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芥
川
龍
之
介

「
河
童
」
覺
え
書

芸
術
的
良
心
と

「
近
代
」

菊

地

弘

昭
和

二
年

三
月

「
改
造
」

に
発
表
し
た

こ
の
作
品
に

つ
い
て
、
芥

川

は

〈
河

童

は
あ
ら
ゆ

る
も

の
に
対
す
る
、
i

就
中
僕
自

身
に
対
す
る
デ
グ
ウ
か
ら
生

ま
れ
ま
し
た
。〉

(士
口
田
泰
司
書
簡
、
昭
和
二

・
四

・
三
)
と
、

モ
チ

ー
フ
を

告

白

し
て
い
る
。
従
来

〈
デ

グ
ウ
〉
と

い
う

こ
と

か
ら

か
、
作
品

に
描

か

れ

た

出

産
、
結
婚
、
家
庭
、
恋
愛
、
芸
術
、
衽

会
問
題
な
ど
な
ど
を
芥
川

の
周
縁
と
重

ね
て
捉

、又
る
見
方
が
多

か

っ
た
よ
う

に
思

え
る
。
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
ど
れ

も
芥

川
に
お
い
て

「
痛
切
な
問
題
」

で
あ

っ
た
こ
と

は
事
実

で
あ

る
か
ち
だ
。

吉

田
精

一
の
い
う

「
彼

の
愛
好
す

る
動

物
」
(
『芥
川
龍
之
介
』
、
三
省
堂
、
昭

和

一
七

.
三

.
二
〇
)
河
童

に
寓

意

し
て
、

日
常

の
現
実

で
掴

ん
だ
諸

々
の
相

を
自

由
に
形
象
す

る
方
法

を
こ
の
作
品

は
と

っ
て
い
る
。
平
岡
敏
夫
氏
も

『
芥

川
龍
之
介

杼
情

の
美
学
』

(大
修
館
書
店

昭
和
五
七

・
二

・
二
五
)

で

作

中

「
紅
血

の
し
た
た
」
る
諷
剌
や
芥

川

の
心
境
を
読
み
と
る
こ
と
は
可
能
だ

と
し
な

ボ

ら
も
、
芥

川
は
、
人
問

の
世
界

に
対

立
す

る
も

の
、
娑
婆

に
生
き
得
な

い
人

間

の
遁
れ

て
ゆ
く
と

.」
う
と

し
て

憂

し
河
童
」

の
イ

・
ム

を

こ
め

て
河
童

の
世
界

を
描

い
た
と
論
じ
て
い
る
。
そ

の
よ
う

に
愛
好

し
た
動
物
河
童
を
通

し

て
芸
術
家

の
実
存
的
生
を
明
確

に
描
出

し
て
い
る
と
私

は
考
え

る
。

作
口陥
に

は
い
ろ
う
。

「
序
」
に
あ
る
よ
う
に
あ
る
精

神
病
院
に

い
る

〈
若

々

し

い
狂
人
〉
が

見
て
来

て
語

る
河
童

の
生
活

を
筆
者
が

〈
可
な

り
正
確

に
写

し

た
〉

話
し
と
い
う
結
構

を
作
品

は
と

っ
て
い
る
。
語

り
手

(狂
人
)

を

介
在
者

と

し
て
作
品

は
展
開
す

る
。

私

は
、
河

童

の
国

の
出
来
事

を
卑

近
な
事
実

と
重

ね
て
読
む

こ
と
は
避
け

よ

う
と
思
う
。

、」
.」
で
は
読
者

は
表
現

の
ス
タ
イ

ル
を
相
対
化
し

て
・

隠
さ
れ
た

表
現

2

臼喋

を
も
覗
か
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
ろ
う
。

〈
・
ス
テ

リ
イ
を
起

し
て
ゐ
る

シ

エ
エ
ク
ス
ピ
イ

ァ
や
ゲ

エ
テ
を
想
像
す

る

の
は
滑

稽

で

あ

る
・

(中
略
)
が

、
彼
等

の
大

畿

す
も

の
は
こ
の
ヒ
ス
テ
リ
イ
の
外

に
あ

る

彼

等

の
表
現
力
そ

の
も

の
で
あ

る
。
〉
(『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
三
十
五

ヒ
ス

テ
リ
イ
⊥
)
は
言
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
確

か
に
芥

川
に
お
い
て

も

真
実

で
あ

っ

た
。
主
人
公
が
霧
の
深
い
梓
苅
の
ほ
吉

で
食
事
を
し
て
い
る
時
に
、
円
い
腕



時
計

の
硝

子
に
河

童
の
顔
が
映

っ
た
。
驚

い
て
河
童

に
躍
り

か
か
ろ
う
と

し
た

ら
河
童

は
逃
げ
出

し
、
そ
れ
を
追

っ
か
け

て
追

い
す
が
り
、
河
童

の
背
中

に
指

が
触
れ

た
と
思

っ
た
瞬
間

〈
深

い
闇

の
中

へ
ま
つ
逆
さ

ま
に
転
げ
落

ち
〉

て
し

ま

っ
た
と

い
う
。

こ
の
河
童

の
国

へ
降
下

し
て
ゆ
く
手
法

は
吉

田
精

一
は
バ

ト

ラ
ー
の

『
エ
レ
ポ

ソ
』

に
よ
る
と
し
て
い
る
。

我

々
人
間

の
心
は
か
う

云
ふ
危
機

一
髪

の
際

に
も
途
方
も

な
い
こ
と

を
考

へ
る
も

の
で
す

。
僕

は

「
あ

つ
」

と
思

ふ
拍

子
に
あ

の
上
高

地
の
温
泉
宿

の

側

に

「
河
童
橋
」

と
云
ふ
橋
が

あ
る
の
を
思
ひ
出
し
ま
し
た
。

と

い
う
叙
述
が
示
す
よ
う
に
、

〈
途
方
も
な

い
〉

と
し
て

〈
河
童
〉

と

く
河
童

橋
」
と

い
う
イ

メ
ー
ジ

の
連
想
で
想
念
を
創

っ
て
い
く

。
そ
れ
は
扱

う
対
象

を

自
由

に
と
り
あ
げ

て
表
現
す

る
と

い
う
技
法
な

の
で
あ

る
。
〈
「
河
童
」
な
ど
は

時
間
さ

へ
あ

れ
ば
、

ま
だ
何
十
枚

で
も
書

け

る
〉
(斎
藤
茂
吉
宛
書
簡
昭
和
二
.三

・
二
八
)
と

し
た
創
作
意
欲
と
底
流

で
繋
が

る
も

の
で
あ

る
。

そ

こ
で
河
童

の
国

へ
降
下

し
た

〈
僕
〉

は

〈
特
別
保
護
住
民
〉
と

し
て
住
む

こ
と

に
な

る
。

河
童

は
我

々
人
間
が
河
童

の
こ
と
を
知

つ
て
ゐ

る
よ
り
も
遥

か
に
人
間

の

こ
と
を
知

つ
て
ゐ
ま
す
。

(
二
)

と
し
た
う

え
で
、

勿
論
こ
の
国
の
文
明
は
我
々
人
間
の
国
の
文
明
-

少
く
と
も
日
本
の
文

明
な
ど
と
余
り
大
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
認
識
す
る
。

つ
ま
り
河
童

の
国
と

い
う
異
域
を
特

殊
と
せ
ず

、
現
実

性
を
帯

び
さ

せ
て

い
る
の
で
あ

る
。
と

い
う

こ
と
は
寓
意
を
託
し
た
河
童

を
自
由
自

在

に
出
没
さ
せ

る
技
扶
と
も
絡

ん
で
の
こ
と
で
あ
る
。

い
ろ

い
ろ
な
職
業
、
階
層

の
河
童
が
登
場
す
る
。
列
記
す
る
と
、
漁
夫

の
バ

ッ
ク
、
学
生

の
ラ

ツ
プ
、
医
者

の
チ
ャ
ッ
ク
、
詩

人

の
ト

ッ
ク
、
作

曲
家

の
ク

ラ
バ

ッ
ク
、

ロ
ッ
ク
、
哲
学
者

の
マ

ッ
グ
、
硝
子
会
社

の
社
長
ゲ

エ
ル
、
そ

の

夫
人
、
裁
判
官

の
ペ

ッ
プ
、
政
治
家

の
ロ

ッ
ペ
、
プ
ウ

・
フ
ウ
新
聞
社
長

の
ク

イ

ク
イ
、
生
活
教

の
教
会

の
長
老
、
生
ま
れ
た
時
に
老
人

で
、
年
が
た

つ
に
従

っ
て
若
く
な

っ
た
河
童
な
ど

で
あ

る
。

そ

こ
で
い
ま
少

し
仔

細
に
み
る
と
、

〈
僕
〉

の
初

め
て
出
会

っ
た
河
童

は
漁

夫

の
バ

ッ
ク
で
あ

り
、

〈
最
初

の
半
月

ほ
ど

の
問

に

一
番
僕
と
親

し
く

し
た

の

は
や

は
り
あ

の
バ

ツ
ク
〉

(
ご
)

