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辻
邦
生

『安
土
往
還
記
』
論

―
―

「孤
独
」
と
、
「私
」
の

記
朋
壊
」
―
―

一

本

論

の

課

題

『安
土
往
還
記
』
は

「展
望
」

一
九
六
八
年

（昭
和
四
十
三
）

一
月
号
、
二

月
号
に
連
載
さ
れ
、
大
幅
な
加
筆
の
後
、
同
年
八
月
筑
摩
書
房
よ
り
単
行
本
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
。

こ
の
小
説
は
主
な
舞
台
が
十
六
世
紀
末
の
日
本
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ま
で
辻
邦
生
は
、　
一
九
六

一
年

（昭
和
三
十
六
）
二
月
の

『西
欧
の
光
の
下
』

∩
新
潮
し

を
皮
切
り
に
、
『廻
廊
に
て
』
貧

九
六
二
年
七
月
～
翌
年

一
月

「近

代
文
学
し

や

『夏
の
砦
』
（河
出
書
房
新
社

一
九
六
六
年
十
月
）
な
ど
の
作
品

を
次
々
と
発
表
し
、
優
れ
た
現
代
小
説
を
書
く
作
家
と
し
て
当
時
高
い
評
価
を

う
け
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
辻
自
身
が
エ
ッ
セ
イ
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
、

な
ぜ
歴
史
小
説
へ
と

「転
向
」
「後
退
」
し
た
の
か
、
と
い
う
批
判
が
、
こ
の
小

説
の
発
表
当
初
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
あ
替
叱

実
際
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
歴
史
小
説

と
し
て
読
ん
で
い
る
ら
し
い
著
作
も
存
在
す
祐
唯

そ
の
一
方
で
、
こ
の
小
説
は
い
わ
ゆ
る
歴
史
小
説
で
は
な
い
、
と
す
る
意
見

も
先
行
研
究
に
は
多
い
。
し
か
し
そ
の
理
由
は
、
た
い
て
い
十
分
な
作
品
分
析

を
経
た
の
ち
に
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
な
か
に
は

〈主
題
か
ら
の
探
索
〉

岡

崎

昌

宏

と
い
う
、
辻
自
身
が
述
べ
た
方
法
に
そ
の
根
拠
を
安
易
に
求
め
て
い
る
も
の
も

（４
）

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
『安
土
往
還
記
』
が
い
わ
ゆ
る
歴
史
小
説
な
の
か
ど
う
か
、

（５
）

と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
歴
史
小
説
で
な
い
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
、
現
代
的
な
問
題
を
扱
っ
た
も
の
だ
と
い
う
読
み
を
提
示
す
る
に
は
、
作
品

の
十
分
な
検
討
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
歴
史
小
説

で
な
い
と
い
う
根
拠
を
示
す
点
で
は
、
先
行
研
究
に
説
得
力
の
あ
る
も
の
は
少

（６
）

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
歴
史
小
説
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
作
中
人
物

「尾
張
の
大
殿
」
（作

中
で
は

「大
殿
」
の
具
体
的
な
名
前
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
）
か

ら
容
易
に
想
像
さ
れ
る
、
織
田
信
長
と
い
う
歴
史
上
の
人
物
を
安
易
に
も
ち
だ

し
て
い
る
研
究
が
非
常
に
多
い
。
こ
の
小
説
が
現
代
的
な
問
題
を
扱
っ
た
も
の

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
こ
ま
で
歴
史
上
の
人
物
を
意
識
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う

（７
）

か
。さ

ら
に
、
す
べ
て
の
先
行
研
究
に
対
し
て
最
も
不
満
に
思
う
の
は
、
な
ぜ
か

こ
の
小
説
か
ら

「大
殿
」
の
生
き
方
ば
か
り
を
抜
き
だ
し
て
論
じ
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
た
い
て
い
、
自
己
を
抑
え
て
た
だ

一
事
に
徹
底

す
る
高
貴
な

「大
殿
」
（あ
る
い
は
信
長
）
の
生
き
方
を
描
い
た
も
の
だ
、
と
い
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う
論
調
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
し
か
し

『安
土
往
還
記
』
が
、
日
本
に
渡
来

し
た
イ
タ
リ
ア
人

「私
」
に
よ
っ
て
、
日
本
を
去
っ
た
あ
と
に
友
人
に
向
け
て

書
か
れ
た
手
紙
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
手
紙
を
書
い

て
い
る
現
在
、
ゴ
ア
で

「無
為
」
に
日
々
を
過
ご
し
て
い
る

「私
」
は
、
日
本

滞
在
中
に
何
か
を

「う
し
な
し
い
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
だ
け
手
紙
に
書
こ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
の
な
か
に
、
こ
う
し
た
空
白
感
が
起

っ
た
こ
と
は
、
い
ま
だ
か
つ
て
な

い
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
私
は
、
現
在
、
た
だ
私
の
う
し
な
っ
た
も

の
に
つ
い
て
だ
け
君
に
書
い
て
お
き
た
い
気
が
す
る
。
あ
る
い
は
ひ
ょ
っ

と
す
る
と
、
そ
れ
は
私
が
地
上
に
捜
し
あ
て
た
私
自
身
だ
っ
た
か
も
し
れ

ぬ
と
い
う
気
が
、
頭
の
ど
こ
か
に
残
っ
て
い
る
た
め
な
の
だ
…
…
。
（Ｈ
）

「私
」
に
は
手
紙
を
書
く
明
確
な
目
的
が
あ
り
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
手
紙
の

内
容
も
取
捨
選
択
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は

「私
」
の
手
紙
な

の
だ
か
ら
、
「大
殿
」
も
、
そ
の
他
の
人
物
や
事
件
も
、
す
べ
て

「私
」
の
眼
に

映
っ
た
も
の
し
か
我
々
は
知
り
え
な
い
。
と
す
れ
ば
ま
ず
、
「私
」
に
と
っ
て
日

本
滞
在
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
「私
」
に
と
っ
て

「大
殿
」
は

何
だ
っ
た
の
か
。
ま
た
、

そ
う
な
の
だ
、
そ
れ
に
つ
づ
い
た
本
能
寺
の
炎
上
、
大
殿
の
死
、
壮
麗
な

安
土
城
郭
の
大
火
災
、
（略
）
―
―
そ
れ
は
あ
た
か
も
壮
大
な
何
も
の
か
が

ひ
た
す
ら
崩
れ
つ
づ
け
て
い
る
よ
う
な
日
々
で
あ
っ
た
。
（略
）
／
そ
れ
は

東
方
の
一
王
国
の
体
制
が
崩
れ
さ
っ
て
い
た
音
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

し
か
し
私
に
と
っ
て
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
自
身
が
崩
壊
し
て
い
た
音
に

思
え
て
な
ら
ぬ
。
そ
の
後
の
こ
の
ゴ
ア
で
過
し
た
無
為
の
十
数
年
が
そ
れ

を
証
明
す
る
た
め
に
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
友
よ
、
君
は
そ
れ
を
わ
ら
う
で

あ
ろ
う
か
。
君
は
そ
れ
を
あ
わ
れ
む
で
あ
ろ
う
か
。
（Ⅲ
）

こ
の
よ
う
に
、
主
に
日
本
滞
在
中
の
こ
と
を
順
に
書
き
記
し
た
手
紙
の
最
後
に

「私
」
が
確
信
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
「大
殿
」
の
死
と
と
も
に
お
と
ず
れ
た
自

身
の

「崩
壊
」、
「う
し
な
っ
た
も
の
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
つ
ま
り

