩
の
言
葉
を
投
げ
か
け
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
言
葉
は
陽
射
し
の
よ
う
に
人
々
の
前
を
過
る
時
に
彼
ら
の
目
を
眩
ま
せ
、

彼
ら
に
激
情
の
涙
を
流
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

彼
の
愛
は
情
熱
の
精
華
だ
っ
た
。
ま
る
で

雷
に
打
た
れ
て
火
に
つ
つ
ま
れ
た
一
本
の
木
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
天
上
の
火
に
よ
っ
て
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彼
は
燃
え
盛
り
、
そ
し
て
燃
え
尽
き
た
。
と
い
う
の
も
、

こ
う
な
る
こ
と
と
恍
惚
と
な
る
こ
と
と
は
、
彼
に
あ
っ
て
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

し
か
し
、
彼
の
愛
は
生
身
の
女
性
を
愛
す
る
愛
で
は
な
か
っ
た
。

我
々
の
夢
に
現
れ
る
死
者
を
愛
す
る
愛
で
も
な
か
っ
た
。

理
想
の
美
を
愛
す
る
愛
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

彼
の
中
で
は
実
在
で
あ
り
、
彼
の
燃
え
上
が
る
よ
う
な
頁
に
漲
り
溢
れ
出
て
い
る
。

そ
れ
は
錯
乱
し
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
。

冒
頭
、
見
て
の
通
り
、
第
七
七
節
第
一
行
目
に w

ild R
ousseau 

と
い
う
表
現
が
あ
り
、「
兆
民
居
士
安
く
に
か
あ
る
」
の
中
の
「
バ
イ

ロ
ン
の
所
謂
暴
野
な
る
ル
ー
ソ
ー
」
と
い
う
表
現
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
理
想
美
の
夢
想

家
」
と
い
う
の
は
、
第
七
八
節
の
第
五
行
目
か
ら
第
七
行
目
ま
で
の
、
理
想
的
な
美
に
対
す
る
ル
ソ
ー
の
偏
愛
に
つ
い
て
語
っ
た
詩
行
を
念

頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
バ
イ
ロ
ン
が
こ
こ
で
描
き
出
し
て
い
る
ル
ソ
ー
と
は
、
狂
お
し
い
ま
で
に
激
し
い
内
面
感
情
と
理
想
へ
の
意

志
と
に
身
を
焦
が
し
て
い
る
ロ
マ
ン
主
義
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
で
あ
る
。
バ
イ
ロ
ン
が
右
の
ル
ソ
ー
評
の
詩
節
を
含
む
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ

ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
第
三
歌
を
執
筆
し
た
時
期
と
い
う
の
は
、
彼
自
身
が
結
婚
生
活
の
破
綻
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
醜
聞
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
に

い
ら
れ
な
く
な
り
、
不
遇
を
か
こ
ち
つ
つ
ス
イ
ス
の
地
で
大
自
然
の
美
に
慰
め
を
見
出
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
バ
イ

ロ
ン
が
ル
ソ
ー
に
つ
い
て
歌
っ
て
い
る
の
は
、
ア
ル
プ
ス
が
ル
ソ
ー
縁
の
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
内
面
感
情
の
激
し
さ
ゆ
え
に
俗

世
間
を
嫌
悪
し
、
か
つ
俗
世
間
か
ら
爪
弾
き
に
さ
れ
た
ロ
マ
ン
主
義
的
人
間
と
し
て
の
ル
ソ
ー
に
、
自
身
の
境
涯
と
相
似
た
も
の
を
感
じ
、

自
己
投
影
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
俗
悪
な
人
間
社
会
を
憎
み
美
し
い
自
然
と
純
粋
な
理
想
と
を
愛
し
た
ル
ソ
ー
の

孤
高
と
孤
立
を
強
調
し
つ
つ
、
ル
ソ
ー
の
書
簡
体
小
説
『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』Julie ou la nouvelle H

éloïse

（
一
七
六
一
年
）
の
清
ら
か
な
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愛
の
世
界
に
思
い
を
馳
せ
る
バ
イ
ロ
ン
の
筆
の
運
び
に
は
、
内
面
感
情
の
解
放
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
の
人
格
、
即
ち
ロ
マ
ン
主
義
の
先
駆
者

と
し
て
の
ル
ソ
ー
の
人
格
に
対
す
る
、
バ
イ
ロ
ン
の
ロ
マ
ン
派
詩
人
ら
し
い
激
し
い
共
感
が
息
づ
い
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う

な
バ
イ
ロ
ン
の
ル
ソ
ー
熱
に
感
化
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
透
谷
も
「
兆
民
居
士
安
く
に
か
あ
る
」
に
お
い
て
、
た
だ
「
ル
ー
ソ
ー
遂
に
我
邦

に
縁
な
く
し
て
」
と
書
け
ば
済
む
と
こ
ろ
を
、
わ
ざ
わ
ざ
バ
イ
ロ
ン
の
詩
句
を
引
用
す
る
か
た
ち
で
「
バ
イ
ロ
ン
の
所
謂
暴
野
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ル
ー

ソ
ー
、
理
想
美
の
夢
想
家

0

0

0

0

0

0

0

遂
に
我
邦
に
縁
な
く
し
て
」
と
書
く
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
25
（

。

こ
の
よ
う
に
透
谷
が
わ
ざ
わ
ざ
バ
イ
ロ
ン
の
ル
ソ
ー
評
を
持
ち
出
す
か
た
ち
で
ル
ソ
ー
に
論
及
し
て
い
る
の
は
一
体
何
故
な
の
か
。
こ
こ

で
透
谷
が
参
照
し
て
い
る
バ
イ
ロ
ン
の
ル
ソ
ー
讃
頌
の
詩
節
の
中
に
バ
イ
ロ
ン
自
身
の
反
俗
主
義
の
声
が
響
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
思

い
を
致
す
な
ら
ば
、
透
谷
が
「
虚
榮
村
の
住
民
」
執
筆
時
と
同
様
、
バ
イ
ロ
ン
の
こ
の
詩
節
の
中
に
、
ア
ー
ノ
ル
ド
の
所
謂
「
俗
物
主
義
」

を
憎
む
バ
イ
ロ
ン
の
「
卓
越
し
た
誠
実
さ
と
強
さ
」
の
表
現
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
バ
イ
ロ
ン
の
高
潔
な
「
人
格
」
の
表
現
を

見
出
し
、
例
に
よ
っ
て
透
谷
が
そ
れ
に
い
た
く
共
感
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ

の
共
感
の
背
後
に
は
、「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
の
詩
句
の
引
用
の
中
に
自
由
民
権
運
動
を
め
ぐ
る
透
谷
の
屈
託
が
織
り
込

ま
れ
て
い
た
の
と
同
様
、
明
治
日
本
の
政
治
状
況
に
対
す
る
批
判
的
な
問
題
意
識
が
激
し
く
息
づ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
そ
の
批

判
的
な
問
題
意
識
の
内
実
は
何
か
。
透
谷
は
「
兆
民
居
士
安
く
に
か
あ
る
」
に
お
い
て
、「
佛
國
思
想
は
遂
に
其
の
根
基
を
我
邦
土
の
上
に

打
建
つ
る
に
及
ば
ざ
る
か
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
明
治
日
本
の
政
治
状
況
に
対
す
る
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
透
谷
の
こ
の
懸
念

は
、
要
す
る
に
、
ル
ソ
ー
の
思
想
を
含
む
「
佛
國
思
想
」
の
「
根
基
」、
即
ち
最
も
大
事
な
部
分
が
い
ま
だ
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
透
谷
の
批
判
的
な
問
題
意
識
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

周
知
の
通
り
、
明
治
前
期
の
ル
ソ
ー
紹
介
の
大
立
者
と
し
て
、
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』D

u contrat social

（
一
七
六
二
年
）
を
『
民

約
譯
解
』（
明
治
一
五
年
）
と
題
し
翻
訳
し
た
兆
民
が
い
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
平
岡
昇
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
兆
民
が
捉
え
て
い
た
ル