で
あ

る
と

い
う
。
そ

の
バ

ッ
ク
の
細
君
が

お

産

を
す

る
、
い
わ

ゆ
る

〈
産
児
制
限
〉

の
話
が

四
章

に
出

て
い
る
。
そ

し
て
六

章

に
、
雌

の
河
童

に

〈
パ

ツ
ク
で
も

や
は
り
追

ひ
か
け
ら
れ
た
の

で

す
。
〉
と

あ
る
ほ
か
、
最
終
章

十
七
で

「何

、
造

作
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
京

の
川
や
堀

割
り
は
河
童

に
は
往
来
も

同
様
で
す
か
ら
。」

と

い

っ
て
東
京

の
精
神
病
院

に
い
る

〈
僕
〉

の
見
舞

い
に
く
る
。
そ
れ
以
外

の

章

に
は
生
活
者
バ

ッ
ク
は
登
場
し
な

い
。
そ

の
間
、
さ
き
に
列
挙
し
た
さ
ま
ざ

ま

の
河
童
が

〈
僕
〉

の
周
囲

に
現
れ
て
話
が
繰
り
展
げ
ら
れ

る
の
で
あ

る
が
、

こ
の
よ
う

に
自
在

に
登
場
人
物

(河
童
)
を
操

っ
て
作
品
世
界
を
構

築

す

る
こ

と
に
芥

川
の
得
意

と
す

る
技
法
を
捉
え

る
こ
と
が
出
来

る
。
そ

の
よ
う
な
意
味

で
高

田
瑞
穂

の
解
説

「
芥

川
の
内

に
、

か

つ
て
の

「
愧
儡
師
」

の
技
法
と
心
情

と
が
甦

っ
て
」

(
『河
童

・
歯
車

・
或
阿
呆
の
一
生
』
講
談
社
、
昭
和
四
七
.三
.
一
五
)

い
た
と
す
る
指
摘

に
同
感
す
る

の
で
あ

る
。

〈
産
児
制

限
〉

の
話
し
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
し
ぼ
し
嬢

と
り
あ
げ

ら
れ

一29
一



論

じ
ら
れ

て
き

た
が
、
塚
越
和
夫
氏

は

『
河

童
』

(
文
学
批
評
の
会
編

『
批
評
と

研
究

芥
川
龍
之
介
』
、
芳
賀
書
店
、
昭
和
四
七

・
二

・
一
五
)
で
、
産
児

制

限

連

盟
を
組
織
し
た

サ
ン
ガ

ー
夫
人
が
大
正
十

一
年

三
月
に
来
日
し
、

招

聘

し

た

改

造
社
が
夫

人

の
論
夊

『
婦
人
の
力

と
産
児
制

限
』

を
大
正
十

一
年

四

月

の

「
改
造
」

に
載

せ
た
、
芥

川
は
こ
の
問
題
を
念
頭

に
お
い
て

『
河
童
』

で
扱

っ

た
と
指
摘
し

て
い
る
。
産
児
制
限
を
扱
う
発
端

は
そ
う
だ
ろ
う
と
思
う
。

こ
こ

で
吉
田
精

一
は
、

『
河
童
』

の
世
界

は
、

「
む
し
ろ
ガ
リ
ヴ

ア
ー
や
、
特

に
バ

ト

ラ
ー

の

『
エ
レ
ホ
ン
』

に
近

い
。
た
と
え
ば
発
端

の
、
山
中
に

わ

け

入

っ

て
、
い

つ
か
異
域

に
踏

み
こ
む
だ

ん
ど
り
も
似

て
い
れ
ば
、
赤

ん
坊

の
出
生
告

知
状
f

『
エ
レ
ホ

ン
』

で
は
赤

ん
坊

は
元
来

「
未
生
国
」

の

一
員

で
、
そ

こ

で
あ
ら
ゆ

る
り

っ
ぱ
な
給
養
を
受
け

て
い
る
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
自
発

的
に

こ
の
世
に
出

て
き
た

の
で
あ

っ
て
、
そ

の
こ
と

の
責

任
は
自
分

の
双
肩
に

負

う
と
い
う
文
書
に
署

名
す
る
ー

の
く
だ
り
な
ど
は
、

『
河
童
』

で
は
、
赤

ん
坊
が
自

発
的

に
出
産

を
拒
否
す

る
と
い
う

、
巧
み
な

「
芥

川
化
」
を

ほ
ど

こ

さ
れ
て
い
る

の
で
あ

る
。」

(
吉
田
精

一
著
作
集
2
巻

『
芥
川
龍
之
介
豆
』

桜
楓
社
、

昭
和
五
六

.
二

.
=

一)
と
述
べ
て

い
る
。

一
事

が
万
事
、
芸
術
家

の
関
心

を

も

っ
て
社
会
万
般

の
事

象
を

「
巧
み
な
芥

川
化
」

で
描
出
し
て

い
る
わ
け
で
あ

る
。
な
お
、
サ

ミ

ュ
エ
ル

.
バ
ト

ラ
ー
と
の
関
係

に

つ
い
て
は
、
石
井
康

一
氏

は

「
芥

川
の

『
河
童
』

に
見

る

サ
ミ

ュ
エ
ル

・
バ
ト
ラ
ー
」
(
「人
文
論
叢
」
昭
和
五
五

.
一
二
)
で
、

『
エ
レ
ホ
ン
』

と

『
河
童
』
を
比
較
検
討

し
た
上

で
、
芥

川

は

パ

ト
ラ
ー
に

「
教
え
ら
れ
た
と
言
う
よ
り
、
自
己
本
来

の
そ
う

い
う
本
能
を
引

出
し
て
も
ら

っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。」

と
述

べ
て
い
る
。

河

童
と
わ
れ
わ
れ
人
間
社
会
と
は
風
俗

習
慣
上

、
反
対

の
こ

と

が

多

い
。

〈
人
間
は
正
義
と
か
人
道

と
か
云
ふ
こ
と
を
真
面

目
に
思
ふ
、
し
か
し
河
童

は

そ

ん
な

こ
と

を
聞
く
と
、
腹
を

か
か

へ
て
笑

ひ
出
す

の
で
す
。
〉
(
四
)
と
「
価
値

観

⑳
相
違
」
を
提
起
し
た
う
え

で
、
河

童

の
お
産
に
ふ
れ
て
く
る
。
生
れ
出

る

子
に
父
親

が
母
親

の
生
殖
器
に

口
を

つ
け

〈
「
お
前

は
こ
の

世
界

へ
生

れ
て
来

る
か
ど
う

か
、

よ
く
考

へ
た
上

で
返
事

を
し
ろ
。
」
〉

と
尋
ね

る
。

〈
「
僕

は
生

れ
た
く

は
あ
り
ま

せ
ん
。
第

一
僕

の
お
父
さ

ん
の
遺
伝

は
精
神
病
だ
け

で
も
大

へ
ん

で
す
。
そ

の
上
僕

は
河
童
的
存

在
を
悪

い
と
信
じ
て
ゐ
ま
す
か
ら
。」
〉
と

根

源
的
な
生
を
問
う
も

の
に
な

っ
て
い
る
。

か
う

云
ふ
返
事

を
す

る
位

で
す

か
ら
、
河
童

の
子
供

は
生
れ

る

が

早

い

か
、
勿
論
歩

い
た
り
し
や

べ
つ
た
り
す

る
の
で
す
。
何

で
も

チ
ヤ
ツ
ク
の
話

で
は
出
産
後

二
十

六
目
目
に
神

の
有
無

に
就

い
て
講
演
を
し
た
子
供

も
あ

つ

た
と
か
云
ふ
こ
と
で
す
。

河
童

の
国
で
は
子
供

の
意
志

を
ま
ず
尊
重
す

る
。

つ
ま
り
子
供

の
自
主
的
独

立

性

を

コ
ミ
カ

ル
に
描

い
て
い
て
、
親
子

の
絆
、
家
族
制
度

へ
の
揶
揄
が
窺
え

る

の
で
あ

る
。
出
産

二
十

六
目
目
に

〈
神

の
有
無
〉
に

つ
い
て
講
演
す
る
自
律
的

な
生
を
所
有
出
来

る
の
は
、
子
供
自
身
に
生
れ
て
く
る
か
ど
う
か
を
選
択
さ
せ

る
寛
容
さ
が
支
、兄
と
な

っ
て

い
る
わ
け
で
あ

る
。
そ

の
よ
う

な
河
童

の
国

と
は

全
く
違
う
人
間
社
会

の
非

近
代
性
を
諷
刺

し
て
い
る
の
で
あ

る
。

そ

れ

は

ま

た
、
遺
伝
的
義
勇
隊
が
募
ら
れ

て
い
て
、

「
:
…

・あ
な
た

は
令
息
が
女
中
に
惚
れ
た
り
、令

嬢
が
運
転
手
に
惚
れ
た
り

す
る

の
は
何

の
為
だ
と
思

つ
て
ゐ
る

の
で
す

?