「私
」

の
考
え
を
中
心
に
手
紙
を
順
に
読
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
う

読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
た
し
て
「大
殿
」
（＝
織
田
信
長
）
の
高
貴
な

「意
志
」

に
着
目
す
る
だ
け
で
す
む
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
先
の
歴

史
小
説
に
か
か
わ
る
問
題
も
明
ら
か
に
な
る
に
違
い
な
い
。

二
　

「私
」
の

「生
き
る
意
味
」
と
、
「大
殿
」

日
本
に
滞
在
す
る
前
か
ら

「私
」
は
、
つ
ね
に
自
分
の

「生
き
る
意
味
」
に

つ
い
て
考
え
、
そ
し
て
日
本
滞
在
中
、
「大
殿
」
の
も
と
で
働
い
て
い
た
と
き
に

「満
ち
わ
た
る
生
命
」
を
感
じ
る
。

た
だ
私
は
、
（略
）
九
鬼
水
軍
の
五
千
人
の
将
兵
が
夜
明
け
の
海
に
む
か
っ

て
船
団
を
乗
り
だ
す
と
き
、
少
く
と
も
私
の
心
は
か
つ
て
な
い
充
実
を
味

わ
っ
て
い
た
と
は
言
え
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
私
は
帆
の
き
し
り
、
風
の

う
な
り
、
潮
の
色
調
の
変
化
に
も
、
刻
々
に
満
ち
わ
た
る
生
命
を
感
じ
た
。

（Ⅲ
）

「私
」
が
手
紙
に
書
い
た
自
己

Ｊ
朋
壊
」、
Ｆ
つ
し
な
っ
た
も
の
」
と
は
、
「私
」

が
そ
れ
ま
で
追
求
し
て
き
た
「生
き
る
意
味
」、
あ
る
い
は
「満
ち
わ
た
る
生
命
」

を
失
っ
た
状
態
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
に
、
「私
」
の

「生
き

る
意
味
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
。

ま
ず

「私
」
は
手
紙
の
は
じ
め
に
、
故
郷
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
で
妻
と
そ
の
情
夫
を

殺
害
し
た
こ
と
を
振
り
返
る
。
こ
の
事
件
は

「私
」
の
生
涯
に
と
っ
て
大
き
な

転
換
点
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
手
紙
の
な
か
で

「私
」
が
自
分

の
生
涯
や

「生
き
る
意
味
」
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
、
こ
の
事
件
以
前
に
立



ち
返
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
殺
害
を
き
っ
か
け
に
、
「私
」
の
人
生

は
大
き
く
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

私
が

（略
）
妻
と
、
妻
の
情
夫
を
刺
し
殺
し
た
と
き
、
私
は
い
さ
さ
か
の

悔
恨
を
覚
え
る
こ
と
な
く
、
も
し
そ
れ
が
私
の
宿
命
で
あ
る
な
ら
ば
、
な

ん
と
し
て
も
そ
れ
に
屈
し
ま
い
、
（略
）
と
誓
っ
た
の
だ
。
（略
）
も
し
私

が
そ
れ
を
罪
と
感
じ
、
法
に
服
す
る
と
す
れ
ば
、
私
が
抱
い
た
愛
情
と
い

い
、
人
間
と
し
て
の
誇
り
と
い
い
、
す
べ
て
泥
土
の
な
か
に
投
げ
す
て
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
同
じ
よ
う
に
し
て
、
私
が
そ
の
よ
う
な
宿
命
の
暗
い

力
に
支
配
さ
れ
、
そ
の
結
果
に
、
か
か
る
行
為
を
強
制
さ
れ
た
と
信
じ
れ

ば
、
私
の
内
な
る
自
由
も
、
激
し
い
情
念
も
、
は
じ
め
か
ら
存
在
し
な
い

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
私
は
愛
の
激
情
か
ら
妻
と
そ
の
情
夫
を
刺
殺
し

た
。
し
か
も
そ
れ
は
私
の
自
由
意
志
に
よ
り
、
私
の
自
由
な
選
択
に
よ
っ

て
行
な
わ
れ
た
の
だ
。
（Π
）

自
分
の

「自
由
意
志
」
を
最
上
の
も
の
と
し
、
そ
れ
だ
け
が
自
分
自
身
を
支

配
し
て
い
る
と
い
う
姿
勢
は
、
殺
害
後
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
を
逃
れ
て
リ
ス
ボ
ア
ヘ
渡

り
、
乞
食
や
こ
そ
泥
と
な
っ
た
と
き
も
、
さ
ら
に
ノ
ヴ
ィ
ス
パ
ニ
ア
に
渡
っ
て

軍
の
指
揮
官
と
な
っ
た
と
き
も
、
つ
ね
に
自
分
を
支
え
る
唯

一
の
も
の
だ
っ
た
。

自
分
の

「意
志
」
で
乞
食
に
な
り
、
「宿
命
」
へ
の
挑
戦
の
た
め
に
行
軍
を
続
け

た
。
時
に
は
滑
稽
な
ま
で
に
、
た
と
え
ば

「道
で
石
に
つ
ま
ず
こ
う
が
、
取
者

た
ち
に
身
ぐ
る
み
剥
が
れ
よ
う
が
」
（Ｈ
）、
そ
れ
は
自
分
の

「意
志
」
だ
と
考

え
る
よ
う
に
し
て
生
き
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

私
は
妻
を
殺
害
し
た
。
妻
の
情
夫
を
刺
し
殺
し
た
。
だ
が
、
そ
の
瞬
間
、

私
は
そ
れ
を
悪
と
す
る
道
徳
基
準
を
も
打
ち
砕
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
私
は
新
し
い
道
徳
基
準
を
つ
く
っ
た
が
、
こ
ん
ど
は
そ
う
し
た

新
し
い
基
準
を
支
え
通
す
た
め
に
、
私
は
自
分
の
す
べ
て
を
賭
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
人
間
の
品
位
が
か
か
っ
て
い
る
。
人
間
の

意
味
が
か
か
っ
て
い
る
。
私
は
そ
う
感
じ
た
。
私
に
と
っ
て
、
こ
の
支
え

る
意
志
の
み
が
一
つ
の
生
き
る
意
味
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
（Ⅱ
）

「私
」
の
新
し
い
道
徳
基
準
と
は
、
妻
と
そ
の
情
夫
を
殺
害
し
た
こ
と
を
是

認
す
る
基
準
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
基
準
と
は
、
自
分
の

「意
志
」
を
最
上
の

も
の
と
す
る
基
準
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
基
準
を
支
え
と
お
す
こ
と
が
、

「私
」
の

「生
き
る
意
味
」
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
長
い
航
海
生
活
を
経
て
日
本
に
渡
来
し
た

「私
」
は
、
民
衆
に
恐
れ

ら
れ
て
い
る

「尾
張
の
大
殿
」
と
出
会
う
機
会
が
あ
り
、
以
後

「大
殿
」
を
観

察
し
、
そ
の
生
き
方
考
え
方
を
賞
讃
す
る
。
そ
の
考
え
方
と
は
、
例
え
ば

彼
に
と
っ
て
は
、
理
に
か
な
う
こ
と
が
掟
で
あ
り
、
掟
を
ま
も
る
た
め
に

は
、
自
分
自
身
さ
え
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
大
殿
は
こ
の
掟
を