ソ
ー
は
、
人
間
の
社
会
的
開
放
を
眼
目
と
し
て
政
治
上
の
改
革
理
論
と
民
主
主
義
思
想
を
提
唱
す
る
社
会
思
想
家
・
政
治
思
想
家
と
し
て
の



300

ル
ソ
ー
に
限
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
『
告
白
』Les confessions

（
一
七
七
〇
年
）
や
『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
の
著
者
で
あ
り
自
我
意
識
と
内

面
感
情
の
解
放
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
が
兆
民
の
ル
ソ
ー
紹
介
か
ら
は
抜
け
落
ち
て
い
た
わ
け
で
あ
る
）
26
（

。「
佛
國
思
想
は
遂
に
其
の
根
基
を
我

邦
土
の
上
に
打
建
つ
る
に
及
ば
ざ
る
か
」
と
い
う
透
谷
の
懸
念
は
、
こ
の
事
実
と
、
透
谷
が
わ
ざ
わ
ざ
バ
イ
ロ
ン
の
ロ
マ
ン
主
義
的
ル
ソ
ー

観
に
則
っ
て
「
バ
イ
ロ
ン
の
所
謂
暴
野
な
る
ル
ー
ソ
ー
、
理
想
美
の
夢
想
家
遂
に
我
邦
に
縁
な
く
し
て
」
云
々
と
書
い
て
い
た
こ
と
と
を
考

え
合
わ
せ
れ
ば
、
明
治
日
本
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
ル
ソ
ー
受
容
の
偏
り
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
透
谷
は
、
い
ま
だ
紹
介
さ
れ
ざ
る
、
内
面
感
情
や
理
想
へ
の
意
志
を
重
視
す
る
ロ
マ
ン
主
義
の
先
駆
者
と
し
て
の

ル
ソ
ー
の
相
貌
に
、「
佛
國
思
想
」
の
「
根
基
」
を
見
、
そ
れ
が
も
っ
と
明
治
日
本
の
思
想
界
に
紹
介
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
ル
ソ
ー
を
十
全
に
読
み
こ
な
し
た
は
ず
の
兆
民
に
、
ル
ソ
ー
の
社
会
思
想
の
理
論
的
な

外
形
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
思
想
の
要
諦
で
あ
る
ル
ソ
ー
の
ロ
マ
ン
主
義
的
精
神
に
つ
い
て
も
一
般
に
紹
介
す
る
こ
と
を
強
く
期
待
し
て
い

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
――
。「
兆
民
居
士
安
く
に
か
あ
る
」
に
お
け
る
「
バ
イ
ロ
ン
の
所
謂
暴
野
な
る
ル
ー
ソ
ー
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、

こ
れ
だ
け
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
透
谷
に
と
っ
て
残
念
な
こ
と
に
、
事
態
は
透
谷
の
期
待
通
り
に
は
運
ば
な
か
っ
た
。
透
谷
が
期
待
を
か
け
た
当
の
兆
民
は
、
思
想

家
と
し
て
使
命
を
放
棄
し
一
介
の
実
業
家
に
転
身
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
透
谷
の
期
待
を
物
の
見
事
に
裏
切
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
透
谷
に
と
っ
て
兆
民
の
北
海
道
行
き
は
、
バ
イ
ロ
ン
が
そ
の
詩
の
中
で
歌
い
上
げ
た
よ
う
な
ル
ソ
ー
、
即
ち
、
理
想
と
現
実
と
の
間
の

亀
裂
に
耐
え
つ
つ
、
現
実
世
界
に
対
し
て
苦
悩
と
狂
気
の
言
葉
を
吐
き
続
け
た
ル
ソ
ー
が
歩
ん
だ
思
想
家
と
し
て
の
道
の
放
棄
と
映
じ
た
に

違
い
な
い
。
吉
田
精
一
が
言
う
よ
う
に
、
透
谷
は
そ
れ
ま
で
「
兆
民
を
「
理
想
美
の
夢
想
家
」
ル
ソ
オ
と
ほ
と
ん
ど
同
視
し
て
）
27
（

」
い
た
わ
け

で
あ
っ
た
が
、
思
想
界
を
去
っ
て
ゆ
く
兆
民
は
、
透
谷
に
と
っ
て
最
早
〈
東
洋
の
ル
ソ
ー
〉
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
バ
イ
ロ
ン
の
所
謂
暴
野
な
る
ル
ー
ソ
ー
、
理
想
美
の
夢
想
家
遂
に
我
邦
に
縁
な
く
し
て
」
云
々
と
い
う
文
言
は
、

バ
イ
ロ
ン
が
ル
ソ
ー
に
対
し
て
投
げ
か
け
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
な
共
感
的
な
眼
差
し
を
、
透
谷
自
身
、〈
東
洋
の
ル
ソ
ー
〉
た
る
べ
き
兆
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民
に
対
し
て
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
へ
の
激
し
い
失
望
を
表
明
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

実
は
バ
イ
ロ
ン
は
、
先
に
引
用
し
た
詩
節
に
続
く
、『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
第
三
歌
第
八
一
節
及
び
第
八
二
節
に
お
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ル
ソ
ー
思
想
の
運
命
に
つ
い
て
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
内
容
の
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
の
理
想
へ
の
高
邁

な
意
志
は
、
鬱
屈
の
度
を
強
め
、
狂
気
に
ま
で
高
潮
し
、
そ
れ
が
大
衆
を
扇
動
し
て
、
結
果
全
て
を
転
覆
さ
せ
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
起
こ
し

た
。
だ
が
、
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
覚
醒
し
た
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
「
野
心
が
利
己
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
」（because am

bition w
as self-

w
ill ’d.

）、
い
ざ
権
力
を
掌
握
す
る
と
、
見
る
見
る
う
ち
に
当
初
ル
ソ
ー
の
掲
げ
て
い
た
理
想
と
は
全
く
逆
の
方
向
、
即
ち
、
他
者
の
自
由
を

圧
殺
す
る
恐
怖
政
治
へ
と
堕
落
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
――
。
そ
う
な
の
だ
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
も
バ
イ
ロ
ン
に
よ
る
世
俗
的
権
力
意
志

に
対
す
る
批
判
と
い
う
馴
染
み
の
旋
律
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
バ
イ
ロ
ン
は
こ
こ
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
の
政
治
史
の
顛

末
を
見
据
え
な
が
ら
、
俗
情
と
結
託
し
た
権
力
意
志
の
堕
落
に
つ
い
て
歌
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
ア
ー
ノ
ル
ド
が
、
こ
れ
ら
の
詩
節

こ
そ
「
卓
越
し
た
誠
実
さ
と
強
さ
」
を
核
と
す
る
バ
イ
ロ
ン
の
高
潔
な
「
人
格
」
が
表
現
さ
れ
た
箇
所
と
見
な
し
た
に
違
い
な
い
詩
節
が
、

ま
さ
に
こ
の
く
だ
り
な
の
で
あ
っ
た
。
透
谷
が
こ
の
く
だ
り
ま
で
読
ん
で
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
客
観
的
資
料
が

な
い
た
め
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
自
身
が
参
照
し
た
詩
節
の
直
ぐ
後
に
く
る
詩
節
な
の
で
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
高
い
と
言

え
よ
う
。
そ
し
て
も
し
読
ん
で
い
た
と
し
た
ら
、「
虚
榮
村
の
住
民
」
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
以
来
の
馴
染
み
の
モ
チ
ー
フ
に
鋭
敏

に
反
応
し
、
内
心
で
政
治
熱
の
火
と
バ
イ
ロ
ン
熱
の
火
と
を
と
も
ど
も
掻
き
立
て
な
が
ら
、
堕
落
せ
る
明
治
日
本
の
政
治
の
現
場
に
、
俗
情

と
結
託
し
て
堕
落
し
て
し
ま
う
前
の
ル
ソ
ー
思
想
を
高
邁
な
ま
ま
、
純
粋
な
ま
ま
に
根
付
か
せ
る
こ
と
の
意
義
を
ま
す
ま
す
強
く
確
信
し
た

に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
バ
イ
ロ
ン
の
政
治
的
な
面
に
対
す
る
透
谷
の
関
心
は
、
例
え
ば
長
澤
別
天
等
が
関
心
を
向
け
て
い
た
よ
う
な
政
治
的
自
由