あ

れ
は
皆
無
意
識
的

に
悪

遺

伝
を
撲
減
し
て
ゐ
る

の
で
す

よ
。

.(中
略
)
人
間

の
義
勇

隊
よ
り
も
、
ー

一

本
の
鉄
道
を
奪
ふ
為
に
互
に
殺
し
合
ふ
義
勇
隊
で
す
ね
、
i

あ
あ
云
ふ
義
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勇

隊
に
比
べ
れ
ば

、
ず

つ
と
僕

た
ち
の
義
勇
隊

は
高
尚

で
は
な

い
か
と
思

ひ

ま
す
が
ね
。
」

と
あ

る
こ
と
も
前
述
し
た
よ
う
な
意
味

の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
功

利
功
名
を
追
う

エ
ゴ
イ
ズ

ム
の
極
地
、

つ
ま
り

〈
殺
し
合
ふ
義
勇
隊
〉
を
、
諷

刺
的
方
法

で
批
判

し
て
い
る
わ
け

で
あ

る
。
し

か
し

一
方

で
は

〈
実
際
又
河
童

の
恋
愛

は
我

々
人
間

の
恋
愛
と

は
余
程
趣

を
異

に
し
て
ゐ

ま
す
。
〉

(
六
)
と

し
て
、
雌

の
河
童

を

一
生
懸
命

に
追

い
か
け
る
雄

の
河
童

も
な
い

で

は

な

い

が
、
雄
を
追

い
か
け
る
雌

の
河

童

の
す
さ
ま
じ
さ
を
描

い
て
い
る
。
十
年
前

に

ク
ラ
バ

ッ
ク
を
掴
え
そ

こ
な

っ
た
雌

の
河
童

は
い
ま
だ
に
恨
み
を

忘

れ

な

い

(
七
)
と
も
あ

る
。
恋
愛

の
個

の
感
情
が
根
底
で

は

エ
ゴ
イ
ズ

ム
に
根
を
発
し

て
い
る
と

い
う
諷
剰

で
あ

ろ
う
。
実
存

の
問
題

に
ふ
れ

て
い
よ
う
。

学
生

の
ラ

ッ
プ

に

〈
僕
〉

は
漁
夫

の
バ

ッ
ク
に
も
劣
ら

ぬ
世
話

に
な

っ
た
と

い
う
。
ラ

ッ
プ
は

〈
僕
〉

に
詩

人
ト

ッ
ク
を
紹
介

し

(
五
)
、

近
代
教

の
大
寺

院

へ
案

内
す

る

(
十
四
)
。
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
に

ラ
ッ
プ
は

〈
僕
〉

の
水
先

案
内
的
役
割
を
果

し
て

い
る
面
を
持

っ
て

い
る
。

自
由
恋
愛
家

の
ト

ッ
ク
は
そ

の
信
念
と
思
想

か
ら
日
常

の
倫
理

に
束
縛
さ
れ

た
く

な
い
。
だ

か
ら
親

子
夫
婦
兄
弟
な
ど

は

〈
互

に
苦

し
め
合

ふ
〉

こ
と

で
暮

し
て
い
る
、

〈
殊

に
家
族
制
度

と
云
ふ
も

の
は
莫
迦
げ

て
ゐ

る
以
上

に
も
莫
迦

げ

て
ゐ
る
〉

と
批
評
す

る
。
し
か
し

一
面

に
は
家
庭

の
様

子
を

見

て

〈
羨

し

さ
〉

を
覚

え
心
は
揺
れ
る
。
だ
が

そ

の
感
覚

は
窓

の
向
う

に

〈
平
和
な
「五
匹
の

河
童
た
ち

の
晩
餐

の
テ

エ
ブ

ル
〉
を
見
て
、

ヘ

ヘ

へ

「
あ
す

ご
に
あ

る
玉
子
焼

は
何
と
言

つ
て
も
、
恋
愛
な
ど
よ
り
も
衛
生
的

ヘ

ヘ

ヘ

へ

だ

か
ら
ね
。
」
(
五
)

(傍
点
菊
地
)

と

い

っ
て
、
安

全
な
家
庭
生

活
を
眺

め
な
い
わ

け
に
は
ゆ

か
な
い
。
ど

こ
ま

で

も
超
人

(
超
河
童
)
と
し
て

の
自
由

な
精
神

の
維
持

へ
向

っ
て
い
る
わ
け

で

あ

る
。
平
和
な
家
庭
生
活
を
乱
す

こ
と
は
な

、い
。
だ
が

そ

の
家
族

の
絆

を
そ
の
ま

ま
容
認
す
る
わ
け
に

は
い
か
な

い
。
芥
川

の
近
代
的
感
覚

に
よ
る
認
識
と

「
節

度
」
を
読
み
と

る
こ
と
が

で
き

る
。
そ
れ

は
又
、
医
者

の
チ
ャ

ッ
ク
に
診
察
し

て
貰
う

よ
う
勧

め
た

〈
僕
〉

に
向

っ
て
ト

ッ
ク
が

〈
「
僕

は
決

し
て
無

政
府
主

義
者

で
は
な

い
よ
。
:
」
〉

(
十
)
と
言

っ
て
立

ち
去

っ
て
ゆ
く
く
だ
り
と
も
通

じ
る
。
ト

ッ
ク
は
、
自
分

は
自
由

を
愛
好
す

る
が
、

ア
ナ
ー
キ
ス
ト
が
主
張
す

る
、
生
活

の
規
範
を
す
べ
て
認
め
な
い
と

い
う
よ
う
な
単
純

な
自
由

を
好

ん
で

い
る
も

の
で
は
な

い
と

い
う
信
念
を
明
か
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ト
ツ
ク
の
信
ず

る
所

に
よ
れ
ぽ
、
芸
術

は
何
も

の
の
支
配
を

も

受

け

な

い
、
芸
術

の
為

の
芸
術

で
あ

る
、
従

つ
て
芸
術
家

た
る
も

の
は
何
よ
り
も
先

に
善
悪

を
絶

し
た
超

人
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
云
ふ
の
で
す
。

(
五
)

と
、
既
成

の
倫

理
や
主
義
主
張
に
支
配

さ
れ
な
い
芸

術

の
自
律

性
と
独
立
性

を

う
た

っ
た
芸
術
精
神
を
示
し
て

い
る
。
そ

の
ト

ッ
ク
の
精

神
に
、

『
地
獄
変
』

の
良
秀

の
芸
術
精
神
を
、
〈
「
人
生

は

一
行

の
ボ

オ
ド

レ

エ
ル
に
も
若
か
な

い
。」
〉

(『
或
阿
呆
の
一
生
』
一
時
代
)
の

一
行
を
、

〈
詩
的
正
義

の
為
〉
(『
西
方
の
人
』
20
エ

ホ
バ
)