徹
底
的
に
、
純
粋
に
ま
も
る
。
（Ｈ
）

ま
た
、大

殿
が
言
う

「事
が
成
る
」
と
い
う
言
葉
ほ
ど
、
彼
の
行
動
の
す
べ
て
を

説
明
す
る
も
の
は
な
い
。
そ
し
て
彼
は
、
事
の
道
理
に
適
わ
な
け
れ
ば
、

決
し
て
事
は
成
ら
ぬ
、
と
信
じ
て
い
た
の
だ
。
（略
）
大
殿
ほ
ど
に
繊
細
な

感
情
を
も
ち
、
こ
の
兵
法
家
と
し
て
名
人
上
手
の
道
を
極
め
る
た
め
に
、

自
ら
の
感
情
を
こ
え
て
い
っ
た
人
を
知
ら
な
い
。
（Ⅲ
）

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

「大
殿
」
の
態
度
と
は
、
「事
が
成
る
」
と
い

う
自
分
の
目
的
を
達
成
さ
せ
る
た
め
に
、
慈
悲
の
気
持
な
ど
感
情
を
捨
て
て
、

「理
に
か
な
う
」
こ
と
に
徹
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

「大
殿
」

の
態
度
に
接
し
た

「私
」
は
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
も
つ
。

私
が

「大
殿
」
の
な
か
に
分
身
を
見
い
だ
し
た
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
友

よ
、
そ
れ
を
誇
張
と
は
受
け
と
ら
な
い
で
く
れ
た
ま
え
。
（略
）
私
が
彼



の
な
か
に
み
る
の
は
、
自
分
の
選
ん
だ
仕
事
に
お
い
て
、
完
壁
さ
の
極
限

に
達
し
よ
う
と
す
る
意
志
で
あ
る
。
私
は
た
だ
こ
の
素
晴
し
い
意
志
を
の

み
―
―
こ
の
虚
空
の
な
か
に
、
た
だ
疾
駆
し
つ
つ
発
光
す
る
流
星
の
よ
う

に
、
ひ
た
す
ら
虚
無
を
つ
き
ぬ
け
よ
う
と
す
る
こ
の
素
晴
し
い
意
志
を
の

み
―
―
私
は
あ
え
て
人
間
の
価
値
と
呼
び
た
い
。
（Ⅲ
）

「私
」
と

「大
殿
」
に
お
い
て
は
、
自
分
の

「仕
事
」
だ
け
を
中
心
に
考
え

て
、
自
分
の
決
め
た
こ
と
を
貫
徹
す
る
、
と
い
う
強
い
意
志
が
共
通
し
て
い
る
。

そ
し
て
ま
た
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
「理
に
か
な
う
」
考
え
に
徹
底
し
て
従

っ
て
い
る
、
と
い
う
点
も

一
致
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「私
」
も
、
常

に
頭
の
な
か
に
あ
る
自
分
の
理
窟
に
よ
っ
て
、
道
徳
基
準
を
た
て
、
宿
命
や
死

と
戦
い
、
そ
し
て
他
者
の
感
情
や
考
え

（た
と
え
ば
殺
さ
れ
た
妻
や
そ
の
情
夫

の
心
情
、
あ
る
い
は
ホ
ン
デ
ュ
ラ
ス
行
軍
に
お
け
る
部
下
の
考
え
）
を
無
視
し

て
、
自
分
の

「仕
事
」
（自
己
の

「意
志
」
を
最
上
の
も
の
と
す
る
基
準
を
支
え

る
こ
と
）
を
守
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
共
通
点
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

「私
」
は

「大
殿
」
に
感
心
し
、
彼
を
自
己
の
分
身
と
ま
で
認
識
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。

さ
て
、
自
身
の
目
的
の
た
め
に
は
何
も
か
も
捨
て
、
た
だ

「理
に
か
な
う
」

考
え
だ
け
に
徹
し
て
一
筋
に
す
す
ん
で
い
く

「大
殿
」
の
生
き
方
は
、
手
紙
の

書
き
手

「私
」
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
辻
邦
生
研
究
者
ま
で
魅
了
し
て
し
ま

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
こ
こ
ま
で
を
読
ん
で
、
自
分
の
生
涯
を

意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
の

「大
殿
」
の
生
き
方
が
素
晴
し
い
。
辻
は
こ
の
高

貴
な
「大
殿
」
を
描
い
た
の
だ
、
と
い
う
論
調
の
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
「大
殿
」

の
死
後

「私
」
が

「崩
壊
」
し
た
の
は
、
素
晴
し
い
生
き
方
を
す
る
、
自
分
よ

り
高
貴
な
人
物
を
失
っ
た
か
ら
な
の
だ
、
と
で
も
い
わ
ん
ば
か
り
の
も
の
ま
で

見
ら
れ
る
。

し
か
し

「私
」
に
と
っ
て
、
一‐大
殿
」
は
あ
く
ま
で

「分
身
」
に
す
ぎ
な
い
。

「大
殿
」
に
出
会
う
ま
で
は
一
人
で
自
分
の

「意
志
」
を
買
い
て
生
き
て
き
た

「私
」
が
、
な
ぜ

「分
身
」
が
死
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
後
十
数
年
も
途

方
に
く
れ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。

そ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
な
ぜ
か
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
無

視
さ
れ
て
き
た
、
手
紙
の

（す
な
わ
ち
こ
の
小
説
の
）
後
半
部
分
で
あ
る
。
ひ

た
す
ら
「大
殿
」
の
生
き
方
を
賞
讃
し
て
き
て
、
と
も
に
働
く
こ
と
に
「満
ち
わ

た
る
生
命
し
ま
で
感
じ
た
「私
」
で
あ
っ
た
が
、
あ
る
事
件
以
降
、
急
に
「大
殿
」

に
ま
と
わ
り
つ
く

「孤
独
」
に
ば
か
り
注
目
し
て
手
紙
に
書
く
こ
と
に
な
る
。

〓
一

「孤
独
」
と
、
「私
」
の

「崩
壊
」

そ
の
事
件
と
は
、
一，大
殿
」
の
家
臣
、
「荒
木
殿
」
の
謀
反
で
あ
る
。
善
良
な

「荒
木
殿
」
が
謀
反
を
起
こ
し
た
理
由
と
は
、
「大
殿
」
の
苛
酷
な
命
令
に
不
信

感
を
抱
い
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
ぐ
に

「私
」
は

「大
殿
」
の
心
を

想
像
す
る
。

私
は
す
ぐ
大
殿
の
心
を
思
っ
た
。
（略
）
私
に
は
、
た
だ
彼
の
暗
い
顔
が
見

え
る
だ
け
だ
っ
た
。
（略
）
そ
れ
は
強
い
て
い
え
ば
悲
し
み
の
表
情
に
近
か

っ
た
。
（略
）
私
は
ふ
と
彼
が
荒
木
殿
を
愛
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
た
。
そ
し
て
ど
こ
か
大
殿
が
呼
び
か
け
て
い
る
声
が
聞
え
る
よ
う
な
気

が
し
た
。
「老
人
よ
」
と
そ
の
声
は
言
っ
て
い
た
。
「な
ぜ
お
前
は
お
れ
に

叛
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
だ
。
（略
）
お
前
は
、
お
れ
を
冷
酷
な

男
と
思
っ
て
い
る
。
残
忍
な
男
と
思
っ
て
い
る
。
（略
）
な
る
ほ
ど
お
れ
は
、

お
前
が
助
命
を
申
し
で
た
者
を
赦
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
（略
）
だ
が
、
い

つ
か
お
前
に
話
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
温
情
に
よ
っ
て
合
戦
の
厳
し
さ
、