主
義
の
理
念
の
実
践
的
行
動
者
と
し
て
の
面
）
28
（

と
い
う
よ
り
、
ア
ー
ノ
ル
ド
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
よ
う
な
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
の
動
向
に

透
徹
し
た
批
評
的
な
眼
差
し
を
投
げ
か
け
る
、
言
わ
ば
警
世
の
士
と
し
て
の
面
に
そ
の
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
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る
）
29
（

。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
バ
イ
ロ
ン
の
政
治
的
な
眼
差
し
へ
の
関
心
は
、
た
だ
単
に
遠
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
を
見
る
見
方
を
バ
イ
ロ
ン

か
ら
学
ぶ
と
い
っ
た
安
直
な
も
の
で
は
な
く
、
透
谷
自
身
が
生
き
て
い
る
同
時
代
の
明
治
日
本
の
政
治
状
況
を
め
ぐ
る
強
い
問
題
意
識
に
支

え
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
透
谷
は
、
バ
イ
ロ
ン
が
個
人
及
び
国
家
を
堕
落
に
導
く
世
俗
的
権
力
意
志
を
批
判
的
に
見
る
眼
差
し
を
、

自
由
民
権
運
動
の
直
接
的
な
担
い
手
で
あ
っ
た
壮
士
た
ち
に
対
し
て
、
ま
た
、
そ
れ
に
か
つ
て
関
与
し
て
い
た
自
身
に
対
し
て
鋭
く
向
け
な

が
ら
、
バ
イ
ロ
ン
の
政
治
的
な
詩
句
や
詩
行
を
、
明
治
日
本
の
政
治
状
況
を
考
え
る
上
で
有
効
な
批
評
と
し
て
積
極
的
に
受
け
止
め
よ
う
と

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
バ
イ
ロ
ン
の
政
治
的
な
眼
差
し
に
自
ら
の
眼
差
し
を
重
ね
る
こ
と
は
、
透
谷
に
あ
っ
て
、

明
治
日
本
の
政
治
状
況
を
批
評
的
に
見
据
え
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
身
の
政
治
へ
の
関
心
の
根
源
を
見
つ
め
直
す
自
己
批
評
の
試
み

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
試
み
は
、
自
由
民
権
運
動
か
ら
距
離
を
置
い
て
以
来
、
民
権
壮
士
批
判
と
自
己
批
判
と
を
通
し
て

厄
殺
し
お
お
せ
た
と
思
わ
れ
た
、
政
治
的
関
心
と
し
て
の
政
治
熱
を
内
奥
か
ら
呼
び
覚
ま
す
こ
と
と
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
バ
イ
ロ
ン
熱
と

結
び
つ
く
中
で
、
一
個
の
批
評
精
神
と
し
て
の
〈
政
治
的
バ
イ
ロ
ン
熱
〉
を
透
谷
の
内
部
で
醸
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
透
谷
は
、
自
由
主
義
の
精
神
が
世
俗
的
権
力
意
志
に
変
質
し
た
時
い
か
に
堕
落
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
見
据
え
る
バ
イ
ロ
ン
の
批
評
的

な
眼
差
し
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
つ
つ
、
明
治
日
本
の
自
由
主
義
精
神
の
行
く
末
を
案
じ
る
文
学
者
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
バ
イ
ロ

ン
受
容
の
歴
史
に
お
い
て
も
独
特
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、
透
谷
が
「
虚
榮
村
の
住
民
」
及
び
「
兆
民
居
士
安
く
に
か
あ
る
」
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
を
通
し
て
仄
め
か
し
て
い

た
も
の
が
、
批
評
的
警
世
家
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
像
と
い
う
独
特
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
で
は
こ
の
よ
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う
な
バ
イ
ロ
ン
像
と
、
こ
れ
ま
で
透
谷
に
お
い
て
主
流
を
占
め
る
と
さ
れ
て
き
た
、
厭
世
的
自
我
詩
人
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
像
と
は
、
透
谷

の
内
部
で
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
て
稿
を
閉
じ
た
い
。

透
谷
が
「
マ
ン
フ
レ
ツ
ド
及
び
フ
オ
ー
ス
ト
」
や
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
な
ど
に
お
い
て
描
き
出
し
て
い
た
厭
世
的
自
我
詩
人
と
し
て
の

バ
イ
ロ
ン
像
と
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
理
想
と
現
実
の
間
に
横
た
わ
る
深
淵
を
前
に
自
己
の
内
面
の
負
の
感
情
を
内
攻
さ
せ
て
ゆ
く
詩
人
と

い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
厭
世
的
・
内
向
的
バ
イ
ロ
ン
に
対
す
る
関
心
は
、「
虚
榮
村
の
住
民
」
及
び
「
兆
民
居
士
安
く
に
か

あ
る
」
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
た
、
自
己
の
外
部
の
政
治
状
況
に
冷
静
な
批
評
を
試
み
る
政
治
的
・
外
向
的
バ
イ
ロ
ン
へ
の
関
心
と
、
一
見
し

た
と
こ
ろ
そ
の
方
向
性
に
お
い
て
正
反
対
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
バ
イ
ロ
ン
に
対
す
る
こ
れ
ら
二
つ
の
か
た
ち
の
透
谷
の
関
心
の
あ
り
よ
う
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
互
い
に
異
質
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
何
故
な
ら
、
政
治
的
批
評
意
識
の
強
い
警
世
の
士
と
し
て
の
政
治
的
・
外
向
的
バ
イ
ロ
ン
の
「
人
格
」
に
対
す
る
透
谷
の
関
心
は
、
本

来
は
高
邁
な
自
由
主
義
の
精
神
を
世
俗
的
権
力
意
志
へ
と
堕
落
さ
せ
て
し
ま
う
俗
情
一
般
に
対
し
て
根
深
い
嫌
悪
を
向
け
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の

肯
定
評
価
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
透
谷
の
バ
イ
ロ
ン
に
対
す
る
関
心
の
あ
り
方
は
、「
想
世
界
」
の
純
粋
を
愛
す
る
が
故
に

「
實
世
界
」
の
卑
俗
を
厭
う
厭
世
的
・
内
向
的
バ
イ
ロ
ン
の
「
人
格
」
へ
の
関
心
の
あ
り
方
と
、
バ
イ
ロ
ン
に
お
け
る
俗
物
主
義
へ
の
嫌
悪

を
正
し
く
見
据
え
た
も
の
と
い
う
意
味
で
、
実
は
同
質
の
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
違
い
と
言
え
ば
、
厭
世
的
・
内
向
的

バ
イ
ロ
ン
へ
の
関
心
が
、
バ
イ
ロ
ン
に
お
け
る
、
卑
俗
さ
を
激
し
く
嫌
悪
す
る
際
の
内
面
感
情
の
鬱
屈
と
い
う
内
向
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
に
焦
点

を
当
て
て
い
る
の
に
対
し
、
政
治
的
・
外
向
的
バ
イ
ロ
ン
へ
の
関
心
の
方
は
、
卑
俗
へ
の
嫌
悪
を
卑
俗
な
外
部
世
界
に
対
す
る
反
発
と
し
て

表
現
す
る
外
向
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
強
調
し
て
い
る
と
い
う
違
い
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
透
谷
の
示
唆
し
た
二
つ
の
バ
イ
ロ
ン
像
は
、
透
谷
内
部

の
バ
イ
ロ
ン
観
の
分
裂
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
透
谷
が
想
定
す
る
バ
イ
ロ
ン
の
本
質
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
――
。
そ
れ
は
、
あ
る
時
は
自
己
の
内
面
世
界
を
陰
々
と
し
た
眼

差
し
で
見
つ
め
、
あ
る
時
は
外
部
世
界
を
傲
然
と
眺
め
そ
の
卑
俗
さ
を
弾
劾
す
る
と
い
う
、
バ
イ
ロ
ン
の
誇
り
高
い
活
動
的
な
精
神
性
で
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あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
思
う
に
、
透
谷
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
バ
イ
ロ
ン
の
厭
世
的
な
面
と
政
治