の
戦

い
を
思

い
出
し
、
重

ね
る
こ
と
が
出
来

よ
う
。

そ

し

て

〈
善
悪

を
絶
し
た
超

人
〉

に
た
だ

〈
傑
作
〉

に
賭

け
よ
う

と
し
た
作
者

の
芸
術
観
念

を

泛
べ

る
こ
と
も
出
来
る
。
ト

ッ
ク
と
同
じ
超
人
倶

楽
部
に
集

ま

っ
て
く

る
他

の

芸
術
家
た
ち
、
す
な
わ
ち

〈
若

い
河
童
を

つ
か
ま

へ
な
が
ら
、
頻

に
男
色
を
弄

ん
で
ゐ
〉

る
彫
刻
家
、

〈
ア
ブ

サ
ソ
ト
を

六
十
本
飲

ん
で
〉
転
げ
落
ち
、
往
生

し
て
し
ま

っ
た
雌

の
小

説
家

ら
を
描

い
て
、
彼
ら

の
よ
う
な
享
楽
的
な
気
分
本

一
31

一



位

の
芸
術
主

義
と
違

う
ト

ッ
ク
の
芸
術
精
神

を
際

立
た
せ
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
た
い
。
唯
美

主
義

の
運
動

に

つ
い
て
の

〈
こ
の
主
義

の
作
家

の
作
品

の
中

に

は
、
享
楽
的
、
悪
魔
的
、
少
く
と
も
気
分
本
位

の
色
彩
を
帯
び

て
ゐ
な

い
も

の

は
殆
ど
な

い
。
〉
(
『大
正
八
年
度
の
文
芸
界
』)
と

い
う
捉
え
方
、

〈
芸
術

の
為

の
芸

術

は
、

一
歩
を
転
ず
れ
ば
芸
術
遊
戯
説
に
堕
ち
る
。〉
(『
芸
術
そ
の
他
』
)
の
警
句

が
折
り
込

ま
れ
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
。

超

人
倶
楽
部

の
会
員

で
あ

る
作
曲
家

の
ク
ラ
バ

ッ
ク
が
警
官

に

〈
演

奏

禁

止
〉

を
命

じ
ら
れ

た
こ
と
を
捉
え

て
い
る
。
芸
術

へ
の
不
当
な
干
渉

に
つ
い
て

は
、
既

に

『
戯
作

三
昧
』

で
改
名
主

に
よ

る
弾
圧

の
こ
と
を

い
い
、

い
つ
の
世

に
も
そ

の
よ
う
な

こ
と
を
す
る
人
間

は
絶
え
た

こ
と

は
な

い
よ
う
だ
と
馬
琴
に

語

ら
せ
て
い
る
。
確

か
に
こ
こ
で
も
芸

術
に
対
す

る
官
憲

の
横
暴

を
突

い
て
い

る
。

し
か
し
そ
れ

に
加
え

て
芸
術
作
品

の
評
価

の
問
題

に
踏

み
込

ん
で
い
る
こ

と

に
注
目
す

べ
き

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

「
元
来
画
だ

の
文
芸
だ

の
は
誰

の
目
に
も
何
を
表

は
し
て
ゐ
る
か
は
兎
に

角

ち
や

ん
と
わ
か
る
筈
で
す
か
ら
、
こ

の
国
で
は
決
し
て
発
売
禁
止

や
展
覧

禁
止

は
行

は
れ

ま
せ
ん
。
そ

の
代

り
に
あ

る
の
が
演
奏
禁
止

で
す
。
何

し
ろ

音
楽
と

云
ふ
も

の
だ
け

は
ど

ん
な

に
風
俗
を
壊
乱
す

る
曲

で
も
、
耳

の
な

い

河
童

に
は
わ

か
り
ま

せ
ん
か
ら
ね
。
」
(
七
)

と

い
う
。

〈
禁
止
〉
さ
れ
な

い
、
大
衆
に
よ
く
解

る
具
象
化
さ
れ
た
芸
術

と
い

う
う

ち
に
、
現

実
に
対
し
て
時
空

の
差

の
な

い
告
白
的

な
私
小
説
を
揶
揄

し
て

表
現

し
て
い
る
よ
う

に
読

め
る
。
芸
術

は
接
す

る
人
間

に
与
え

る
感
動
が
大
本

を
な
す
と

い
う
点
に
眼
を
見
据
え

て
、
芸
術

の
評
価
と
価
値

を
見
誤
ら
な

い
こ

と
だ
と
す
る
作
者

の
イ

ロ

ニ
ー
が
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思

え
る
。

更
に
散
文
芸
術
諭
争
、
私
小
説
と
心
境
小
説
論
議
な
ど
喧
し
い
文
壇
時
流
に
、

芥
川
は

『
「私
」
小
説
論
小
見
ー

藤
沢
清
造
君
に
f

』
な
ど
で
自
身

の
芸

術
論

理
を
主
張

し
た
が
、
そ
う

い

っ
た
イ
デ

ア
も
論

理
に
反
映

し
て
い
る
と
思

う
oま

だ

、
書
籍
製
造
会
社

の
工
場

で
は
、
菊
判
、
四

六
判
、
菊
半
截
判
な
ど

一

年

間
に
七
百
万
部

の
本
が
製

造
さ
れ
て
い
る
と

い
う

。
し
か
し
ど
う

い
う

具
合

に
本
が
作

ら
れ
る
か
と

〈
僕
〉
が
尋
ね

る
と
原
料

の
灰
色

の
粉

に
つ
い
て

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
こ
れ

で
す

か
?
・

こ
れ

は
驢
馬

の
脳
髄

で
す
よ
。
…
」
(
八
)

(傍
点
菊
地
)

と

い
う
。

こ
の
痛
烈
な
皮
肉

は
、
直

接
に
は
機
械
化
文
明

の
進

歩
し
た
社
会
を

捉
え
て
、
そ
う

い
う
社
会
的
変
動
に
対
応

し
た
芸
術

の

マ
ス
コ
ミ
化

の
現
象

を

写
し
て

い
る

の
で
あ

る
。
そ

の
よ
う

な

マ
ス
メ
デ

ィ
ア
に
の

っ
た
芸
術

の
低
俗

化
を
、
固
有

の
芸
術
を
創

る
芸
術
道

か
ら
鋭
く
突

い
た
も

の
な

の
で
あ

る
。

つ

ま
り
、
関
東
大
震
災
以
後

の
機
械
文
明
発
達

の
社
会

に
お
け
る
個
的
な
芸
術
創

造

の
あ
り
よ
う
が
な
げ
か
け
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
ま
た
そ

の
社

会

で
は
人
道

を
唱
・兄
な
が

ら
、
追

い

つ
め
ら
れ
た
河
童

は

〈
職

工
屠
殺
法
〉

の

実
施

で
殺
さ
れ

る
。

と
い
う

こ
と
は
芸
術
家

の
存
在

の
危
機
を
暗
喩

し
て
い
る

よ
う

に
と
れ

る
。
換
言
す
れ
ば
芸
術

の
大
衆
化
通
俗
化

の
中

で
純

一
に
芸
術
主

義

に
徹
す

る
難

し
さ

の
表
現
と
も
み
え

る
。

そ

の
こ
と
は
人
び
と
と

の
関
係

と
社
会

の
仕

組
み
を
見
詰

め
た
こ
と
と
関
連

し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
硝

子
会
社

の
社
長

ゲ

エ
ル
を

〈
人
懐

こ
い
河
童
〉

と

思
う

〈
僕
〉

は
た
び

た
び

ゲ

エ
ル
の
属
し

て
い
る
倶
楽
部

に
い
く
。
そ

の
理
由

は
超
人
倶
楽
部
よ
り
居
心
地

の
よ
か

っ
た
上
に
、

ζ

ル
の
話
は
哲
学
者
の
マ
ツ
グ
の
話
の
や
う
に
深
み
を
持
つ
て
ゐ
な
か
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つ
た
に
せ
よ
、
僕

に
は
全
然
新

ら
し
い
世
界
を
、
i

広

い
世
界
を
覗

か
せ

ま
し
た
。

(
九
)

と

い
う
。

〈
資
本
家
中

の
資
本
家
〉

(
八
)

ゲ

エ
ル
が
純
金

の
匙

で

コ
ー
ヒ
ー

茶
碗
を

か
き
ま
わ

し
な
が
ら
話
す
話

の
中
味

に
新
時
代
を
嗅
ぎ
と

っ
て

い
る

の

で
あ

る
。
ゲ

エ
ル
は
、

ク
オ
ラ

ッ
ク
党
を
支
配
し
て

い
る

の
は
政
治
家

の
ロ
ッ

ペ
で
あ

る
が
、
そ

の
又

ロ
ッ
ペ
を
支
配
し
て

い
る

の
は

〈
プ
ウ

・
フ
ウ
〉
新
聞

の
社
長

ク
イ

ク
イ
だ
と

い
う
。

ク
イ

ク
イ
を
動
か
し
て

い
る

の
は
自

分
ゲ

エ
ル

だ
と
語
る
。
資
本

主
義
社
会

の
か
ら
く
り
を
描

い
て

い
る
わ
け
で
あ

る
。
そ
の

よ
う
な
か
ら
く
り

の
中
で
個
と
個

の
関
係

は
ど
う

か
と
い
う

と
、
プ

ウ

・
フ
ウ

新

聞

の
記
者

た
ち
は
労
働
者

の
味
方

で
あ

る
が

、
ク
イ
ク
イ
が

ゲ

エ
ル
の
後
援

を
受
け
て
い
る

の
で
、
記
者

た
ち
は

〈
全
部
労
働
者
〉

の
味
方

で
は
な

い
と
い

う

◎

「
…
我

々
河
童

と
云
ふ
も

の
は
誰

の
味

か
た
を
す

る
よ
り
も
先

に
我

々
自

身

の
味

か
た
を

し
ま
す

か
ら
ね
。
…
」
(
九
)