神
聖
さ
を
け
が
し
た
く
な
い
か
ら
な
の
だ
。
た
だ

一
人
、
こ
の
暗
い
虚
空



に
立
っ
て
、
自
分
を
支
え
て
い
る
の
だ
。
（略
）
い
い
か
、
老
人
よ
、
荒
木

老
人
よ
、
人
間
は
、
温
情
を
与
え
る
こ
と
で
下
劣
な
も
の
に
成
り
さ
が
る

こ
と
が
あ
る
の
だ
。
（略
）
い
い
か
、
お
れ
は
血
を
い
た
ず
ら
に
求
め
て
い

る
の
で
は
な
い
。
お
れ
の
求
め
る
の
は
、
人
間
の
極
み
に
達
す
る
意
志
な

の
だ
。
完
璧
さ
へ
の
意
志
な
の
だ
。

」
（Ⅲ
）

こ
こ
で

「私
」
は
、
自
分
の

「仕
事
」
に
お
い
て
必
要
な

「理
に
か
な
う
」

と
い
う
こ
と
に
徹
底
し
て
従
う
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
自
己
の
感
情
を
超
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
「完
壁
さ
へ
の
意
志
」
が
、
「荒
木
殿
」
の
理
解

を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
と
想
像
し
て
い
る
。
「私
」
は
、
自
己
の
生
き
方
や
考

え
方
が
理
解
さ
れ
な
い
た
め
に
お
こ
る

「大
殿
」
の

「孤
独
」
を
意
識
す
る
よ

う
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
同
じ
よ
う
に
苛
酷
な
戦
略
を
実
行
し
え
な
か
っ
た
家
臣
の

「佐
久

間
殿
」
を
追
放
す
る
と
い
う
事
件
が
お
き
た
後
、
「孤
独
が
大
殿
そ
の
人
の
こ
こ

ろ
を
深
く
犯
し
は
じ
め
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
」
（Ⅲ
）
と
感
じ
た
「私
」

は
、
や
が
て
次
の
よ
う
な
認
識
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
大
殿
の
顔
に
刻
印
さ
れ
た
苦
悩
の
表
情
は
、
そ
う
し
た
外
部
か
ら

来
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
む
し
ろ
内
部
か
ら
―
―
大
殿
自
身
の

生
き
方
か
ら
、
う
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
（Ⅲ
）

さ
ら
に
次
の
引
用
。

大
殿
は

「事
が
成
る
」
た
め
に
自
分
の
す
べ
て
を
―
―
自
分
の
思
惑
、
感

情
、
情
性
、
習
慣
、
威
信
、
自
尊
心
ま
で
を
犠
牲
に
し
た
。
そ
し
て
そ
う

し
た
態
度
を
あ
え
て
他
の
武
将
、
将
軍
、
大
名
な
ど
に
も
要
求
し
た
。
こ

の
こ
と
に
関
し
て
は
、大
殿
は
徹
底
的
な
献
身
を
要
求
し
た
。
「事
が
成
る
」

た
め
、
誰
も
が
自
分
を
殺
し
、
自
分
を
の
り
こ
え
、
「理
に
か
な
う
」
方
法

を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
／
私
が
大
殿
の
な
か
に
見
た
苦
悩

の
刻
印
は
、　
一
方
で
は
、
自
分
の
な
か
の
こ
う
し
た
不
断
の
克
己
、
不
断

の
緊
張
の
結
果
だ
っ
た
。
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
そ
う
し
た
苛
酷
な
要
求

が
次
第
に
周
囲
に
畏
怖
を
う
み
だ
し
、
そ
の
畏
怖
の
た
め
、
人
々
は
大
殿

に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
こ
に
お
の
ず
と
孤
独
の
黒
ず
ん
だ
影
が
生

れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
、
物
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
（Ⅲ
）

誰
も
が
自
分
を
殺
し
、
自
分
を
犠
牲
に
し
て
、
「理
に
か
な
う
方
法
」
を
実
践

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
苛
酷
な
自
他
へ
の
要
求
が
、
「大
殿
」
の
「孤

独
」
や

「苦
悩
」
の
原
因
で
あ
る
と

「私
」
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
つ
い
に
は
、
「大
殿
」
に
と
っ
て
も
「私
」
に
と
っ
て
も
最
大
の
事
件
、

「明
智
殿
」
の
謀
反
が
お
こ
る
。
「明
智
殿
」
は
、
「大
殿
」
も
賞
讃
す
る
ほ
ど
、

彼
の
考
え
を
実
践
し
て
き
た
家
臣
で
あ
っ
た
。
今
度
は

「私
」
は
逆
に
、
謀
反

を
お
こ
し
た
側
の
、
「明
智
殿
」
の
心
情
を
想
像
す
る
。

明
智
殿
は
そ
の
冷
徹
な
理
知
の
ゆ
え
に
、
大
殿
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
ぬ
戦

略
の
苛
酷
さ
を
あ
え
て
遂
行
し
え
た
が
、
同
時
に
、
佐
久
間
殿
の
よ
う
な

武
将
の
温
厚
さ
、
手
ぬ
る
さ
に
対
し
て
必
ず
し
も
大
殿
と
同
じ
考
え
で
あ

っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
同
情
的
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
（略
）

そ
の
人
間
的
な
弱
さ
を
愛
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
／

明
智
殿
に
と
っ
て
佐
久
間
殿
の
追
放
が
他
の
重
臣
た
ち
以
上
に
暗
い
衝
撃

と
受
け
と
ら
れ
た
の
は
、
（略
）
彼
の
こ
う
し
た
さ
さ
や
か
な
人
間
愛
に
対

し
て
、
容
赦
な
い
否
認
の
断
が
下
さ
れ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
（略
）
／
だ
が

明
智
殿
の
こ
の
冷
徹
な
理
知
の
眼
ざ
し
が
―
―
こ
の
氷
の
よ
う
な
虚
無
の

中
で
の
一
人
だ
け
の
力
業
が
―
―
そ
の
極
限
を
意
識
し
は
じ
め
た
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
荒
木
殿
、
佐
久
間
殿
の
事
件
の
さ
な
か
だ
っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
彼
は
そ
の
孤
独
の
極
限
を
支
え
き
れ
な
い
自
分
を
感

じ
た
。
彼
は
た
だ
そ
の
孤
絶
し
た
高
み
に
自
ら
を
保
ち
つ
づ
け
る
の
に
疲



れ
は
て
た
。
も
は
や
自
分
で
自
分
を
支
え
つ
づ
け
る
の
に
疲
れ
は
て
た
。

彼
は
自
分
を
さ
ら
に
高
い
孤
独
の
道
を
辿
る
よ
う
に
促
が
す

一
つ
の
眼
を

感
じ
た
。
こ
の
眼
が
鋭
く
自
分
を
み
て
い
る
う
ち
は
、
自
分
は
休
む
こ
と

が
で
き
な
い
の
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
（Ⅲ
）

つ
づ
け
て

「私
」
は
、
謀
反
直
前
、
最
後
に

「明
智
殿
」
を
見
か
け
た
と
き

翁
武
田
軍
団
」
を
壊
滅
さ
せ
、
凱
旋
し
て
き
た
と
き
の
模
様
）
を
思
い
お
こ
し
、

ま
た
彼
の
心
を
想
像
す
る
。
長
い
が
引
用
し
て
お
き
た
い
。

し
か
し
私
が
い
ま
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
の
と
き
の
明
智
殿
の
顔

の
暗
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
周
囲
の
歓
声
や
笑
い
や
叫
び
と
較
べ
て
、
あ
ま