的
な
面
と
の
両
方
に
一
貫
す
る
、
自
己
と
世
界
を
見
据
え
る
眼
差
し
の
強
度
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
透
谷
は
、
内
向
性
（
＝
自
己
の
内
部
へ
の

眼
差
し
）
と
外
向
性
（
＝
自
己
の
外
部
へ
の
眼
差
し
）
の
両
極
で
自
在
に
伸
縮
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
自
我
の
あ
り
よ
う
に
、
バ
イ
ロ
ン
の

本
質
を
見
た
。
透
谷
の
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
大
き
く
は
ア
ー
ノ
ル
ド
の
バ
イ
ロ
ン
観
か
ら
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
が
単
な
る
借
り
物
に
終
わ
ら
ず
、
直
接
的
政
治
活
動
と
し
て
の
自
由
民
権
運
動
へ
の
参
加
と
そ
こ
か
ら
の
離
脱
、
そ
し
て
そ
れ
以

後
の
厭
世
的
気
分
へ
の
沈
降
と
文
学
へ
の
接
近
、
と
い
う
透
谷
固
有
の
体
験
と
実
感
に
裏
打
ち
さ
れ
て
、
透
谷
自
身
の
も
の
に
よ
く
消
化
さ

れ
て
い
る
と
言
え
る
。

明
治
前
半
期
の
バ
イ
ロ
ン
言
説
の
大
き
な
流
れ
は
、
政
治
的
・
外
向
的
バ
イ
ロ
ン
か
ら
厭
世
的
・
内
向
的
バ
イ
ロ
ン
へ
と
、
論
者
の
関
心

が
移
っ
て
い
た
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
）
30
（

、
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
政
治
的
・
外
向
的
バ
イ
ロ
ン
と
厭
世
的
・
内
向
的
バ

イ
ロ
ン
と
を
結
ぶ
も
の
を
捉
え
、
統
一
的
な
バ
イ
ロ
ン
像
を
描
こ
う
と
す
る
試
み
は
な
か
な
か
な
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中

で
、
政
治
的
・
外
向
的
バ
イ
ロ
ン
と
厭
世
的
・
内
向
的
バ
イ
ロ
ン
と
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
の
「
人
格
」
の
内
実
を
、
ア
ー
ノ
ル

ド
の
示
唆
を
受
け
つ
つ
自
分
な
り
に
見
据
え
て
い
た
透
谷
の
眼
差
し
の
先
に
は
、
恐
ら
く
統
一
的
な
バ
イ
ロ
ン
像
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
像
を

結
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
察
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
透
谷
と
て
、
自
身
の
文
章
の
中
で
自
分
な
り
の
統
一
的
バ
イ
ロ
ン
像
を
十
全

に
描
き
出
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
透
谷
が
実
際
に
描
き
出
し
た
バ
イ
ロ
ン
像
で
一
般
に
流
通
し
た
の
は
、
や
は
り
厭
世
的
・
内
向

的
バ
イ
ロ
ン
像
の
流
れ
に
棹
差
し
た
「
厭
世
詩
家
」＝
厭
世
的
自
我
詩
人
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
像
の
方
で
あ
り
、
も
う
一
方
の
警
世
の
士
と

し
て
の
政
治
的
・
外
向
的
バ
イ
ロ
ン
像
に
つ
い
て
は
、「
虚
榮
村
の
住
民
」
及
び
「
兆
民
居
士
安
く
に
か
あ
る
」
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の

論
及
が
あ
ま
り
に
断
片
的
で
あ
っ
た
が
故
に
、
そ
の
ご
く
わ
ず
か
な
片
鱗
が
仄
め
か
さ
れ
た
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

透
谷
は
、
自
ら
の
統
一
的
バ
イ
ロ
ン
像
の
輪
郭
を
描
き
出
す
試
み
を
全
く
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
透
谷
の
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
を
丁

寧
に
追
っ
て
ゆ
く
と
、
透
谷
は
わ
ず
か
だ
が
そ
れ
を
な
そ
う
と
し
た
気
配
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、「
富
嶽
の
詩
神
を
思
ふ
」（『
文
學
界
』



305 北村透谷の政治的バイロン熱

第
一
號
、
明
治
二
六
年
一
月
）
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
文
章
は
、
一
言
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

口
先
だ
け
で
愛
国
的
言
辞
を
喋
々
す
る
こ
と
を
退
け
、
真
の
愛
国
心
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
透
谷
な
り
の
見
解
を
提
示
し
よ
う

と
し
た
美
文
調
の
文
章
で
あ
る
。
こ
の
文
章
の
論
旨
そ
れ
自
体
は
、
真
の
愛
国
と
は
そ
の
国
の
詩
的
精
神
の
源
で
あ
る
不
朽
不
滅
の
自
然
に

思
い
を
馳
せ
る
心
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
我
が
国
に
お
い
て
そ
の
自
然
と
は
富
士
で
あ
る
か
ら
、
富
士
を
愛
し
た
人
麻
呂
や
赤
人
、
西
行

や
芭
蕉
な
ど
の
日
本
の
詩
人
た
ち
こ
そ
真
の
愛
国
者
で
あ
る
、
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
文
章
も
少
々
修
辞
の
勝
ち
す
ぎ
た
、

所
々
論
理
の
つ
な
が
り
の
不
明
瞭
な
も
の
で
あ
り
、
透
谷
自
身
も
自
覚
し
て
い
た
通
り
）
31
（

、
公
平
に
見
て
こ
れ
は
あ
ま
り
意
味
深
い
文
章
と
は

言
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
透
谷
が
こ
の
文
章
で
言
わ
ん
と
し
て
い
た
こ
と
を
あ
え
て
言
葉
を
補
い
つ
つ
汲
み
取
る
な
ら
ば
、
真
の
愛
国
に

は
そ
の
国
の
国
柄
や
そ
の
国
の
自
然
に
対
す
る
感
受
性
の
裏
打
ち
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
美
的
感
受
性
や
美
的
情
操
の
豊
か
な
文

学
者
こ
そ
真
の
愛
国
者
た
り
得
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
、
透
谷
は
自
身
が
内

心
で
思
い
描
い
て
い
た
統
一
的
バ
イ
ロ
ン
像
を
次
の
よ
う
な
言
い
方
で
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

故
郷
は
之
れ
邦
家
な
り
、
多
情
多
思
の
人
の
尤
も
邦
家
を
愛
す
る
は
何
人
か
之
を
疑
は
む
。
孤
劍
提
げ
來
り
て
以
太
利
の
義
軍

に
投
じ
一
命
を
惡
疫
に
委
し
た
る
バ
イ
ロ
ン
我
れ
之
を
愛
す
。（
一
一
二
頁
）

こ
こ
で
透
谷
は
、「
多
情
多
思
の
人
」
こ
そ
が
「
尤
も
邦
家
（
＝
国
家
）
を
愛
す
る
」
と
い
う
命
題
の
正
し
さ
を
示
す
有
力
な
一
例
と
し

て
、
晩
年
に
政
治
的
行
動
を
起
こ
し
た
バ
イ
ロ
ン
を
挙
げ
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
。
こ
の
「
多
情
多
思
の
人
」
の
中
に
は
、
当
然
理
想

と
現
実
と
の
狭
間
で
厭
世
感
情
を
募
ら
せ
る
厭
世
的
自
我
詩
人
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
透
谷
が
こ
こ
で
言
わ
ん
と

し
て
い
る
こ
と
は
、
バ
イ
ロ
ン
は
「
多
情
多
思
」
の
「
厭
世
詩
家
」
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
真
の
政
治
的
愛
国
者
た
り
得
た
の
だ
、
と
い
っ
た

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
厭
世
感
情
と
愛
国
心
は
共
に
豊
か
な
感
受
性
を
前
提
と
す
る
も
の
だ
か
ら
、
結
局
両
者
と
も
同
じ
「
多
情
多
思
」
に
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帰
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
言
え
ば
厭
世
的
・
内
向
的
バ
イ
ロ
ン
像
と
政
治
的
・
外
向
的
バ
イ
ロ
ン
像
は
矛
盾
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、

実
は
同
根
で
あ
る
と
す
ら
言
え
る
の
だ
――
。
恐
ら
く
透
谷
は
こ
の
よ
う
に
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
32
（