と
、

つ
ま
る
と

こ
ろ
イ
デ

イ
オ

ロ
ギ

ー
や
思
想
を
超
え

て
、
自
分

の
生
活

に
執

着
す

る

エ
ゴ
イ
ズ

ム
に
支
配
さ
れ

て
い
る
の
だ
と

い
う
。
ゲ

エ
ル
の
自
宅

の
隣

が
火
事
だ
と

い
う
と
驚

い
て
立

ち
上
り
、
焼
け

た
隣

は
自
分

の
家
作

で
火
災
保

険

の
金
だ
け

は
と
れ

る
と
微
笑
す

る
。
ま

た
戦
死
者

の
こ
と
を

口
に
し
な
が
ら

平
然
と
、
石
炭
ガ

ラ
を
食
糧
と
し
て
戦
地

へ
送

っ
て
儲
け
た
話
も
す

る
、

エ
ゴ

イ
ズ

ム
を
露

に
し
て
暮
し

て
い
る
相
を
提
示
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は

物
質

的
資
本

主
義
社
会
構
造

の
中
で
人
間
た
ち
は

エ
ゴ
イ
ズ

ム
を
剥
き

出
し
な

が
ら
相
互
的

に
関
係

し
合

っ
て
い
る
現
実
相
を
暗
示
す

る
わ
け

で
あ

ろ
う
。
そ

こ
か
ら
、
人
間

の
偽
善
を
衝
き
、
真

相
を
探

る
こ
と
な
ど

は
空
し

い
と

い
う

こ

と

に
も
な

ろ
う

か
。
従

っ
て
、

「
…
謔
と
云

ふ
こ
と

は
誰

で
も
知

つ
て
ゐ
ま
す

か
ら
、
畢
竟
正
直
と
変
ら

な

い
で

せ
う
、

…
」

(
九
)

の
逆
説
的
表
現
が
可
能
と
な

っ
て
く
る
、わ
け
で
あ

ろ
う
。

エ
ゴ
イ
ズ

ム
が
根
底

に
潜
み
、
脱
げ
る

こ
と
が

不
可
能
で
あ

る
、
文

明
が
進
歩

し
て
新

し
い
装

い
の

ズ

社
会
、
体
制

が
出
現

し
て
も
、
人
間
関

係
は
変
革

し
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
も

な
ろ
う
。
こ
う
考
え
る
と

〈
僕
〉
が

覗

い
た

〈
新

ら
し
い
世
界
〉

は
以
上

の
よ

う
な
こ
と
を
再
認
識
し
確

認
し
た
こ
と
を
意
味
す

る
も

の
で
あ

り
、

〈
新

ら
し

い
〉

に
、
相

も
変
ら
ず

エ
ゴ
イ
ズ

ム
が
根
底

と
な

っ
た
世
界

と
い
う
、
皮
肉

で

反
語
的

な
意
味

を
こ
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

『
或
社
会
主
義
者
』

の
、
若

い

頃
社
会
主
義

に
情
熱

を
向
け

て
い
た
が
、
年
を
と

る
に

つ
れ

て
俗
人

の
平
和

に

満
足

し
て
ゆ
く
、
そ

し
て
青
年
時
代

は

〈
人
間
的

に
、
恐
ら
く

は
余
り

に
人
間

的

に
。
〉

で
あ

っ
た
こ
と
を
思

い
出
す
主
人
公
を

こ
の
場
面

に
重
層
さ

せ

て

考

え

て
も

よ
い
の
で
あ

る
。

ク
ラ
バ

ッ
ク
は
〈
「
:
・批
評
家
甲の
阿
呆

め
7
・

…僕
の
抒
情
詩

は
ト
ツ
ク
の
抒
』情

詩
と
比

べ
も

の
に
な
ら
な

い
と
言
や
が

る
ん
だ
。
」
〉
、
〈
「
…
僕

は

ロ
ツ
ク
に
比
べ

れ
ば
、
音
楽
家

の
名

に
価

し
な

い
と
言
や
が

る
ぢ
や
な

い
か
?
」
〉
と
憤
激
す

る
。

そ

の

ロ
ッ
ク
は
〈
「
…

ク
ラ
バ

ツ
ク
と
度
た
び
比
べ
ら
れ

る
音
楽
家
」
〉
で
あ

る
。

ク
ラ
バ

ツ
ク
は

〈
「
…

ロ
ッ
ク
は
僕

の
影
響
を
受
け
な

い
。
が
、
僕
は

い
つ
の
間

に

か

ロ
ツ
ク
の
影
響
を
受
け
て
し
ま
ふ

の
だ
。」
〉

と

い

っ
て

く
「
…
感

受
性
な

ど

の
問
題

で
は
な

い
。

ロ
ツ
ク
は

い
つ
も
安

ん
じ
て
あ

い
つ
だ
け
に
出
来
る
仕

事

を
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
僕

は
苛
ら

々
々
す

る
の
だ

。
そ
れ
は

ロ
ツ
ク
の
目
か

ら
見
れ
ば
、
或

は

一
歩

の
差
か
も
知

れ
な
い
。

け
れ
ど
も
僕

に
は
十
哩
も
違

ふ

一
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の
だ

。」
〉
と
語

る
。
吉

田
精

一
は
こ
の
箇
所
を

「
こ
れ

は
龍
之
介
が
、
及
ば

ぬ

と
感

じ
て
尊
敬

し
て
ゐ

た
、
志
賀
直
哉
、
葛

西
善
蔵
、
或

は
佐
藤
春
夫
ら
と
、
自

己

の
相
違
を
暗

に
語

つ
た

の
で
あ
ら
う
。
彼
等

は
自
己

の
素
質

に
徹
し
、
無

造

作

に
実
感
を
以

て
そ
れ
を
生

か
し

て
ゐ

る
。
け
れ
ど
も
龍
之
介

は
常
に
反
省
し

て
、
教
養
と
知
識
と
を
以

て
彼

の
才
能
が
出
来
て
ゐ

る
に
す
ぎ
ず
、
素

質
に
恵

ま
れ

ぬ
も

の
の
や
う

に
考

へ
、
自

己
の
境
地
と
素
質

に
安
住
し
切

る
こ
と
が
出

来
な

か

つ
た
。
彼

は
誰
よ
り
も
志
賀
を
尊
敬
し
て
ゐ
た
が
、
そ

の
志
賀
直
哉
論

(
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
)
に
於

て
、
道
徳
的
魂

の
清
潔

さ
と
、
細
緻

を
き

は
め
た
リ
ア
リ
ズ

ム
と
、
更

に
こ
の
リ
ア
リ
ズ

ム
に
東
洋
的
な
詩
的
精

神
を
流

し

こ
ん
で
ゐ

る
こ
と
を
あ
げ
、
と
く
に
最
後

の
点

に
於

て
彼
自
身

の
最
も
及
び

が

た
い
特
色
が
あ

る
と
論

じ

て

ゐ

る
。
」
(『
芥
川
龍
之
介
』
三
省
堂
、
前
出
)
と
評

言

し
て
い
る
。

し

か
し
問
題

は
次

の
よ
う
な
文
脈
に
あ

る
。

「
ロ
ツ
ク
も
天
才
に

は
違
ひ
な

い
。
し

か
し

ロ
ツ
ク
の
音
楽
は
君

の
音
楽

に
溢
れ

て
ゐ

る
近
代
的
情
熱
を
持

つ
て
ゐ
な

い
。
」

と

い
う
酷
評
を

〈
僕
〉
が
断
じ
て

い
る

こ
と
に
注
目
し
た

い
。
そ
れ
は
先
に
述

べ
た
が
、

〈
僕
〉

は
、

〈
新
ら
し

い
世
界
〉

〈
広

い
世
界
〉
で
は
お
互
い
に
依

存
し
合

っ
て
生
き
て

い
る

の
だ
が
、
根
底
に

エ
ゴ
イ
ズ

ム
の
確
執
が
動

い
て

い

る

こ
と
、
そ
し
て
た
と
え
体
制

が
変
革
し
た
と
し
て
も

エ
ゴ
イ
ズ

ム
の
解

決
は

な

い
こ
と
を
掴

ん
で

い
た
。
そ
う

い
う
実
存
的

な
問
題
を
か
か
え
て
い
る

の
が

近
代
人
で
あ
る
、
近
代
社
会

は
そ

の
よ
う
な
人
間

の
集

合
体

で
あ

る
と
い
う
意

味
で
あ

っ
た
。
そ
れ
を

〈
新
ら
し

い
〉

と
諷
刺
的

に
表

現
し
て
い

る

の

で

あ

る
。
そ
れ
を
踏
え
て
言
え
ば
、
道

徳
的

に
潔
癖

で
勁

い
精
神
力

に
支
え

ら
れ

た

自

己
完
成

の
倫

理
で
も

、
集
合
的

な
相
関
性

の
前

に
個

の
質

を
問

い
な

お
そ
う

と
す

る
感
覚

を
失

し
て
い
れ
ば
、

「
近
代
」

の
中

で
の
実
在
性

は
薄

い
。
文
中

で
近
代
的
な
情
熱
を
持

っ
て
い
な

い
と

い
う

の
で
あ

る
か
ら
、
そ

の
芸
術
家

は

存
在
と
し

て
片
輪
と
な

ろ
う
。

〈
僕
〉

の

ロ
ッ
ク

へ
の
批
判
に

は
そ

の
よ
う
な

質

の
高

い
内
実
を
思

い
浮
ぽ

せ
る
も

の
が
含
ま
れ
て

い
る
。

学
生

の
ラ
ツ
プ
が
〈
し

つ
き
り
な

い
自
動
車
や
人
通
り
を
股
目
金
に
覗

い
て
〉

「
い
え
、
余
り
憂
鬱

で
す
か
ら
、
逆
ま
に
世

の
中
を
眺

め
て

見

た

の

で

す
。
け
れ
ど
も
や

は
り
同
じ

こ
と

で
す
ね
。
」
(
十
)