り
に
対
照
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
憂
鬱
な
、
暗
清
と
し
た
、
物
を
思
い
つ

め
る
表
情
で
あ
っ
た
。
彼
は
時
お
り
、
驚
い
た
よ
う
に
、
自
分
の
周
囲
を

な
が
め
、
歓
声
の
波
が
ゆ
れ
、
人
々
が
踊
っ
た
り
、
歌
っ
た
り
す
る
の
を

眺
め
て
い
た
。
／
そ
の
と
き
、
彼
は
こ
ん
な
こ
と
を
お
そ
ら
く
考
え
て
い

た
の
だ
。
／
「彼
ら
は
、
あ
あ
し
て
踊
っ
た
り
、
飲
ん
だ
り
、
愛
し
あ
っ
た

り
、
歌
っ
た
り
し
て
い
る
。
（略
）
彼
ら
に
は
自
分
を
追
い
た
て
る
も
の
は

な
い
。
そ
の
日
そ
の
日
が
泰
平
に
す
ぎ
て
、
春
の
つ
ぎ
に
夏
が
、
そ
し
て

夏
の
つ
ぎ
に
秋
が
き
て
、
や
が
て
い
つ
か
冬
と
な
り
、
短
い
赤
い
夕
日
が

沈
む
よ
う
に
、
彼
ら
の
生
命
も
消
え
て
ゆ
く
。
彼
ら
が
眠
る
と
き
、
そ
の

眠
り
は
ど
ん
な
に
深
く
甘
美
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
夜
半
の
風
の
音
に
耳
を

す
ま
せ
、
遠
い
馬
蹄
に
も
心
を
許
す
こ
と
の
な
い
我
々
の
夜
と
は
、
ま
っ

た
く
違
う
の
だ
。
お
れ
も
ひ
た
す
ら
い
ま
は
眠
り
た
い
。
深
い
甘
美
な
眠

り
に
つ
き
た
い
。
疲
れ
は
て
、
気
力
も
尽
き
は
て
た
の
だ
。
だ
が
、
お
れ

を
見
つ
め
て
い
る
一
つ
の
眼
が
あ
る
。
（略
）
そ
れ
は
共
感
の
眼
な
の
だ
。

ひ
そ
か
に
深
い
共
感
を
こ
め
て
、
お
れ
を
高
み
へ
と
駆
り
た
て
る
眼
な
の

だ
。
こ
の
眼
が
お
れ
を
見
て
い
る
か
ぎ
り
、
お
れ
は
さ
ら
に
孤
独
な
虚
空

へ
の
ぼ
り
つ
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
名
人
上
手
の
孤
絶
し
た
高
み
へ
と
。

し
か
し
お
れ
に
は
も
は
や
こ
れ
以
上
の
ぼ
り
つ
め
る
力
は
な
い
。
あ
あ
、

お
れ
は
眠
り
た
い
の
だ
。
ひ
た
す
ら
甘
美
な
深
い
眠
り
の
な
か
に
落
ち
て

ゆ
き
た
い
。
（略
ン

（Ⅲ
）

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「私
」
が

「明
智
殿
」
と
ほ
と
ん

ど
面
識
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
が
明
智
殿
と
も
羽
柴
殿
と
も
深
い
関
係
を
結
ば
な
か
っ
た
の
は
、
い
ま

思
え
ば
不
思
議
で
あ
る
。
明
智
殿
に
関
し
て
億
え
て
い
る
こ
と
と
い
え
ば
、

（略
）
彼
が
ラ
テ
ン
語
の
書
物
を
手
に
入
れ
て
貰
い
た
い
と
オ
ル
ガ
ン
テ

ィ
ノ
に
頼
ん
で
い
た
の
を
見
て
、
お
ど
ろ
い
た
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。
（Ⅲ
）

つ
ま
り
、
先
に
挙
げ
た

「明
智
殿
」
の
心
の
う
ち
に
対
す
る

「私
」
の
想
像

は
、
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
逆
に
、
先
に
引
用

し
た
根
拠
の
な
い

「明
智
殿
」
の
心
情
の
想
像
部
分
に
こ
そ
、
「私
」
自
身
の
心

情
が
反
映
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て

「私
」
の
想
像
し
て
い
る
内
容
を
考
え
て
み
た
い
。
こ

こ
で
結
局

「私
」
は
、
「明
智
殿
」
の
謀
反
の
原
因
を
、
「荒
木
殿
」
や

「佐
久

間
殿
」
の
人
間
愛
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「大
殿
」
的
な
生
き
方
の
限

界
を
意
識
し
た
か
ら
だ
、
と
想
像
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
す

な
わ
ち
、
こ
う
し
た
想
像
を
し
て
い
る

「私
」
自
身
が
、
「孤
独
の
極
限
」
を
う

み
だ
す

「大
殿
」
的
な
生
き
方
、
す
な
わ
ち
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
「理

に
か
な
う
し
こ
と
に
徹
底
し
て
、
自
分
の
感
情
を
殺
し
て
ま
で
も
従
う
、
と
い

う
生
き
方
に
限
界
を
感
じ
た
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
こ
か
ら
、
「大
殿
」
の
死
、
一，大
殿
」
の
体
制
の
崩
壊
が
、
「私
」
の
コ
朋
壊
」

に
な
っ
た
理
由
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
「大
殿
」
の
や
り

方
で
は
、
自
分
の
感
情
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
癒
し
よ
う
の
な
い



「孤
独
」
を
生
ん
で
し
ま
う
の
だ
と
、
「私
」
が
気
づ
い
た
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。

「私
」
は
、
「大
殿
」
の
生
き
方
、
考
え
方
、
「意
志
」
を
高
く
評
価
し
て
き
た
。

そ
し
て

「大
殿
」
を

「分
身
」
と
み
な
し
た
よ
う
に
、
自
分
自
身
も
自
分
の
意

志
だ
け
を
み
つ
め
て
、
「理
に
か
な
う
」
」
と
に
従
っ
て
生
き
て
き
た
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て

「私
」
は
、
「大
殿
」
に
ま
と
わ
り
つ
く

「孤
独
」
に
注
目
し
た
こ

と
を
契
機
と
し
て
、
最
終
的
に
は

「明
智
殿
」
の
謀
反
に
よ
っ
て
、
「大
殿
」
や

自
分
の
生
き
方
、
考
え
方
の
限
界
を
確
認
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
じ

「理
に
か
な
う
」
こ
と
に
従
っ
て
き
た

「名
人
上
手
」
で
あ
る

「明
智
殿
」
が

謀
反
を
お
こ
し
た
こ
と
は
、
「私
」
に
と
っ
て
衝
撃
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
し
て
限
界
を
確
認
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
の
自
分

の

「生
き
る
意
味
」
と
、
こ
れ
ま
で
の
歩
み
と
を
否
定
す
る
こ
と
に
等
し
い
。

つ
ま
り

「私
」
は
、
自
分
の
か
つ
て
の

「生
き
る
意
味
」
や
生
き
方
を
否
定
し
、

失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「大
殿
」
の
体
制
の
Ｊ
朋
壊
」
が
、

す
な
わ
ち

「私
」
の

「崩
壊
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
「私
」

の

「崩
壊
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
考
え
た
い
。

四
　

「私
」
の

「崩
壊
」
の
意
味

彼
が
神
仏
を
信
ぜ
ず
、
偶
像
を
軽
蔑
し
、
眼
に
見
え
る
も
の
の
ほ
か
、
何

も
信
じ
な
い
と
い
う
の
は
、
な
に
よ
り
、
彼
が
理
に
か
な
っ
た
こ
と
の
み

に
従
う
と
い
う
証
拠
で
は
な
い
か
。
（Ｈ
）

作
中
、
「理
に
か
な
う
」
考
え
に
従
っ
て
き
た

「大
殿
」、
「明
智
殿
」、
そ
し

て

「私
」
の
二
人
だ
け
は
、
信
仰
心
の
な
い
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
逆