。

だ
が
、
透
谷
の
こ
の
よ
う
な
舌
足
ら
ず
な
言
い
方
に
よ
る
統
一
的
バ
イ
ロ
ン
像
の
提
示
は
、
全
く
説
得
力
の
乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
富
嶽
の
詩
神
を
思
ふ
」
と
い
う
文
章
全
体
が
あ
ま
り
論
理
の
明
晰
な
文
章
で
は
な
く
、「
多
情

多
思
」
が
即
愛
国
心
に
直
結
す
る
と
い
う
論
理
に
つ
い
て
の
説
明
も
不
十
分
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
確
か
に
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
バ
イ

ロ
ン
に
関
す
る
論
及
自
体
が
か
な
り
奇
妙
奇
天
烈
な
文
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
代
物
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
短
い
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
の
中

に
複
数
の
事
実
誤
認
が
あ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
バ
イ
ロ
ン
が
「
一
命
を
惡
疫
に
委
し
た
る
」
の
は
「
以
太
利
の
義
軍
に
投
じ
」
た
際
の

こ
と
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ャ
独
立
戦
争
に
参
加
し
た
際
の
こ
と
で
あ
る
）
33
（

。
ま
た
バ
イ
ロ
ン
の
実
際
の
「
故
郷
」
即
ち
「
邦
家
」
は
イ
ギ
リ
ス

で
あ
り
、「
以
太
利
」
に
お
け
る
政
治
的
行
動
と
バ
イ
ロ
ン
の
愛
国
心
と
は
直
接
的
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
透
谷
は
こ
の
よ
う
な
誤
謬
と
矛

盾
の
文
を
書
き
つ
け
て
ま
で
、
厭
世
的
・
内
向
的
バ
イ
ロ
ン
像
と
政
治
的
・
外
向
的
バ
イ
ロ
ン
像
と
を
、
言
わ
ば
「
多
情
多
思
」
の
愛
国
的

自
我
詩
人
と
い
う
像
に
ま
と
め
上
げ
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
実
際
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
バ
イ
ロ
ン
像
は
ほ
と
ん
ど
意
味

を
成
さ
な
い
ほ
ど
お
粗
末
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、「
國
民
と
思
想
」（『
評
論
』
第
八
號
、
明
治
二
六
年
七
月
）
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
に
つ
い
て
も
同
様
に
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
評
論
に
お
い
て
も
透
谷
は
、
詩
人
の
愛
国
心
を
論
じ
る
文
脈
で
「
バ
イ
ロ
ン
は
如
何
に
そ
の
故
國
を
罵
る
と
も
、

英
國
の
一
民
た
る
に
於
て
は
終
始
變
る
と
こ
ろ
な
く
深
く
之
を
其
の
著
作
の
上
に
印
せ
り
」
云
々
と
言
い
、「
多
情
多
思
」
の
愛
国
的
自
我

詩
人
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
像
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
腐
心
し
て
い
る
。
こ
の
一
文
な
ど
も
、
バ
イ
ロ
ン
に
お
け
る
、「
故
國
を
罵
る
」
と
い
う

と
こ
ろ
に
表
れ
た
厭
世
的
な
面
と
、「
英
國
の
一
民
た
る
」
こ
と
を
「
著
作
の
上
に
印
」
し
て
い
る
と
い
う
（〈
国
〉
と
の
関
わ
り
が
深
い

と
い
う
意
味
で
の
）
政
治
的
な
面
と
を
連
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
透
谷
の
努
力
を
表
し
た
も
の
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
そ
れ
ら

が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
連
結
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
示
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
実
体
の
な
い
空
言
に
終
わ
っ
て
し
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ま
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
透
谷
に
お
け
る
統
一
的
バ
イ
ロ
ン
像
へ
の
拘
り
は
、
恐
ら
く
、
表
面
的
に
は
政
治
か
ら
文
学
へ
と
い
う
軌
跡
を
描
い
た
に
見

え
る
透
谷
が
、
や
は
り
最
後
ま
で
政
治
的
な
問
題
意
識
・
関
心
を
捨
て
切
れ
ず
、〈
政
治
―
文
学
〉
の
間
で
揺
れ
る
自
身
の
心
の
動
揺
を
、

〈
政
治
―
文
学
〉
の
両
方
に
跨
っ
た
人
生
を
送
る
こ
と
の
で
き
た
詩
人
戦
士
バ
イ
ロ
ン
の
精
神
性
を
探
究
す
る
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
し
て

い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
透
谷
は
、
直
接
行
動
に
赴
く
政
治
的
人
間
で
あ
る
こ
と
を
自
由
民
権
運
動
か
ら
離
脱
し
て
以
降

や
め
て
お
り
、
各
種
の
文
章
を
書
い
て
い
た
明
治
二
十
年
代
半
ば
の
時
点
に
お
い
て
は
内
面
性
や
思
想
性
を
第
一
に
考
え
る
文
学
的
人
間
で

あ
っ
た
の
で
、
バ
イ
ロ
ン
に
お
け
る
文
学
性
（
＝
厭
世
的
内
向
性
）
と
政
治
性
（
＝
政
治
的
外
向
性
）
の
統
一
の
試
み
が
内
面
性
や
思
想
性

の
軸
の
方
に
傾
く
か
た
ち
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
っ
た
）
34
（

。
透
谷
が
バ
イ
ロ
ン
の
政
治
的
行
動
そ
れ
自
体
に
つ

い
て
よ
り
も
、
バ
イ
ロ
ン
の
政
治
を
見
据
え
る
眼
差
し
や
政
治
に
赴
く
動
機
づ
け
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
し
た
の
も
、
そ
う
い
っ
た

透
谷
の
個
人
的
な
事
情
を
反
映
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

も
し
透
谷
に
よ
っ
て
厭
世
的
・
内
向
的
バ
イ
ロ
ン
像
と
政
治
的
・
外
向
的
バ
イ
ロ
ン
像
と
の
統
一
化
が
な
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の

後
の
日
本
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
言
説
に
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
以
後
幾
度
か
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
〈
政
治
と
文

学
〉
論
争
に
も
有
効
な
視
点
を
提
供
す
る
も
の
に
な
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
透
谷
は
そ
れ
を
十
分
な
し
得
な
い
ま
ま
、
明
治
二
七

年
五
月
、
足
早
に
こ
の
世
を
去
っ
た
。
透
谷
の
思
想
的
・
文
学
的
・
政
治
的
営
為
全
体
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
統
一
的
バ
イ
ロ
ン
像
を

日
本
人
の
手
で
主
体
的
に
描
き
出
す
と
い
う
試
み
は
生
煮
え
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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注

（
1
） 「
負
の
ロ
マ
ン
主
義
」
と
い
う
批
評
用
語
は
、
M
・
ペ
ッ
カ
ム
が
バ
イ
ロ
ン
流
の
ロ
マ
ン
主
義
の
あ
り
方
に
つ
い
て
説
明
す
る
た
め
に
用
意
し

た
も
の
で
あ
る
。
ペ
ッ
カ
ム
に
よ
れ
ば
、「
端
的
に
言
っ
て
、「
負
の
ロ
マ
ン
主
義
」
は
、
静
的
な
機
械
論
的
世
界
観
か
ら
離
れ
た
も
の
の
、
い

ま
だ
動
的
な
有
機
的
世
界
観
の
文
脈
に
お
い
て
自
分
の
思
想
や
藝
術
を
再
統
合
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
、
そ
う
い
う
人
間
の
姿
勢
、
感

情
、
思
考
の
表
現
形
態
で
あ
る
」。「
気
質
や
感
情
的
・
知
的
な
深
さ
に
応
じ
て
、
様
々
な
人
間
が
、
静
的
な
機
械
的
世
界
観
の
文
脈
で
宇
宙

の
意
味
を
確
信
し
て
い
る
状
態
か
ら
、
動
的
な
有
機
的
世
界
観
の
意
味
を
確
信
し
て
い
る
状
態
に
移
行
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
彼
ら
は
、
懐
疑

と
、
絶
望
と
、
宗
教
的
及
び
社
会
的
疎
外
感
と
、
理
性
と
創
造
力
の
乖
離
の
状
態
の
時
代
に
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
時
代
に
お
い
て

は
、
彼
ら
は
、
い
か
な
る
宇
宙
の
美
も
善
も
、
い
か
な
る
意
義
も
、
い
か
な
る
合
理
性
も
、
も
っ
と
言
え
ば
い
か
な
る
秩
序
も
、
邪
悪
な
る
秩

序
で
さ
え
も
、
全
く
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
状
態
が
、「
負
の
ロ
マ
ン
主
義
」、
即
ち
「
正
の
ロ
マ
ン
主
義
」
の
前
段
階
で
あ
り
、
疾

風
怒
濤
の
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」。See M

orse Peckham
, T

he T
rium

ph of R
om

anticism

（C
olum

bia: U
niversity of South 

C
arolina Press, 1970

）16, 21

―22.

