
は

じ

め

に
—
二
つ
の
愛
と
ア
ル
チ
バ
シ
ェ
フ

「
青
年
と
死
」

芥
川
龍
之
介
が
第
三
次
「
新
思
潮」

終
刊
号
に
掲
載
を
予
定
し

で
い
た
作
品
は、

「
弘
法
大
師
御
利
生
記
」
で
あ
り、

胞
之
介
は

そ
の
制
作
の
た
め
邦
汰
畏
洋
岸
の
上
総
の
一
角
で
一
夏
を
過
し、

苦
心
を
重
ね
た
と
し
ぅ
こ
と
で
あ
る。

結
局、

そ
の
完
成
は
果
す

こ
と
が
で
き
ず、

そ
の
代
り
と
し
て
「
青
年
と
死
」
の
生
誕
を
見

た
わ
け
で
あ
る
が、

こ
の
形
象
過
程
に
は、

吉
村
千
代
と
吉
田
弥

生
へ
の
二
つ
の
愛
が
深
く
巽
っ
て
お
り、

ま
た、

そ
の
困
惑
と
頗

注

(

2
)

廃
に
―
つ
の
方
向
を
与
え
た
も
の
と
し
て、

ア
ル
チ
パ
シ
ェ
フ
の

「
死
」
の
影
選
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。

こ
の
小
論
で
は、

ま
ず、

習
作
S
P
HI
N
X
(
a
 
far
c
e
)
 

の
主
要
な
形
象
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
た――
つ
の
愛
と
習
作
期
に
お
け

る
龍
之
介
の
認
識
志
向
に
注
目
し、

次
い
で、

習
作
「
金
瓶
梅」

の
世
紀
末
的
快
楽
主
袈
に
新
た
な
方
向
を
与
え
た
ア
ル
チ
バ
シ
ェ

フ
の
「
死」
の
影
越
を
「
青
年
と
死」
の
人
物
設
定
と
終
末
部
の

心
象
風
娯
の
も
と
に
抑
え、

最
後
に、

出
発
期
に
お
け
る
龍
之
介

論
覚
え
書

二
つ
の
愛
と
S
P
HI
N
X(a
farc
e)
 

「
唯、

叛
逆
と
滅
亡
と
の
両
路」
（
義
仲
論）

し
か
残
さ
れ
て

い
な
い
木
曾
義
仲
の
悲
迎
や、

迫
害
と
孤
独
の
も
と
で
狂
人
と
化

し
て
い
く
「
秀
馬
鹿」
の
惨
状
を
描
く
「
義
仲
論」

「
老
狂
人」

の
開
之
介
の
胸
底
に
は、

死
と
か
迫
害
に
よ
っ
て
未
来
を
塞
が
れ

な
が
ら
も
熱
威
に
生
き
る
殉
道
者
の
悲
壮
的
美
へ
の
共
感
が
強
く

働
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

こ
う
し
た
殉
追
精
神
を
描
く

楊
合
は
勿
論、

愛
の
「
原
体
験」
に
お
い
て
も、

暗
い
迎
命
的
力
の

支
配
す
る
悲
劇
性
の
枠
組
み
を
手
放
そ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る。

こ
こ
で、

ま
ず、

船
之
介
の
愛
の
原
体
験
を、

い
く
つ
か
の
内
簡

の
中
に
尋
ね
て
み
た
い。

注
『
3)

＾

略）

僕
の
心
に
は
時
々
恋
が
生
れ
る

あ
て
の
な
い
夢
の

や
う
な
恋
だ

ど
こ
か
に
僕
の
思
ふ
通
り
な
人
が
ゐ
る
や
う
な
気

の
作
家
的
特
質
を
喝
ね
て
み
た
い。

「
死
」
の
影
響

l

吉

田

俊

彦
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の
す
る
恋
だ
（
略）
＞

「
あ
て
の
な
い
夢
の
や
う
な
恋」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
語
ら