に
い
え
ば
、
宣
教
師
た
ち
と
は
違
っ
て
神
を
信
じ
な
い
と
い
う
立
場
だ
か
ら
こ

そ
、
「理
に
か
な
う
」
と
い
う
、
人
間

（あ
る
い
は
自
己
）
を
基
盤
と
し
た
合
理

的
な
判
断
、
客
観
的
な
認
識
に
す
べ
て
の
基
準
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
右
に
引
用
し
た

「大
殿
」
だ
け
で
な
く
、
自
分
の

「自
由
意

志
」
を
最
上
の
も
の
と
す
る

「私
」
の
思
想
も
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
自
己
を
基
盤

と
し
た
、
自
己
中
心
的
な
考
え
の
あ
り
方
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
自
己
中
心

的
な
判
断
を
下
す
人
間
が
、
例
え
ば
次
の
引
用

（「私
」
が
日
本
に
来
る
前
、
ホ

ン
デ
ュ
ラ
ス
で
指
揮
官
を
し
て
い
た
頃
の
記
述
）
の
よ
う
に
他
者
の
感
情
や
考

え
を
無
視
し
、
自
分
の

「仕
事
」
だ
け
に
固
執
す
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
想

像
で
き
る
。

部
隊
の
半
数
が
熱
病
に
冒
さ
れ
、
あ
る
い
は
沼
の
な
か
に
沈
み
、
あ
る
い

は
叢
林
の
な
か
へ
頭
を
突
っ
こ
ん
で
死
ん
で
い
っ
て
も
、
私
は
部
隊
を
引

き
か
え
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
私
に
は
そ
れ
が
自
分
の
運
命
へ
の
挑
戦

だ
と
感
じ
ら
れ
た
か
ら
だ
。
（Ｈ
）

さ
て
、
「事
が
成
る
」
た
め
に

「大
殿
」
が
と
っ
た
方
法
は
、
自
己
を
基
盤
と

し
て
す
べ
て
を
客
観
的
に
な
が
め
、
「理
に
か
な
」
っ
た
も
の
の
な
か
か
ら
自
分

の
固
執
す
る

「仕
事
」
の
た
め
に
役
立
つ
も
の
だ
け
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
そ
の
い
か
な
る
場
合
に
も
、
大
殿
は

「事
が
成
る
」
と
い
う
見
地
か

ら
の
み
、
問
題
を
な
が
め
た
。
（略
）
大
殿
は
こ
う
し
た
現
実
の
問
題
を
処

理
す
る
立
場
の
人
間
と
し
て
、
た
え
ず

「事
が
成
る
」
た
め
の
力
を
必
要

と
し
て
い
た
。
事
を
成
就
せ
し
め
ぬ
よ
う
な
知
識
は
が
ら
く
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
（Ⅲ
）

こ
う
し
た
方
法
の
も
と
で
は
、
人
は
、
た
だ
役
に
立
つ
か
立
た
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
の
み
で
判
断
さ
れ
る
。
「大
殿
」
が

「羽
柴
殿
」
や

「明
智
殿
」
を
「名

人
上
手
」
と
賞
讃
し
た
の
も
、
「佐
久
間
殿
」
を
追
放
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
判

断
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
客
観
的
な
認
識
が
徹
底
し
て
最
上
の
も
の
と
さ
れ

る
以
上
、
「大
殿
」
も
含
め
て
す
べ
て
の
人
の
人
間
性
や
感
情
と
い
っ
た
も
の
は
、



無
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
違
い
な
い
。
イ
タ
リ
ア
人
の

「私
」
が
限
界
を
感
じ

た

「孤
独
」
と
は
、
ま
さ
し
く
他
者
の
感
情
を
無
視
す
る
、
と
い
う
態
度
が
周

囲
に
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
く
る

「孤
独
」
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
「理

に
か
な
う
」
考
え
に
徹
す
る
こ
と
で
、
「大
殿
」
自
ら
が
人
間
性
、
感
情
を
失
い

陥
っ
て
い
く

「孤
独
」
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で

「孤
独
」
か
ら

「私
」
の

「崩
壊
」
の
原
因
を
探

っ
て
き
た
。
ひ

と
こ
と
で
い
う
な
ら
ば
、
「理
に
か
な
う
」
考
え
に
徹
す
る
こ
と
か
ら
お
き
た
、

人
間
性
の
疎
外
で
あ
る
。
人
間

（自
己
）
を
基
盤
と
し
た
客
観
的
認
識
の
弊
害

を
、
「私
」
は

「孤
独
」
と
い
う
か
た
ち
で
意
識
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
一
一
「理

に
か
な
う
」
考
え
に
従
い
、
自
己
の
目
的
に
固
執
し
、
す
べ
て
を
役
に
立
つ
か

ど
う
か
で
判
断
す
る
と
い
う
仕
方
で
は
、
人
間
性
の
疎
外
さ
れ
た
、
「孤
絶
し
た

一員
み
」
へ
と
の
ぼ
り
つ
め
る
し
か
な
い
。
そ
こ
に
は

「私
」
の
記
し
て
い
る
よ

う
に
、
「深
い
甘
美
な
眠
り
」
な
ど
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

妻
と
そ
の
情
夫
を
殺
害
後
、
「私
」
は
自
己
の

「自
由
意
志
」
「道
徳
基
準
」

を
最
上
の
も
の
と
し
て
ま
も
る
こ
と
を
唯

一
の

「生
き
る
意
味
」
と
し
て
い
た
。

自
己
中
心
的
に
、
す
べ
て
を

「理
に
か
な
う
」
考
え
の
も
と
で
処
理
し
て
き
た
。

「私
」
が
手
紙
に
書
き
た
か
っ
た

「う
し
な
っ
た
も
の
」
と
は
、
そ
う
し
た

「大
殿
」
と
共
通
す
る
生
き
方
の
こ
と
だ
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
「私
」

の

「崩
壊
」、
そ
れ
は
ま
た
、
「理
に
か
な
う
」
こ
と
に
終
始
従
い
、
自
己
の
感

情
を
殺
し
、
他
者
の
人
間
性
を
無
視
ダ
％
、
自
己
中
心
的
な

「大
殿
」
的
生
き

方
の

「崩
壊
」
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

は
じ
め
に
こ
の
小
説

（＝
手
紙
）
が
、
単
に

「大
殿
」
の
高
貴
な

「意
志
」

に
着
目
す
る
だ
け
の
読
み
方
で
足
り
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
疑
間
を
述
べ
た
が
、

そ
の
答
え
は
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
こ
の
手
紙
は
、
「私
」
の

「生

き
る
意
味
」
が

「う
し
な
」
わ
れ
た
こ
と

（＝
「崩
壊
し

を
友
に
書
き
送
ろ
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
手
紙
を
書
い
て
い
る
う
ち
に
、
「
ひ
ょ
っ
と
す
る

と
」
「私
」
の
日
本
で

「う
し
な
っ
た
も
の
」
が

「私
自
身
」
だ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
と
す
で
に
感
じ
て
い
た
自
己
の