と

い
う
。
手
法
を
変
え

て
み

て
も
見
え

る
も

の
は
同
じ
と

い
う

こ
と
で
、
若

い

ラ

ッ
プ

の
眼

に
も
変
革

は
な

い
と
映

る
。
憂
鬱

は
解
消
さ
れ
な

い
と
な
る
と
、

時
代

に
大
き
な
期
待
が
持
て
な

い
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
学
生

ラ
ッ
プ
が

掴
ん

だ
感
覚
に

は
重

い
意
味
が
あ

る
。

『
玄
鶴
山
房
』

で
従
弟

の
大
学
生
が
リ
イ
プ

ク
ネ

ヒ
ト

の

『
追
想
録
』
を
読
ん
で

い
る

こ
と
を
連
想
的
に
重
ね
て
み
る
と
、

作
者

の
新
時
代

へ
の
見
通
し
が
暗
に
示
さ
れ
て

い
る

の
か
も
知

れ
な
い
。

つ
ま

り
新
生
を
保
障
す

る
絶
対
的
な
も

の
は
新
時
代

の
行
方

に
も
存

在
し
な

い
と

い

う

こ
と
で
あ

る
。
そ
れ

は

〈
我

々
の
生
活
に
必
要
な
思

想
は
三
千
年
前

に
尽
き

た
か
竜
知
れ
な

い
。
我

々
は
唯
古

い
薪

に
新

ら
し

い
炎
を
加

へ
る
だ
け
で
あ

ら

う
。
〉

(
十

一
)
と

い
う

ア
フ
オ
リ
ズ

ム
と
呼
応
す
る
も

の
と
考
え
る
。

ク
ラ
バ

ッ
ク
は
哲

学
者

マ
ッ
グ

の
書

い
た

「
阿
呆

の
言
葉
」

の
中

の
三
箇
所

に
瓜
を
立
て
て

い
る
。

何

び
と
も
偶
像

を
破
壊
す
る
こ
と
に
異
存

を
持

つ
て
ゐ
る
も

の
は
な
い
。

同
時
に
又
何

び
と
も
偶
像

に
な
る
こ
と
に
異
存

を
持

つ
て
ゐ
る

も

の

は

な

い
。
し
か
し
偶
像

の
台
座

の
上

に
安

ん
じ
て
坐

つ
て
ゐ
ら
れ
る
も

の
は
最
も

一
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神

々
に
恵
ま
れ

た
も

の
、
ー
i

阿
呆
か
、
悪
人
か
、
英
雄
か
で
あ
る
。

物
質
的
欲
望
を
減
ず
る
こ
と
は
必
し
も
平
和
を
齎
さ
な
い
。
我
々
は
平
和

を
得
る
為
に
は
精
神
的
欲
望
を
減
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ボ
オ
ド

レ

エ
ル
は
白
痴

に
な

つ
た
後
、
彼

の
人
生
観

を
た

つ
た

一
語

に
、

i

女
陰

の

一
語

に
表
白

し
た
。
し
か
し
彼
自
身

を
語

る
も
の
は
必
し
も

か

う
言

つ
た

こ
と
で
は
な
い
。
寧

ろ
彼

の
天
才

に
、
ー
1

彼

の
生
活

を
維
持
す

る
に
足
る
詩

的
天
才

に
信

頼
し
た
為

に
胃

袋
の

一
語

を
忘

れ
た

こ

と

で

あ

る
。

つ
ま
り
、

尋
常

の
神

経
を
も

っ
て
い
る
人
間

に
と

っ
て
、
ず

ぶ
と
く
生
き

る
の

は
、

分
化

発
達

し
て
相
互
的

に
関
連

し
あ

っ
て
い
る
近
代

の
生

の
中

で
は
難

し

い
こ
と
だ

と
し
て
い
る
。

ま
た
精
神
的
自
由

を
得

る
た
め
に
物
質
と
精
神

の
両

面

の
欲
望

を
抑

え
る
平
衡
感
覚
が

必
要

で
あ

る
と

い
う
。
そ
う

い
う
中
庸

の
生

活

を
保

つ
こ
と

は
日
常

の
中

で
難

し
い
が
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
そ

し
て
創
造

的
精
神

に
は
生
活
的
感
覚
も
忘
れ

て
は
い
け
な

い
と

こ
こ
で
自
嘲
的

に
告
げ

て

い
る
よ
う
だ
。

〈
阿
呆
〉

の
デ
グ

ウ
を
介

し
て
目
常
的
生
活
を
見

つ
め
る
と
、

正
と
負

の
絡

ん
だ
不
合
理

に
終
始

し
て
、
そ

こ
か
ら
脱
す

る
こ
と

は
出
来
な

い

と

い
う
認
識
を

こ
こ
で
も
示

し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ

こ
か
ら
唯

一
絶
対
と

い

う
も

の
は
虚
偽

で
、
存
在

し
な

い
と

い
う

こ
と
に
も
な
ろ
う
か
。

河
童

の
神
経

は
人
間
よ
り
微
妙
で
、
中
傷
さ
れ
た

こ
と
を
反
芻
し
て
い
る
う

ち
に
そ
れ
だ
け
で
自
殺
し
て
し
ま
う
と

い
う
。
お
そ
ら
く
文
明
社
会

の
中
で
生

き
る

「
神
経
病
者
」

を
反
映
さ
せ
た

の
で
あ

ろ
う

。
と
同
時
に
、
〈
「
わ
た
し
は

こ
の
間
も
或
社
会
主
義
者

に

『
貴
様

は
盗
人
だ
』
と
言

は
れ
た
為

に
心
臓
痲
痺

を
起
し

か
か

つ
た
も

の
で
す
。
」
〉

(
十

二
)
と

い
う
ゲ

エ
ル
の
言
葉

の

一
行

に

は
相
関
的
に
存
在
す
る
人
間
を
見
な

い
、

一
面

的
な
イ
ズ

ム
で
割

り
切

る
人
間

を
皮
肉

っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、

エ
ゴ
イ
ズ

ム
の
宿
命

か
ら
脱

せ
ら
れ
な

い
苦
悩
を
見
詰
め
て

い
た
芥

川

の
実
存

的
な
問
題
意
識
と
は
無
縁

で

あ

る
「
階
級
意
識
」
を
暗
に
批

判
的

に
指
し
た
も

の
と
考
え
る
こ
と
が

で
き

る
。

そ

の
よ
う
な
描
写

の
あ
と
に
ト

ッ
ク
の
自
殺
が
あ

る
。
ト

ッ
ク
は
、

「
い
ざ

、
立
ち
て
行

か
ん
。
娑
婆
界

を
隔

つ
る
谷

へ
。

岩
む

ら
は

こ
ご
し
く

、
や
ま
水

は
清
く
、

薬
草

の
花
は
に
ほ

へ
る
谷

へ
。」

「
こ
れ
は
ゲ

エ
テ
の

『
ミ

ニ
ヨ
ソ
の
歌
』

の
剽
竊

で
す

よ
。
す

る
と
ト
ツ

ク
君

の
自

殺
し
た

の
は
詩

人
と
し
て
も
疲

れ
て
ゐ
た
の
で
す

ね
。」
(
十

三
)