れ
る
恋
は、
ま
だ 、

切
実
な
現
実
的
意
味
を
持
つ
も
の
と
は
い
え

な
い
が 、

森
啓
祐
氏
が
す
で
に
餌
炉
t )
お
ら
れ
る
よ
う
に 、

右
害

簡
を
害
き
送
っ

て
間
も
な
い
大
正
三
年
七
月
の
総
州
旅
行
先
か
ら

吉
田
弥
生
に
宛
て
た
「・・・・・・
気
に
な
っ
て

同
じ
豆
ら
ん
ぷ
の
下

で
・

ペ
ン
を
と
り
ま
し
た

こ
れ
で
弥
ぁ
ち
ゃ

ん
へ
手
紙
を
あ
げ

．
る
の
が

二
度
に
な
る
の
で
す
が

二
度
と
も

あ
る
窮
屈
さ
を

感
じ
て
ゐ
ろ
の
は
事
実
で
す
（
略）
」
と
い
う
嘗
簡
草
稿
と
照
応

さ
せ
て
考
え
る
時 、
こ
の
時
期
の
龍
之
介
の
胸
中
に
は 、

弥
生
の

存
在
が
次
第
に
鮮
明
な
輪
郭
を
見
せ
は
じ
め
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る 。

問
題
は 、

大
正
二 、
三
年
頃
に
害
か
れ
た
も
の
と
描
定

ざ
れ
て
い
ろ
吉
村
千
代
宛
の
書
簡
草
稿
で
あ
る 。
こ
の
草
稿
内
容

を
も
照
応
さ
せ
て
み
ろ
時、

事
情
は
少
し
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て

く
ろ 。

ぼ
く
は
ま
た 、

＾
（
略）
こ
の
C
ろ

お
前
が
か
た
づ
く
時
の

m
を
か
ん
が
へ
た 。

そ
う
し
た
ら
ど
う
し
て
い
A
の
だ
か
じ
ぶ
ん

で
も
わ
か
ら
な
く
な
っ

た
お
前
が
か
た
づ
く
と
し
た
ら
ど
ん
な
に

ぽ
く
は
さ
び
し
ひ
だ
ろ
う

ど
ん
な
に
ぽ
く
は
つ
ま
ら
な
い
だ
ろ

う 。
と
て
も
一
し
ょ

に
な
れ
る
駆
の
出
来
な
い
お
前
を
こ
ん
な
に

ふ
か
く

こ
ん
な
に
心
か
ら
愛
す
る
と
云
ふ
事
は

ず
ひ
ぶ
ん
な

さ
け
な
い
事
だ
と
思
ふ 。

（
略）
ぼ
く
は 、
お
前
を
い
つ
ま
で
も

今
の
や
う
に
思
っ
て
ゐ
た
い 、
い
つ
ま
で
も
心
の
そ
こ
か
ら

よ
り
も
か
は
ゆ
く
思
っ

て
ゐ
た
い、
さ
う
し
て
出
来
る
だ
け

よ

め
な
ど
も
ら
は
ず
に

お
前
一
人
を
な
つ
か
し
く
思
つ
て
ゐ
た
い

・ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
へ
、
、
、
、
、
、
、
2

、
、

、
、
、
、
、
・ゞ
ヽ
‘
‘

も
つ
と
も
出
来
る
だ
け
お
前
も
力
た
ず
か
ず
に
ゐ
た
方
力
し
ヽ
な

、
、
、

、
、
、
、
、
、．
ヽ
ヽ
ヽ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ど
と
は

ぼ
く
の
口
か
ら
云
へ
た
ぎ
り
で
は
な
い
け
れ
ど
も

さ

が
だ

ごば
な
ぼ
い
い
や
が
な
気
炉
す
か

い
か
い
と
れ
ば
気
だ

、
、

け
だ、

（
略）

＞
（
傍
点
引
用
者）

こ
う
し
た
書
簡
草
稿
を
困
き
記
す
龍
之
介
は 、

千

と
の
結
婚

を
成
就
で
き
な
い
非
巡
の
枠
組
み
で
封
じ
な
が
ら 、

蝉
貶
び
炉
想

に
よ
っ
て
し
か
成
立
す
る
こ
と
の
な
い
仮
構
の
愛
に
生
き
て
い
た

と
い
え
る
の
で
あ
ろ
が 、
こ
の
愛
の
基
底
に
は 、

龍
之
介
が
厳
し

注

(

7

)

く
裁
い
た
「
新
生」
に
お
け
る
藤
村
の
「
老
檜
な
偽
善」
を
そ
の

ま
ヽ
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る 。

「
下
女」
千
代
と
の
占

風
な
身
分
関
係
を
新
し
い
近
代
の
人
間
的
論
理
で
超
兌
す
る
こ
と

注
(
8)