（
2
） 『
蓬
莱
曲
』
に
お
け
る
『
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
』
受
容
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
先
行
研
究
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
こ
こ
で
は
取
り
あ
え
ず
特

に
精
緻
な
議
論
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て
、
小
川
和
夫
「『
蓬
萊
曲
』
と
『
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
』」（『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
一
四
号
、
昭
和

五
三
年
二
月
、
小
川
『
明
治
文
学
と
近
代
自
我
――
比
較
文
学
的
考
察
』、
南
雲
堂
、
昭
和
五
七
年
所
収
）
を
挙
げ
て
お
く
。
ま
た
、
透
谷
の
評

論
作
品
に
お
け
る
『
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
』
受
容
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
芭
蕉
と
バ
イ
ロ
ン
を
つ
な
ぐ
も
の
――
北
村
透
谷
の
「
自
然
―
詩

人
」
観
」（『
比
較
文
學
研
究
』
第
八
六
巻
、
平
成
一
七
年
一
一
月
）、
及
び
拙
稿
「
発
心
す
る
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
、
悔
改
め
る
文
覚
――
北
村
透
谷

の
「
心
機
妙
變
」
観
」（『
比
較
文
学
』
第
四
八
巻
、
平
成
一
八
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） 

こ
の
固
定
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
治
前
半
期
に
お
け
る
厭
世
的
バ
イ
ロ
ン
熱
の
内
攻
過
程
――
北
村
透
谷
「
厭
世
詩
家
と
女

性
」
ま
で
」（『
緑
聖
文
化
』
第
一
一
号
、
平
成
二
五
年
三
月
）
を
参
照
の
こ
と
。
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（
4
） 

こ
の
バ
イ
ロ
ン
の
政
治
的
な
面
に
対
す
る
明
治
初
期
の
日
本
の
言
論
人
の
意
識
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
治
前
半
期
に
お
け
る
政

治
的
バ
イ
ロ
ン
熱
の
運
命
――
長
澤
別
天
を
中
心
に
」（『
緑
聖
文
化
』
第
一
〇
号
、
平
成
二
四
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
） 
笹
渕
友
一
は
、
戸
川
秋
骨
の
「
透
谷
君
と
語
る
時
は
、
文
学
の
話
よ
り
も
宗
教
の
話
が
多
く
出
、
ま
た
そ
れ
よ
り
も
政
治
に
関
す
る
話
が
多
分

に
あ
つ
た
」（「
四
十
年
前
の
文
学
界
」）
と
い
う
証
言
や
、
巌
本
善
治
の
「
透
谷
は
若
し
文
学
に
専
念
せ
ざ
り
し
な
ら
ば
社
会
改
革
家
と
し
て
政

治
方
面
に
活
動
し
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
人
格
で
し
た
」（「
満
州
か
ら
の
通
信
」）
と
い
う
証
言
を
引
き
な
が
ら
、
透
谷
の
自
由
民
権
熱
以
来

の
政
治
的
関
心
が
生
涯
に
わ
た
っ
た
と
い
う
見
解
を
披
露
し
て
い
る
。
笹
渕
『「
文
學
界
」
と
そ
の
時
代
』
上
巻
（
明
治
書
院
、
昭
和
三
四
年
）、

九
五
頁
参
照
。

（
6
） 

同
書
、
三
二
一
―
三
二
四
頁
参
照
。

（
7
） 

吉
武
好
孝
「
概
観
――
英
米
作
家
の
導
入
と
日
本
思
想
の
近
代
化
」﹇
福
田
光
治
他
（
編
）『
欧
米
作
家
と
日
本
近
代
文
学
』
第
一
巻
〈
英
米
編

一
〉（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
四
九
年
）、
二
二
―
二
五
頁
参
照
﹈。

（
8
） 

吉
武
好
孝
「
北
村
透
谷
の
翻
案
作
品
」﹇『
近
代
文
学
の
中
の
西
欧
――
近
代
日
本
翻
案
史
』〈
比
較
文
学
研
究
叢
書
①
〉（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、

昭
和
四
九
年
）、
一
四
一
頁
参
照
﹈。

（
9
） 

佐
藤
善
也
「「
楚
囚
之
詩
」
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
三
五
巻
第
二
号
、
昭
和
三
三
年
二
月
）
参
照
。

（
10
） 

以
下
、
透
谷
の
文
章
の
引
用
は
、
断
り
の
な
い
限
り
、
初
出
の
表
記
の
保
存
に
努
め
た
『
北
村
透
谷
集
』〈
明
治
文
學
全
集
二
九
〉（
筑
摩
書
房
、

昭
和
五
一
年
）
に
拠
り
、
本
文
中
に
頁
番
号
の
み
記
す
。
な
お
、
ル
ビ
、
圏
点
、
傍
点
そ
の
他
は
、
必
要
の
な
い
限
り
省
略
し
た
。

（
11
） 

雑
誌
『
平
和
』
に
つ
い
て
は
、
勝
本
清
一
郎
「
日
本
平
和
主
義
運
動
の
黎
明
」（『
日
本
評
論
』、
昭
和
二
三
年
二
月
、
後
に
勝
本
『
近
代
文
学

ノ
ー
ト
2
』（
み
す
ず
書
房
、
昭
和
五
四
年
）
に
収
録
）、
黒
木
章
「『
平
和
』
を
つ
く
る
人
々
――
フ
レ
ン
ド
派
の
人
々
を
中
心
に
み
る
そ
の
前

史
」﹇
桶
谷
秀
昭
他
（
編
）『
透
谷
と
近
代
日
本
』（
翰
林
書
房
、
平
成
六
年
）﹈
を
参
照
し
た
。

（
12
） 

笹
渕
友
一
も
、『
平
和
』
所
載
の
透
谷
の
文
章
の
中
で
、『
平
和
』
を
発
行
す
る
日
本
平
和
会
の
平
和
運
動
の
趣
旨
に
沿
っ
た
文
章
は
、
せ
い
ぜ

い
『
平
和
』
第
三
號
掲
載
分
く
ら
い
の
も
の
で
、
後
は
平
和
運
動
と
は
直
接
的
に
関
係
な
い
、
人
間
論
や
宗
教
論
や
文
学
論
ば
か
り
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
笹
渕
前
掲
書
（
上
）、
六
一
―
六
二
頁
参
照
。

（
13
） 

当
該
箇
所
の
原
文
を
以
下
に
引
用
す
る
。『
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
』
第
一
幕
第
一
場
に
お
け
る
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
の
冒
頭
の
独
白
の
中
の
台
詞
で
あ
る
。
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B
ut grief should be the instructor of the w

ise;

Sorrow
 is know

ledge: they w
ho know

 the m
ost 

M
ust m

ourn the deepest o ’er the fatal truth,

T
he T

ree of K
now

ledge is not that of Life.
し
か
し
、
悲
嘆
は
賢
者
に
教
え
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

悲
し
み
こ
そ
は
知
識
で
あ
る
。
誰
よ
り
も
多
く
知
る
者
は

宿
命
と
し
て
の
真
実
の
こ
と
を
誰
よ
り
も
深
く
嘆
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
智
慧
の
樹
」
は
「
生
命
の
樹
」
で
は
な
い
の
だ
。（
拙
訳
）