傷
き

や
す

い
自
意

識
は
、
近

代
の
構
造

の
中

で
、
相
互

の
個

の
主
張

は
、
基
底

に
あ

る

エ
ゴ
イ
ズ

ム
の
た
め
に
断
絶

せ
ざ

る
を
得
な

い
し
、
新

し
い
社
会

に
期

待

を
か
け

る
こ
と
も

エ
ゴ
イ
ズ

ム
が
根
源
的

に
あ

る
限
り
む
ず

か
し
い
こ
と
を

感

じ
と

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
娑
婆
苦
を
脱

し
て
憧
れ

の
天
地
を
う

た

っ
た

こ

の
詩
人

は
、
肉
体

は
失

っ
た
が
、
芸
術
家
と

し
て
敗
北

は
し
て
い
な

い
。
家
族

制
度

を
軽
蔑

し
、
自
由
恋
愛
を
主
張

し
た
詩
人

の
天
上
志
向
を
示
す
孤
高
な
姿

が
読

め
る
。
詩
人

ト

ッ
ク
の
敗
北

で
な

い
こ
と

は
ク
ラ
パ

ッ
ク
と

マ
ッ
ク
の
次

の
よ
う
な
会
話

か
ら
も
窺
わ
れ

る
。

「
そ
れ

は
ト
ツ
ク
の
遺
言
状

で
す

か
?
」

「
い
や
、
最
後
に
書

い
て
ゐ

た
詩

で
す
。
」
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「
詩

?
」

や
は
り
少

し
も
騒
が
な

い

マ
ツ
グ

は
髪
を
逆
立

て
た
ク
ラ
バ

ツ
ク
に
ト
ツ

ク
の
詩
稿
…を
渡
…し
ま
し
た
。

〈
詩
〉
と
語

っ
て
い
る
こ
と

に
微
妙
な

か
く
さ
れ

た
意
味
を
読
み
と
れ
よ
う
。

相
互
的
関
係

の
構
造

の
中

で
、
芸
術
主
義
を
担

っ
て
超
人
を
標
傍
し

て

〈
詩
的

正
義
〉
(
『西
方
の
人
』)
の
た
め
の
戦

い
を
続
け

る
こ
と
を
宿
命
と
す

る

も

の

の

課
題
を
示

し
て
い
る
と

い
え

よ
う
。
そ
れ

は
生
活
者

の
倫
理
と
芸
術
家

の
論
理

と

い
う
単
純
な

二
極

の
う

ち
の
芸
術
精
神
を
選
択

し
た
と

い
う

の
で
は
な
く
、

近
代

の
合
理
主
義
を
も

っ
て
し
て
も
な

お
解
決
し
あ
ぐ
ね

る
醜

い

エ
ゴ

イ

ズ

ム
、

つ
ま
り
不
合
理

の
根
を
見
と
ど
け
た
う
え
芸
術
精
神
を
選

ん
だ
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。
芸
術
家

の
実
存

の
問
題
に
届

い
て

い
る
と

い
え
る
。

哲
学
者

マ
ッ
グ

は

〈
「
兎

に
角
我

々
河
童
以
外

の
何
も

の
か

の
力
を
信

ず

る

こ
と

で
す
ね
。
」
〉
と
思

い
つ
め
る
。

ラ

ッ
プ

の
案
内
で

〈
僕
〉

は
基
督
教
、
仏
教
、

モ

ハ
メ

ッ
ト
教
、
拝
火

教
な

ど

よ
り
も
勢
力

の
あ

る
近
代
教

(生
活
教
)
の
寺
院
を

た
ず
ね

る
。

〈
「
飯

を

食

つ
た
り
、
酒
を
飲

ん
だ
り
、
交
合
を
行

つ
た
り
」
〉

(
十
四
)

す

る

意

味

で
、
ま
さ
し
く
生
活
者

の
宗

教

の
よ
う
だ
。
長
老

は
龕

の
中

の
聖
徒
た
ち
、

ス

ト
リ

ン
ド
ベ
リ
イ
、

ニ
イ
チ

ェ
、
ト

ル
ス
ト
イ
、
国
木

田
独
歩
、

ワ
グ
ネ

ル
、

ゴ
ー
ガ

ソ
ら
に

つ
い
て
、
彼

等
は
懸
命

に
生
ぎ

た
人
間

、
あ

る
い
は
生
ぎ

る
こ

と
を
考

え
た
人
間
で
あ

っ
た
、
し
か
し
狂

気

に
陥

り
、
自
殺

を
考
え
ざ

る
を
得

な
か

っ
た
と
語
る
。

長
老
自
身

〈
「
…
ど
う

か
誰

に
も
仰
有

ら
ず

に
下
さ

い
。

i

わ
た
し
も
実

は
我

々
の
神

を
信
ず

る
訣

に
行

か
な
い
の

で

す
。
…

…
」
〉

と
告
自

し
て
い
る
。
生
活
教
も
娑
婆
苦

の
前

に
は
無
力

で
あ

る
と

弥
う

こ
と
を

証
明
し
た

こ
と
に
な

る
。

〈『
旺
盛
に
生
き
よ
』
〉

の
近
代
教
は
、
信

じ
ら
れ
な
い
、
救
い
と
は
な
ら
な

い
と
な

っ
て
く

る
と
、

「
虚
」

の
心
に
た
た
さ
れ
る
。
娑

姿
苦

は
脱
す

る
こ
と

は
出
来

な

い
。
そ

こ
か
ら
ト

ッ
ク

の
全
集

に
あ

る
詩

〈
椰

子
の
花

や
竹

の
中

に

/

仏
陀

は
と
う
に
眠

つ
て
ゐ
る
。
/
路
ぽ

た
に
枯

れ
た
無
花
果

と

一
し
よ
に
/

基
督
も

も
う
死
ん
だ

ら
し
い
。
/

し
か
し
我

々
は
休

ま
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
/

た

と
ひ
芝
居

の
背

景
の
前

に
も
。
〉

(
十

七
)

の
よ
う

に
静

か
に
佇
む
だ
け
な

の

で
あ

る
と
い
う

。
思
想

の
沈
潜

に
向

っ
て
い
る
。

近
代
教

で
説
く
<
『
旺
盛

に
生
き

ょ
』
〉
と

は
生
活
者
と

し
て
個

の
主
体
性

の
確

立

を
せ
よ
と
い
う

こ
と

で
あ
り
、
現
実

の
中

に
普
遍
化

し
て
考
え

る
こ
と
が
出

来

よ
う
。
そ
う

い
う
近
代

の
原
理

の

一
つ
で
あ

る
個
自
体
を
追
及
す
る
と
自
己

中
心

の

エ
ゴ
イ
ズ
ム
と

い
う
欲
望

で
色
彩
ら
れ

て
い
た
。
そ

の
よ
う
に
変
質
さ

れ

た
か
た
ち
で
し
か
、
日
本

の
近
代

は
な

か

っ
た
と
芥
川

は
見

て
い
る
。
そ

の

観
じ
方

は
夏
目
漱
石

の
『
こ
玉
ろ
』
の
主
題

で
あ

る
〈
現
実
と
理
想

の
衝
突
〉
(
「
先

生
と
遺
書
」
五
十
三
)
と

お
そ
ら
く
重
な

る
。
(
註
)
近
代
文
学

の
作
品

の
中
で
も

相
対
的
な
関
係

の
中

で
個
を
捉
え

た
も

の
は
少
く
、
自
然
主
義
に
し
ろ
白
樺
派

に
し
ろ
、
自
己
中
心

に
よ

る
自
己
形
成

の
個
が
描
か
れ

る
こ
と
が
多
か

っ
た
。

そ

の
描
写

は
人
間
性
を

「
疎
外
」
し
た

エ
ゴ
イ
ズ

ム
し
か
描
か
な
か

っ
た
。
そ

う

い
う
も

の

へ
の
芥
川

の
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
が
長
老
自
身
迷
う
、
旺
盛

に
生

き
よ
う
と
す
る
近
代
教
に
象

徴
さ
れ
て

い
る

の
で
は
な

い
か
。

つ
ま
り
近
代

教

も
そ

の
大
寺
院

の
不
気
味
な

シ
ル

エ
ッ
ト

の
如
く

、
不
気
味
な
存
在

で
し
か
な

か

っ
た
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
〈
「
…
轢

死
す
る
人
足

の
心
も
ち
を
は

つ
き

り
知

つ
て
ゐ
た
詩
人

..毛
V
と
し
て
翹
木
潤
独
歩

を
聖
徒
に
列
し
て
魅
る
こ
と
の
意
殊
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も

そ
の
よ
う

に
考
え

ら
れ

る
の
で
あ

る
。
人
間
的

に
な

る
ほ
ど
そ

の
情
熱
を
静

か
に
見
詰

め
よ
う

と
す

る
芥
川

の
醒

め
た
現
実
感
覚
と
認
識
が
滲

み
出

て
い
る

の
だ
。

そ
う

い
う

旺
盛

に
生
き

よ
と

い
う
近
代

の
原
理

を
捉
え
考
え

る
こ
と

は
明
治

維
新
以
後

の
日
本

近
代
形
成
と

と
も

に
育

ま
れ

て
ぎ

た
人
生
、
文
化
、
社
会
を

基
底

に
お
い
て
、
西
欧
的
合
理
主
義

や
個

の
実
現

の
問
題

を
見
据
え

て
い
る
こ

と
と
も

な
ろ
う

。
そ

の
よ
う
に
考

え
る
と
き

、

「
わ
た
し
は
若

い
時

は
年

よ
り
だ

つ
た
し
、
年

を
と

つ
た
時

は
若

い
も

の

に
な

つ
て
ゐ
る
。
従

つ
て
年

よ
り
の
や
う

に
慾

に
も
渇

か
ず
、
若

い
も

の
の

や
う

に
色
に
も
溺

れ
な
い
。
兎

に
角

わ
た
し
の
生

涯
は
た
と
ひ
仕
合

せ
で
は

な

い
に
も
し
ろ
、
安

ら
か
だ

つ
た

の
に
は
違

ひ
あ

る
ま
い
。」
(
十

六
)