「崩
壊
」
を
、
手
紙
の
最
後
に

「自
分
自

身
が
崩
壊
し
て
い
た
音
に
思
え
て
な
ら
ぬ
」
と
、
よ
り
は
っ
き
り
と
確
認
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
「安
土
往
還
記
』
は
、
高
貴
な

「大
殿
」
の
生
き
方
が

「私
」

に
よ
っ
て
賞
揚
さ
れ
る
物
語
な
の
で
は
な
く
、
逆
に

「私
」
が
、
自
分
の
、
あ

る
い
は

「大
殿
」
の
よ
う
な
生
き
方
に
、
限
界
を
感
じ
て

「崩
壊
」
し
た
物
語

な
の
で
あ
る
。五

　
ま
　
　
と
　
　
め

以
上
の
よ
う
な
検
討
を
経
る
と
、
「私
」
の
抱
え
た
問
題
が
、
現
代
に
生
き
る

我
々
に
も
通
ず
る
問
題
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
理
解
で
き
る
。
現
代
に
も
っ
と

も
深
く
浸
透
し
て
い
る
、
人
間
中
心
的
な
科
学
的
、
客
観
的
認
識
の
弊
害
を
意

識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
辻
邦
生
研
究
者
の
多
く
が

「大
殿
」
の
姿
勢
に
魅

せ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
ま
さ
に
客
観
的
認
識
が
現
代
人
の
考
え
や
行
動
の
中
心

的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
ま
た

「私
」
の
「生
き
る
意
味
」

も
、　
一
個
人
の
自
律
性
―
―
他
者
の
命
に
従
わ
ず
、
自
ら
の
意
志
で
客
観
的
な

道
徳
基
準
を
た
て
て
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
―
―
だ
け
で
生
き
て
い
こ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
「私
」
の

Ｊ
朋
壊
」
は
、
そ
う
し
た
自
律
性
だ
け
で
は
生
き
て
い

け
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
と
き
重
要
な
の
は
、
「大
殿
」
が
織
田
信
長
だ
、
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
「大
殿
」
の
生
き
方
や
考
え
方
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
織
田
信
長
が
簡
単
に
想
像
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
新
し
い
信
長
像
な

ど
で
は
な
い
、
と
い
い
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
小
説
と
し
て
も
十
分
に

楽
し
み
う
る
小
説
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
だ
が
、
こ
の
小
説
を
、
「私
」
を
中
心



に
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
と
き
、
単
純
に
歴
史
小
説
と
し
て
と
ら
え
る
だ
け
で

は
す
ま
な
い
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
辻
邦
生
が
歴
史
小
説

へ
と

「転
向
」
あ
る
い
は

「後
退
」
し
た
、
と
い
う
批
判
が
あ
た
ら
な
い
の
も
、

も
は
や
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
小
説
は
、
「大
殿
」
や

「私
」
と
い
っ
た

一
個

人
の
抱
え
る
現
代
的
な
問
題
が
、
歴
史
の
舞
台
を
か
り
て
描
か
れ
た
も
の
な
の

で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
読
者
が
魅
了
さ
れ
る

「大
殿
」
の
生
き
方
で
は
、
生
の
充
実
感
を

得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
を

「私
」
は
知

っ
た
。
で
は
ど
う
し
て
生
き
て
い
け

ば
よ
い
の
か
―
―
そ
れ
は
、
ゴ
ア
で
十
数
年
も
「無
為
」
に
日
々
を
過
ご
す
「私
」

を
み
つ
め
な
が
ら
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
べ
き
問
題
だ
と
い
え
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

辻
邦
生
の
諸
作
品
は
、
ま
ず
個
々
に
お
い
て
十
分
な
分
析
が
な
さ
れ
％
必
要

が
あ
る
。
そ
う
し
た
読
み
を
経
て
こ
そ
、
辻
文
学
の

「精
神
性
の
高
い
」
世
界

を
、
そ
し
て

「生
き
る
喜
び
」
を
求
め
る

一
貫
性
を
、
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

圧̈（１
）
辻
邦
生

「歴
史
小
説
の
地
平
」
η
岩
波
講
座
世
界
歴
史
」
第
十
巻
月
報
、　
一
九
七

〇
年
六
月
。
の
ち

■辻
邦
生
歴
史
小
説
集
成
」
第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
一
九
九
三
年

十
月
な
ど
に
収
録
。
引
用
は
後
者
よ
り
）
に
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。
「私
が
『安

土
往
還
記
」
を
書
い
た
と
き
、
人
か
ら
し
ば
し
ば
、
な
ぜ
歴
史
小
説
に
転
向
し
た
の

か
、
と
訊
ね
ら
れ
た
。
（略
）
い
よ
い
よ
歴
史
の
な
か
に
後
退
し
た
と
い
う
印
象
を
与

え
た
ら
し
い
。」
（傍
点
は
原
文
、
以
下
同
じ
）

（２
）

尾
崎
秀
樹

「大
殿
の
意
志
」
η
海
の
文
学
志
』
白
水
社
一
九
九
二
年
八
月
）
な
ど
。

（３
）
　
〈主
題
か
ら
の
探
索
〉
と
は
、
辻
邦
生
が

「主
題
か
ら
の
探
索
し
■
文
學
界
」
一

九
六
八
年
六
月
。
の
ち

■辻
邦
生
作
品
　
全
六
巻
“
６
、
河
出
書
房
新
社

一
九
七
四

年

一
月
な
ど
に
収
録
。
引
用
は
後
者
よ
り
）
な
ど
に
述
べ
て
い
る
創
作
方
法
で
、
「私

は
現
在
ま
で
、
何
か
新
し
い
素
材
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
そ
れ
を
作
品
化
す
る
と
い
う
よ

う
な
方
法
は
と
ら
な
か
っ
た
。
つ
ね
に
主
題
の
側
か
ら
の
み
、
そ
の
具
体
化
の
た
め

の
媒
体
を
求
め
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
あ
る
形
式
な
り
、
地
方

。
出
来
事

。
人
物
な
り

と
な
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
方
法
は
お
そ
ら
く
今
後
と
も
変
ら
な
い
と
思
う
。

」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
辻
作
品
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
文
章
で
あ
る
。
し
か
し
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
辻
が
こ
う
述
べ
て
い
る
か
ら
、
歴
史
は
主
題
を
具
体
化
す
る
舞
台

に
す
ぎ
な
い
、
歴
史
小
説
で
は
な
い
の
だ
、
と
単
純
に
す
ま
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
は

問
題
が
あ
る
。

（４
）

源
高
根

「『安
土
往
還
記
し
に
つ
い
て
し
∩
国
文
学
」

一
九
七
四
年

一
月
）

（５
）

参
考
ま
で
に
、
遠
藤
周
作
と
の
対
談

「歴
史
と
現
代
文
学
」
η
文
學
界
」

一
九
七

三
年
二
月
。
の
ち
辻
邦
生

『灰
色
の
石
に
坐
り
て
し
中
央
公
論
社

一
九
七
四
年
七
月

に
収
録
。
引
用
は
後
者
よ
り
）
か
ら
辻
の
発
言
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。
沢
略
）
し

か
し
歴
史
の
素
材
に
関
心
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
ね
。
ま
っ
た
く
そ
う
じ
ゃ
な
け

れ
ば
、
別
の
素
材
を
使

っ
て
も
い
い
わ
け
で
す
か
ら
。
使
っ
て
い
る
以
上
は
、
歴
史

小
説
と
い
う
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
…
…
と
い
う
の
は
へ
ん
な
言
い
方
だ
け
れ
ど
も
、