（
14
） 

バ
イ
ロ
ン
の
詩
か
ら
の
引
用
は
、
断
り
の
な
い
限
り
、Lord B

yron, T
he C

om
plete Poetical W

orks, 7vols. ed. Jerom
e J. M

cG
ann

（O
xford; 

Tokyo: C
larendon Press, 1980

―1993
）
に
拠
り
、
本
文
中
にC

PW

の
略
号
と
と
も
に
巻
号
と
頁
番
号
を
記
す
。
ま
た
、
バ
イ
ロ
ン
詩
の
訳

は
、
断
り
の
な
い
限
り
、
全
て
拙
訳
に
よ
る
。

（
15
） 

十
州
山
人
「
バ
イ
ロ
ン
卿
」（『
こ
の
花
草
紙
』
第
二
巻
、
明
治
二
六
年
六
月
）、
二
三
頁
。

（
16
） 

ア
ー
ノ
ル
ド
の
「
バ
イ
ロ
ン
論
」
か
ら
の
引
用
は
、
全
て M

atthew
 A

rnold, T
he C

om
plete P

rose W
orks of M

atthew
 A

rnold, vol.9 

[E
nglish Literature A

nd Irish Politics.] ed. R
. H

. Super
（A

nn A
rbor: T

he U
niversity of M

ichigan Press, 1973

）
に
拠
る
。
以
下
、

本
文
中
に
頁
番
号
の
み
略
記
す
る
。

（
17
） 

笹
渕
前
掲
書
（
上
）、
八
〇
頁
参
照
。

（
18
） 

佐
藤
（
善
）『
透
谷
、
操
山
と
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
』（
近
代
文
芸
社
、
平
成
九
年
）、
九
頁
参
照
。

（
19
） 

同
書
、
九
―
一
一
頁
参
照

（
20
） 

同
書
、
六
五
―
六
六
頁
参
照
。

（
21
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
明
治
前
半
期
に
お
け
る
厭
世
的
バ
イ
ロ
ン
熱
の
内
攻
過
程
――
北
村
透
谷
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
ま
で
」
を

参
照
の
こ
と
。
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（
22
） 

こ
の
意
味
で
、
磯
田
光
一
が
、
透
谷
の
バ
イ
ロ
ン
理
解
か
ら
「
バ
イ
ロ
ン
の
政
治
性
も
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
も
捨
象
さ
れ
、
厭
世
だ
け
が
透
谷
と
バ

イ
ロ
ン
と
を
結
ぶ
絆
に
な
っ
た
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
疑
問
を
呈
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
磯
田
は
、「
貴
族
文
明
が
市
民
民
主
主
義
に
移
行

す
る
時
代
を
生
き
た
バ
イ
ロ
ン
は
、
貴
族
主
義
の
形
骸
化
を
呪
う
と
同
時
に
新
文
明
の
俗
悪
さ
を
呪
っ
た
が
、
そ
の
厭
世
は
憂
愁
と
し
て
表
現

さ
れ
る
と
と
も
に
、
自
己
武
装
と
し
て
は
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
」
と
論
じ
て
い
る
。
磯
田
「
バ
イ
ロ
ン
と
近
代
日
本
（
上
）」

（『
磁
場
』
第
七
号
、
昭
和
五
一
年
一
月
）、
二
四
―
二
六
頁
参
照
。
磯
田
は
こ
の
よ
う
に
「
反
逆
児
バ
イ
ロ
ン
」「
正
義
派
バ
イ
ロ
ン
」
の
人
間

像
を
描
き
出
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
バ
イ
ロ
ン
像
は
、
ア
ー
ノ
ル
ド
的
バ
イ
ロ
ン
像
、
即
ち
、「
卓
越
し
た
誠
実
さ
と
強
さ
」
の
持
ち
主
で

あ
り
、
俗
物
主
義
を
嫌
悪
す
る
高
潔
な
「
人
格
」
で
あ
る
と
い
う
バ
イ
ロ
ン
像
に
ほ
ぼ
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
透
谷
は
ア
ー
ノ
ル
ド
的
バ
イ
ロ

ン
像
か
ら
政
治
的
な
見
方
を
学
習
し
た
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
り
、「
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
」
は
と
も
か
く
「
バ
イ
ロ
ン
の

政
治
性
」
が
透
谷
の
バ
イ
ロ
ン
理
解
か
ら
「
捨
象
」
さ
れ
た
、
と
い
う
磯
田
の
見
解
は
当
を
失
し
て
い
る
と
考
え
る
。

（
23
） 

勝
本
清
一
郎
も
、
明
治
二
一
年
一
月
二
一
日
付
ミ
ナ
宛
書
簡
の
中
の
、
俗
情
と
結
託
し
た
権
力
意
志
批
判
の
言
辞
な
ど
に
触
れ
つ
つ
、
そ
こ
に
、

物
質
的
繁
栄
の
み
を
追
求
す
る
明
治
日
本
の
資
本
主
義
社
会
に
対
す
る
、
透
谷
の
内
面
的
視
点
か
ら
の
社
会
批
評
の
原
点
を
見
出
そ
う
と
し
て

い
る
。
勝
本
前
掲
書
、
四
一
―
四
六
頁
参
照
。

（
24
） 

笹
渕
友
一
は
、
透
谷
の
自
由
民
権
熱
の
二
本
の
柱
と
し
て
、
ル
ソ
ー
流
の
天
賦
人
権
論
と
志
士
気
質
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
笹
渕
の
所
謂
「
志

士
気
質
」
と
は
、
政
治
的
行
動
の
背
後
に
あ
る
自
己
犠
牲
的
な
情
念
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
、
筆
者
も
こ
の
笹
渕
の
見
解
に
賛

成
で
あ
る
。
笹
渕
前
掲
書
（
上
）、
九
六
―
九
八
頁
参
照
。
だ
が
、
笹
渕
が
「
透
谷
の
志
士
気
質
は
彼
の
自
由
民
権
思
想
を
「
経
国
の
志
」
に
ま

で
抽
象
化
し
、
思
想
的
輪
郭
を
ぼ
か
し
て
ゐ
る
」
と
断
じ
て
い
る
こ
と
に
は
、
一
定
の
留
保
を
つ
け
た
い
。
透
谷
が
「
志
士
気
質
」
か
ら
政
治

の
背
後
に
あ
る
情
念
の
問
題
に
自
覚
的
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
を
基
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
史
に
お
け
る
自
由
主
義
の
堕
落
を
歌
っ
た
バ

イ
ロ
ン
の
詩
句
に
接
近
し
得
た
こ
と
を
重
視
す
る
と
、
寧
ろ
、
人
間
の
情
念
の
問
題
を
軽
視
し
合
理
主
義
的
に
世
界
を
解
釈
し
過
ぎ
て
い
る
か

の
如
き
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
由
主
義
的
社
会
思
想
の
陥
穽
を
、
透
谷
が
精
確
に
見
抜
い
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。

（
25
） 

透
谷
が
わ
ざ
わ
ざ
バ
イ
ロ
ン
に
よ
る
ル
ソ
ー
評
を
引
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
別
の
理
由
も
考
え
ら
れ
る
。
兆
民
は
、『
革
命
前
法

朗
西
二
世
記
事
』（
明
治
一
九
年
）
に
お
い
て
「
英
吉
利
ニ
在
リ
テ
ハ
ロ
ー
ル
ド
ビ
ロ
ン
、
皆
ル
ー
ソ
ー
ノ
詞
藻
ヲ
祖
述
シ
咀
嚼
脱
化
シ
テ
別
ニ

一
家
ヲ
成
ス
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
」
と
書
い
て
い
る
。
つ
ま
り
兆
民
は
、
バ
イ
ロ
ン
が
ル
ソ
ー
に
親
炙
し
て
い
た
事
実
を
知
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
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も
し
か
し
た
ら
透
谷
は
、
兆
民
の
こ
の
文
章
か
ら
、
兆
民
が
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
第
三
歌
の
中
の
バ
イ
ロ
ン
に
よ
る
ル
ソ
ー

讃
頌
を
読
ん
で
い
る
、
と
思
い
込
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
ロ
マ
ン
主
義
の
先
駆
者
と
し
て
ル
ソ
ー
を
見
る
見
方
を
兆
民
と
共
有
す