の
姿
勢

は
暗
示
的

で
あ
る
。
最

初
か
ら
個

の
主
張
を
も
た
な

い
と

い
う
点

で
、

近
代

の
色
に
染
ま
ら
な

い
で
す
む
生
を
生
き
て

い
る
生
活
者
で
あ
る
か
ら
だ
。

し

か
し
そ
れ

は
た
だ
ち

に
近
代

の
否
定

で
は
な
く
、
近
代

の
様
相
を
考
え
て

い

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
相
対
的
な
関
係
性

の
中
で
生

は
成
り
た

つ
て

い
る
。

そ
う

い
う
認
識
を
確
認

し
た
う
え

で
や

は
り
自
主
的
、
自
律
的
な
意
志

に
よ
る

生
を
押

し
進

め
る
と
す
れ
ば
周
囲

の
相
関
関
係

の
中

で
こ
の
秩
序
を
生
き
ね
ば

な
ら

な
い
、
そ
う

い
う
視
点

か
ら
近
代

の
様
相
を
見
な

お
そ
う
と
す

る
芥
川

の

観
方
が
存
在

し
て
い
る
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
個
そ

の
も

の
の
否
定

で
は
な
く
、

真

の
個
性

主
義
、
個

の
あ

り
方

を
考

え
て
い
る
芥

川
の
姿

を
窺
う

こ
と
が
出
来

る
Q〈

河
童

を
鵬
枚

書

い
た
。
そ
れ

か
ら

「
三
十

六
歳

の
小
説
論
」

を
書

い
て
谷

崎
潤

一
郎
君

の
駁
論

に
答

へ

た
。
〉

(小
穴
隆

一
宛
書
簡
、
昭
和
二
・
二

・
一
五
)

と
認

め
て
い
る
α
小
説
方
法

へ
賭
げ

る
芥
川

の
意
欲

ば
旺
盛
で
あ

ウ
た
。

こ
の
よ
う

に
辿

っ
て
考
え

る
と
、

『
河
童
』

は
大
根

で
は
近
代
社
会

の
中

で

芸
術
家

の
担
う
課
題
を
逆
説
的
表
現

で
示

し
た
も

の
で
あ

る
。
家
族
制
度
、
恋

愛
、
女
性
観
、
政
治
、
機
械
文
明
な
ど

の
諸
現
象
を
警
句
的

に
、
暗
示
的

に
描

い
て
い
る
。
そ

の
背
景

で
ト

ッ
ク
、

ク
ラ
バ

ッ
ク
と

〈
僕
〉
が
絡
む
芸
術

に
ふ

れ
た
部

分
が
大
き

な
意
味

を
持

っ
て
い
る
。
そ

し
て
近
代

の
機
構

の
中

で
、

旺

盛
に
生
き

る
こ
と
を

モ
ッ
ト
ー
に
し
て
も

、
習
俗
的
感
性
、
趣
き

に
支
配
さ
れ

て
、
個

を
充
実

さ
せ
る
こ
と
も
出
来
ず

エ
ゴ
イ
ズ

ム
に
下
降
す

る
、
暗
く
、
不

熟

な
人
問

た
ち
の
現
実

社
会

を
覗
く
ば

か
り
で
あ

る
。
そ

し
て
結
局

は
個

は
娑

婆
苦

か
ら
遁

れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
Q
そ

れ
は
裏

を
返

せ
ぼ
、
真

の

近
代
的
人
間
像
が

成
立
し
に
く

い
社
会
的

現
実

、
そ

れ
故

に
描
写

の
対
象

と
な

る
人
間

の
主
体
が

描
き
に
く

い
と
い
う

こ
と
に
も
な

っ
て
く

る
の
だ
。
そ

の
実

存
的
問
題
を
芸
術
的
良
心
で
突

い
て
い
る

の
が

『
河

童
』

で
あ

る
。

夏
目
漱
石
が

「
自
己
本
位
」

の
立
脚
地
に
立

っ
て
日
本

近
代

の
質
を
倫
理
的

に
問

い
、
内
部

の

エ
ゴ
イ
ズ

ム
を
絶

つ
手
法

に

『
こ
玉
ろ
』

の
よ
う
に
自
殺
を

考
え
ね
ば
な
ら
な

か

っ
た
。
芥
川

の
眼
も
、
近
代

の
特
殊
性
と
人
間
を
捉
え
て

い
た
。

し
か
し
そ
れ
を
漱
石

の
よ
う
に
倫
理
的

に
追
う
よ
り
、
認
識
者

の
眼
を

も

っ
て
芸
術
的
良
心

の
支
え

に
よ

っ
て
文
学
的
方
法

の
探
求
を
重
ね
た
。

ま
た

一
方
、
近
代
と
と
も

に
在

る
自
己
を
含

め
て
周
縁
と
断
ち
切
れ
な

い
感

覚

を
芥

川
は
も

っ
て
い
た
。
人
間

に
ま

つ
わ

る
不
合
理
を
宿
命
と

し

て

生

き

る
生

と
、
宿
命

を
抱

え
な
が
ら
超
え

よ
う
と
す

る
超
人
・1
ー
作
品

の
中

の
超
人

倶

楽
部

で
は
戯
画
化

し
て
宿
命

を
捨
象

し
た
河
童

た
ち
が
描

か
れ

て

い

る

が

ー

、
芸
術
家

の
矛
盾
相
克

の
生

の
軌
跡
を

『
河
童
』

は
写
す

こ
と

で
、
時
代
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に
相

即
し
て
芸
術

の
課
題

を
見
据

え
よ
う

と
意

図
す

る
も

の
が
あ

っ
た
の
で
あ

る
o斎

藤
茂
吉
宛
書
簡

(前
出
)
で

『
河
童
』
な
ど

は
ま
だ
何
十
枚

で
も
書

け

る

と
認

め
て
、

〈
何

か
ペ
ン
を
動

か
し
居
り
候

へ
ど
も
、

い
つ
れ
も
楠
正
成
が
湊

川

に
て
戦

ひ
を

る
や
う
な
も

の
に
有
之
、
疲
労
に
疲
労
を
重
ね
を

り
候

。

(中

略
)

唯
今

の
小
生
に
欲
し
き
も

の
は
第

一
に
動
物

的

エ
ネ

ル
ギ
ー
、
第

二
に
動

物

的

エ
ネ

ル
ギ

ー
、
第
三
に
動
物

的

エ
ネ

ル
ギ
ー

の
み
。
〉

と
あ

る
こ
と
は
、

芥

川

の
日
常

的
現
実

の
生
か
ら
出
た
ぼ

か
り
で
は
な
く

、
述

べ
て
き

だ
こ
と
を

含

め
、
肉
化
し
難

い
小
説
方
法

の
困
難

の
中
で
奮

い
立
と
う
と
す

る
芸
術
家

の

声

で
あ

ろ
う
。
近
代

の
質

に
敏
感

で
あ

っ
た
芥

川
の
描

い
た

『
河
童
』

は
、
そ

の
よ
う
な
実
存

の
根

に

つ
い
て
の
想
念

を
喚
起
さ

せ
る
作
品
な

の
で
あ

る
。

註

片

岡
良

一
氏

は

『
近
代

目
本

の

小

説
』
(法
政
大
学
出
版
局
、昭
和
三

一
・

六

.
一
五
)
で
こ
の
作
品

に
つ
い
て

「
近
代

の
敗
北
を

い
お
う

と

し

て

い
る

の
で
は
な

い
か
と
思
」

う
、

「
正

に
亡
び
よ
う
と
す
る
近
代
と
と

も

に
亡
び
よ
う
と
す
る
自
分
自
身

の
す
が
た
を
、
そ
れ
と
な
く
描
き

出

そ
う

と
し
て

い
た
」

と
述
べ
、

「
そ
れ
が
ど
う

か
す

る
と
明
治

と
い
う

時
代

に
殉

じ
よ
う
と

し
た
漱
石

の

「
こ
こ
ろ
」

の
主
人
公

の
自
殺
を
連

想
さ

せ
」

る
と
書

い
て
い
る
。
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