も
な
く 、

甘
美
な
感
傷
の
愛
に
眈
る
龍
之
介
は 、

「
論
理
そ
の
も

の
で
な
く 、

古
風
な
非
人
間
的
な
シ
キ
タ
リ
や
顔
へ
の
単
純
な
屈

服
で
も
な
く 、

そ
の
中
OO
で
両
方
を
媛
さ
ず
に
自
分
を
貫
く
よ
う

な 、

強
力
で
曖
昧
で
儀
礼
的
な
」
偽
善
に
生
き
て
い
た
と
い
う
外

は
な
い 。

そ
れ
に
し
て
も 、

他
者
の
偽
善
を
鋭
利
に
見
通
す
龍
之

介
が
何
故
こ
の
意
識
の
陥
穿
に
落
ち
込
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

か 。

龍
之
介
の
不
幸
の
原
拠
は 、
こ
の
不
合
理
な
分
裂
的
状
況
の

中
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が 、

千
代
へ
の
思 誰
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ゆ
・
う
・
ペ
・
る
・
と
が
哀
調
を

い
が
決
し
て
不
誠
実
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は、

大
正
五
年
初

め
の
も
の
と
推
定
で
き
る
「
手
帳」
の
日
記
か
ら
推
し
て
明
ら
か

で
あ
る。

海
老
井
英
次
氏
は
こ
の
日
記
に
つ
い
て、

「
碑
8
遥寄
田

弥
生）
は
こ
の
時
ま
で
に
『
me
mor
y
』
の
領
域
に
退
い
て
し

ま
っ
て
い
る
が、

C
（
吉
村
千
代）
に
対
す
る
思
慕
は
多
分
に
憐

憫
を
含
み
な
が
ら
い
ま
だ
持
続
し
て
お
り、

F
（
塚
本
文）
に
対

す
る
愛
情
が
よ
う
や
く
芥
川
の
心
の
中
心
に
位
囲
し
は
じ
め
た
か

の
よ
う
で
あ
る。
」
と
分
析
さ
れ
て
い
る
が、

「
い
ま
だ
持
続
し

て
お
」
る
千
代
へ
の
思
い
は、

吉
田
弥
生
に
対
す
る
愛
を
考
え
る

際
に
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
い
え
よ
う。

吉
村
千
代
と
は
対
照
的
な、

都
会
的
で
知
性
的
な
女
性、

吉
田

弥
生
に
寄
せ
る
愛
も、

結
局、

家
族
の
反
対
に
よ
っ
て
破
綻
を
迎

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が、
こ
の
不
幸
は、

家
族

の
思
惑
と
か
世
間
の
常
識
に
抗
し
き
れ
な
い
温
順
な
性
格
と
鋭
利

な
神
経
の
責
す
自
意
識
と
の
相
乗
作
用
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
よ

か
ろ
う。

「
鋭
い
神
経」
が
彫
琢
し
つ
ゞ
け
る
華
麗
な
虚
栄
と

「

柔ら
か
い
心
臓」
の
希
求
す
る
安
寧
な
充
足
と
の
分
裂
を
ど
う
超

克
し
て
い
く
か
は、

龍
之
介
文
学
の
主
要
な
形
象
モ
チ
ー
フ
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

＾
こ
は
人
に
御
見
せ
下
さ
る
ま
じ
く
侯
／
Y
A
C
H
A
N
と
よ

び
ま
つ
ら
む
も
／
か
ぎ
り
あ
る
ぺ
＜
候
い
つ
の
日
か
／
再

し
・

共
／
に
き
く
こ
と
侯
ひ
な
む

や

＞こ
れ
は、

寵
之
介
が
大
正
三
年
末
詩
稿
と
と
も
に
弥
生
に
宛
て

た
書
簡
文
で
あ
る
が、

千
代
宛
の
「
強
力
で
曖
昧
で
儀
礼
的
な
」

文
章
と
は
対
照
的
な
特
徴
を
具
え
た
も
の
で
あ
る。

慎
し
い
抑
制

が
働
き
端
正
な
余
情
の
生
き
て
い
る
文
章
で
あ
る。

数
理
的
な
構

築
芙
と
知
性
的
閃
き
と
憂
愁
の
か
げ
り
と
を
彫
琢
さ
れ
た
文
体
に

よ
っ
て
統一
す
る
特
性
は、

洞
之
介
文
学
の
原
像
を
示
す
も
の
と

い
え
よ
う。
こ
の
鋭
利
な
神
経
に
よ
る
構
築
美
を
脅
か
す
「
柔
ら

か
い
心
臓」
の
働
き
は、

吉
村
千
代
に
対
す
る
意
外
に
深
い
愛
で

は
な
か
っ
た
ろ
う
か。
こ
こ
で、
二
つ
の
愛
を
主
要
モ
チ
ー
フ
に

し
た
と
思
わ
れ
る
「
S
P
HI
N
X
(

a

 far
ce
)
」
の
形
象
性

と
認
識
志
向
に
箸
目
し
て
み
た
い。

ま
ず、

「
不
可
思
餞
の
中
の
不
可
思
俄」
と
い
う
顔
を
し
た

「
S
P
HI
N
X
」
の
建
造
を
思
い
立
ら、

そ
の
モ
デ
ル
を
市
中
に

注

(

10

)