べ
く
、
兆
民
に
直
接
呼
び
か
け
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
兆
民
も
よ
く
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
バ
イ
ロ
ン
の
ル
ソ
ー
讃
頌
の
詩
節
か
ら
の
引
用

を
行
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
。

（
26
） 

平
岡
昇
「
日
本
に
お
け
る
ル
ソ
ー
――
そ
の
文
学
的
影
響
に
つ
い
て
」﹇『
平
岡
昇
プ
ロ
ポ
Ⅱ
』（
白
水
社
、
昭
和
五
七
年
）、
四
二
六
―
四
三
一
頁

参
照
﹈。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
浜
田
泉
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
浜
田
「
北
村
透
谷
・
ノ
ー
ト
」﹇『
ロ
マ
ン
主
義
文
学
の
水
脈
』（
緑
地

社
、
平
成
九
年
）、
二
〇
六
頁
参
照
﹈。

（
27
） 

吉
田
精
一
「
ル
ソ
ー
と
日
本
の
近
代
文
学
」（『
現
代
思
想
』〈
特
集
ル
ソ
ー
甦
え
る
狂
気
の
聖
者
〉
第
二
巻
第
五
号
、
昭
和
四
九
年
五
月
）、

九
三
頁
。

（
28
） 

長
澤
別
天
の
政
治
的
バ
イ
ロ
ン
熱
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
明
治
前
半
期
に
お
け
る
政
治
的
バ
イ
ロ
ン
熱
の
運
命
――
長
澤
別
天
を
中
心
に
」

を
参
照
の
こ
と
。

（
29
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
笹
渕
友
一
も
、
明
治
二
三
年
時
の
透
谷
の
評
論
文
に
触
れ
つ
つ
、
透
谷
が
「（
当
時
の
国
会
開
設
、
地
方
制
度
改
革
、
新
劇
場

建
設
と
い
っ
た
）
社
会
の
表
面
的
現
象
に
幻
惑
さ
れ
な
い
で
、
そ
の
根
本
問
題
を
剔
抉
し
う
る
具
眼
の
士
」
を
待
望
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
笹
渕
前
掲
書
（
上
）、
一
〇
八
頁
。
透
谷
の
「
具
眼
の
士
」
待
望
論
は
明
治
二
三
年
以
降
も
持
続
し
、
そ
れ
が
警
世
の
士
と
し
て
バ
イ

ロ
ン
を
見
る
バ
イ
ロ
ン
観
の
形
成
の
基
礎
と
も
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

（
30
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
議
論
に
つ
い
て
は
前
掲
の
二
つ
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
31
） 

透
谷
夫
人
の
ミ
ナ
に
よ
る
談
話
「『
春
』
と
透
谷
」（『
早
稻
田
文
學
』
第
三
一
號
、
明
治
四
一
年
七
月
）
に
は
、「
富
嶽
の
詩
神
を
思
ふ
」
の
意
外

な
好
評
を
前
に
し
た
時
の
透
谷
の
言
葉
と
し
て
、「
こ
ん
な
花
や
か
な
も
の
を
書
き
さ
へ
す
れ
ば
歡
迎
す
る
、
か
う
云
ふ
世
の
中
だ
か
ら
い
や
だ
、

お
れ
は
こ
ん
な
も
の
を
書
く
の
が
本
領
で
は
な
い
」
と
い
う
憤
慨
の
言
葉
が
ミ
ナ
に
よ
っ
て
証
言
さ
れ
て
い
る
。『
北
村
透
谷
集
』、
三
二
三
頁

参
照
。

（
32
） 

笹
渕
友
一
は
、
こ
の
「
富
嶽
の
詩
神
を
思
ふ
」
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
を
引
き
つ
つ
、「
透
谷
の
バ
イ
ロ
ン
へ
の
傾
倒
が
詩
人
、
芸
術
家

と
し
て
よ
り
も
実
行
の
人
、
自
由
の
戦
士
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
に
焦
点
を
合
は
せ
て
ゐ
た
」
と
論
じ
て
い
る
。
笹
渕
前
掲
書
（
上
）、
三
一
三
頁
。

だ
が
、
以
上
論
じ
て
き
た
理
由
か
ら
、
こ
の
笹
渕
の
見
解
に
は
筆
者
は
賛
同
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
筆
者
は
、「
富
嶽
の
詩
神
を
思
ふ
」
に
お
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け
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
の
中
に
こ
そ
、「
詩
人
、
芸
術
家
と
し
て
」
の
厭
世
的
・
内
向
的
バ
イ
ロ
ン
像
と
、「
実
行
の
人
、
自
由
の
戦
士
と
し

て
」
の
政
治
的
・
外
向
的
バ
イ
ロ
ン
像
と
を
何
と
か
統
一
し
よ
う
と
し
て
い
た
透
谷
の
腐
心
を
見
る
の
で
あ
る
。
ま
た
本
間
久
雄
は
、
や
は
り

こ
の
「
富
嶽
の
詩
神
を
思
ふ
」
に
お
け
る
バ
イ
ロ
ン
へ
の
論
及
に
触
れ
つ
つ
、
そ
こ
に
透
谷
の
、「
豪
宕
不
羈
」「
偶
像
破
壊
者
」「
所
謂
時
代
的

憂
欝
の
兒
」
と
し
て
の
バ
イ
ロ
ン
へ
の
愛
を
読
み
取
り
、
や
や
漠
然
と
し
た
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
厭
世
的
・
内
向
的
バ
イ
ロ
ン
と
政
治
的
・

外
向
的
バ
イ
ロ
ン
の
両
方
に
相
渉
る
透
谷
の
関
心
の
表
現
を
見
て
取
っ
て
い
る
。
本
間
「
透
谷
と
バ
イ
ロ
ン
――
英
國
浪
漫
派
と
わ
が
明
治
文

壇
」﹇
早
稲
田
大
学
欧
羅
巴
文
学
研
究
会
（
編
）『
浪
漫
思
潮
――
発
生
的
研
究
』（
三
省
堂
、
昭
和
六
年
二
月
）、
二
三
八
頁
﹈。

（
33
） 

笹
渕
前
掲
書
（
上
）、
七
六
―
七
七
頁
参
照
。

（
34
） 

こ
の
透
谷
に
お
け
る
内
面
性
・
思
想
性
へ
の
傾
斜
の
問
題
に
つ
い
て
、
勝
本
清
一
郎
は
、「（
透
谷
は
）
内
面
的
事
業
を
外
形
的
事
業
で
裏
づ
け

て
、
し
か
も
な
お
一
層
前
者
の
内
面
性
を
生
か
し
て
ゆ
く
構
造
を
探
る
方
向
へ
と
向
わ
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
透
谷
に
お
け
る
「
内
面
の
人
と

外
面
の
人
と
が
結
合
し
得
る
精
神
構
造
」
の
欠
如
を
見
て
取
っ
て
い
る
。
勝
本
前
掲
書
、
二
八
頁
参
照
。
透
谷
の
統
一
的
バ
イ
ロ
ン
像
の
模
索

の
試
み
と
そ
の
失
敗
は
、
確
か
に
勝
本
の
所
謂
「
内
面
の
人
と
外
面
の
人
と
が
結
合
し
得
る
精
神
構
造
」
の
透
谷
に
お
け
る
欠
如
を
物
語
る
も

の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
勝
本
文
は
、
や
や
透
谷
の
「
内
面
の
人
」
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
過
ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
透
谷
が
「
外
面
の
人
」
で
あ
る
よ
り
「
内
面
の
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
に
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
多
情
多

恨
の
愛
国
的
自
我
詩
人
と
い
う
自
身
の
バ
イ
ロ
ン
像
を
、「
外
形
的
事
業
」
に
も
相
渉
っ
た
「
内
面
の
人
」、
且
つ
「
内
面
的
事
業
」
に
も
相
渉
っ

た
「
外
面
の
人
」
と
し
て
思
い
描
こ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
透
谷
は
「
内
面
の
人
」
と
「
外
面
の
人
」
と
が
相
互
乗
り

入
れ
す
る
地
点
に
理
想
的
な
人
間
像
を
想
定
し
よ
う
と
は
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。