「歴
史
小
説
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
し
、
（略
ご

（６
）

た
だ
し
、
饗
庭
孝
男
氏
は

「解
説
」
含
安
土
往
還
記
」
新
潮
文
庫

一
九
七
二
年
四

月
）
の
な
か
で
、
簡
潔
に
根
拠
を
示
し
つ
つ
、
『安
土
往
還
記
」
が

「歴
史
と
い
う
枠

を
か
り
な
が
ら
、
中
心
の
喪
失
に
苦
し
む
現
代
人
に
一
つ
の
指
標
を
与
え
よ
う
と
す

る
」
も
の
だ
と
指
摘
し
、
「
い
わ
ゆ
る
歴
史
小
説
」
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
本
論
と

論
旨
は
異
な
る
が
、
根
拠
を
示
し
た
う
え
で
、
こ
の
小
説
が
現
代
の
問
題
を
扱

っ
た

も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
他
の
■安
土
往
還
記
』

論
と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

（７
）

先
行
研
究
の
多
く
が
歴
史
上
の
人
物

・
織
田
信
長
を
よ
く
も
ち
だ
す
背
景
に
は
、

次
に
引
用
す
る
辻
の
エ
ッ
セ
イ
の
影
響
も
あ
る
こ
と
と
思
う
。
「さ
ら
に
私
は
、
日
本

史
の
文
脈
の
中
に
あ
る
信
長
を
、
何
と
か
し
て
十
六
世
紀
に
ひ
ろ
が
り
は
じ
め
た
世

界
的
視
圏
の
中
に
置
き
な
お
し
て
、
新
し
い
「信
長
像
」
を
創
造
し
た
か
っ
た
。

」
∩
私

の
取
材
ノ
ー
ト
②
耶
蘇
会
士
通
信
と
と
も
に
」
η
読
売
新
聞
」

一
九
七
二
年
二
月
十

五
日
）
の
ち

「歴
史
の
な
か
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
こ
と
改
題
し

「辻
邦
生
歴
史
小
説
集
成
」

第
十
二
巻

（岩
波
書
店

一
九
九
二
年
十
月
）
な
ど
に
収
録
。
引
用
は
後
者
よ
り
）
こ

の
部
分
は
、
「安
土
往
還
記
』
を
歴
史
小
説
と
読
む
根
拠
に
は
な
り
う
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
歴
史
小
説
で
な
い
と
す
る
論
考
が
、
こ
の
部
分
を
受
け
て
織
田
信
長
を

安
易
に
も
ち
だ
す
と
す
れ
ば
問
題
が
あ
る
。
辻
の
文
章
に
注
意
を
払
う
の
な
ら
ば
、

む
し
ろ
先
の
引
用
に
つ
づ
く
部
分
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
「そ
の
た
め
私
は
、
こ
の

信
長
小
説
の
主
人
公
に
名
前
を
与
え
ず
、
た
え
ず
語
り
手
に
「大
殿

（シ
ニ
ョ
ー
レ
ご

と
の
み
呼
ば
せ
た
。
だ
れ
の
眼
に
も
信
長
と
わ
か
り
な
が
ら
、
あ
え
て
そ
れ
を
信
長



と
呼
ば
な
い
の
は
、
〈略
）
そ
こ
に
一
種
の
空
自
の
輸
廓
だ
け
を
描
い
て
お
く
よ
う
な

も
の
で
、
そ
れ
を
埋
め
る
の
は
、
作
品
の
中
か
ら
読
者
が
自
分
で
感
じ
た
こ
の
人
物

の
内
実
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
は
、
既
成
の
信
長
な
ら
ぬ
、　
一
個

の
新
し
い
人
物
を
獲
得
す
る
の
で
は
な
い
か
―
―
そ
ん
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。」篠

田

一
士
氏
は
、
「人
と
文
学
」
η
筑
摩
現
代
文
学
大
系
八
七
　
北
杜
夫
・辻
邦
生
集
』

筑
摩
書
房

一
九
八

一
年
十
二
月
）
の
な
か
で
、
こ
の
辻
の
エ
ッ
セ
イ
に
ふ
れ
な
が
ら
、

「大
殿
」
を
信
長
と
考
え
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。

（８
）

本
論
で
は
詳
し
く
検
討
し
な
か
っ
た
が
、
「私
」
の

コ
朋
壊
」
原
因
は
、
も
う
ひ
と

つ
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
自
分
の

「自
由
意
志
」
で
行
動
し
て

き
た

「私
」
は
、
「大
殿
」
の
組
織
の

「歯
車
装
置
の
一
つ
」
に
な
る
こ
と
で
、
「満

ち
わ
た
る
生
命
」
を
感
じ
て
し
ま
っ
た
。
「歯
車
」
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
ま
わ
す

「大

殿
し
が
死
ん
で
し
ま
え
ば
、
た
だ
の
役
に
立
た
な
い
部
品
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ

か
ら
く
る

「崩
壊
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
突
き
詰
め
れ
ば
同
じ
原
因
で
あ
る
と
も
い
え

よ
う
。
つ
ま
り
、
「理
に
か
な
う
」
こ
と
に

「大
殿
」
が
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人

間
性
を
必
要
と
さ
れ
な
い
多
数
の

「歯
車
」
が
生
み
出
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
「理
に
か
な
う
」
こ
と
に
徹
す
る
こ
と
か
ら
お
き
る
人
間
性
の
疎
外
で
あ

る
。
ま
た
、
「私
」
が

「歯
車
」
に
な
っ
て
満
足
す
る
背
景
に
は
、
も
と
も
と

「私
」

が
理
想
と
す
る
も
の
の
下
に
つ
き
た
い
と
い
う
願
望
が
あ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

と
も
か
く
、
こ
の
も
う
ひ
と
つ
の

「崩
壊
」
原
因
に
つ
い
て
は
、
機
会
が
あ
れ
ば
今

後
考
察
す
る
場
を
設
け
た
い
。

（９
）

た
だ
し

「私
」
は
、
賞
讃
す
る

「大
殿
」
と
と
も
に
働
く
よ
り
も
、
宣
教
師

「オ

ル
ガ
ン
テ
ィ
ノ
」
へ
の
友
情
を
重
視
す
る
態
度
を
み
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自

己
の
感
情
を
殺
し
か
ね
た
、
む
し
ろ
重
視
し
た

「私
」
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
生
き

方
の
限
界
に
気
付
い
た
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
詳
し
い
検
討
は
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

（１０
）
　

「朝
日
新
聞
」
一
九
九
九
年
七
月
二
十
日
朝
刊

（二
九
面
）、
辻
邦
生
死
去
関
連
記

事
よ
り
。

（ｎ
）
　

「毎
日
新
聞
」

一
九
九
九
年
七
月
二
十
日
朝
刊

（
一
面
）、
「余
録
し
よ
り
。

〔付
記
〕
本
文
の
引
用
は
岩
波
書
店
刊

『辻
邦
生
歴
史
小
説
集
成
』
全
十
二

巻
中
の
第

一
巻

（
一
九
九
二
年
六
月
）
に
拠
っ
た
。

ま
た
本
論
は
、
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会

公
一〇
〇
二
年

一
月
十
二
日
）

に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
き
、
加
筆

・
訂
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

発
表
に
際
し
、
先
生
方
な
ら
び
に
会
員
諸
氏
に
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ

い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
く
感
謝
の
念
を
表
し
た
い
。

―
―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―
―