出
て
捜
す
「
王」
の
姿
で
あ
る
が、
こ
れ
は
「
あ
て
の
な
い
夢
の

や
う
な
恋
」
の
迷
い
の
中
で、

理
想
的
な
女
性
を
追
い
求
め
て
い

る
龍
之
介
自
身
の
姿
に
外
な
ら
な
い。

次
に、

「
王」
が
愛
を
寄
せ
る
「
少
女」
で
あ
る
が、

砺
萄
畑

の
葡
萄
の
木
の
下
で
泣
い
て
い
る
「
少
女」
の
イ
メ
ー
ジ
に
は、

千
代
宛
の
書
蘭
草
稿
に
み
ら
れ
る
「
誰
も
知
っ
た
人
の
な
い

ど

こ
か
と
ほ
い
く
に
の
ら
い
さ
な
村
へ

う
ら
を
一
け
ん
か
り
て

そ
こ
に
す」
み
「
は
た
け
へ

く
だ
も
の
の
な
る
木
を
た
く
さ
ん
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う
ゑ
て

そ
の
中
へ
小
さ
な
に
は
と
り
小
屋
も
こ
し
ら
へ
」

う
し
て
二
人
で

く
だ
も
の
を
と
っ
た
り

と
り
に
え
さ
を
や
っ

た
り
す
ろ
」
生
活
の
主
人
公
の
姿
が
重
な
り
合
う
の
で
あ
ろ。

だ

謬
ン
ツ
ィ
ヨ
の
こ
は
い
ろ
」
や

f

で8
．
ぅ
・
ペ
・
る
・

と
が
哀
調」
を
理
解
し
得
る
洗
錬
さ
れ
た
弥
生
の、

都
会
的
で
知

性
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。．
し
か
し、

「
王
」
の
愛
を
「
少
女」
に
拒
絶
さ
せ
る
た
め
に、

・
「
兵
隊」
の
「
許
嫁
の
男」
を
設
定
す
る
と
こ
ろ
に
は、

弥
生
と

穿

詞
尉
金
田
一
光
男
と
の
縁
絞
が
影
を
落
し
て
い
る
と
い
え
よ

う。

弥
生
と
の
愛
の
原
体
験
を
千
代
の
イ
メ
ー
ジ
で
包
み
込
む
こ

の
形
象
過
程
に
は、

弥
生
と
の
愛
の
破
綻
を
契
機
に、

華
麗
な
虚

栄
を
涜
た
す
あ
で
や
か
な
弥
生
に
注
ぐ
鋭
利
な
神
経
と
安
寧
な
充

足
を
賣
す
素
朴
な
千
代
に
傾
く
柔
ら
か
な
心
臓
と
の
分
裂
を
統
一

化
す
る
自
己
確
認
志
向
が
大
き
く
働
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

)

0

 第
三
は、

「
王」
の
愛
を
拒
絶
し
た
「
少
女」
の
心
の
解
明
で

•
あ
る
が、

こ
れ
は、

常
に
悲
惨
な
分
裂
を
背
負
う
過
剰
な
自
意
識

家
龍
之
介
に
と
っ
て
重
要
な
関
心
辺
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

「
痴

盆～）
口
説
い
た
時
に
は
云
ふ
事
を
き
か
な
か
っ
た」

「
少

女」
の
気
持
を
「
姐
婦
の
二
」
に
「
そ
れ
は

そ
の
旅
の
人
を
思

つ
て
ゐ
た
か
ら
云
ふ
事
を
き
か
な
か
っ
た
ん
だ
わ
」
と
諾
ら
せ
て

い
る
が、．
こ
の
よ
う
な
判
断
を
設
定
す
る
龍
之
介
は、

最
後
の
出

「
さ

会
い
の
席
で
見
せ
た
弥
生
の
心
の
謎

ーー
「
H-―

盆～世
間
並
な
誤

話
を
交
換
し
」
や
が
て
「
何
か
の
拍
子
で
」

「
眼
」
が
「
あ
っ
た

時」

「
不
随
意
筋
に
な
っ
た
や
う
な
表
情」
を
見
せ、

そ
し
て

「
誰
よ

りも
さ
き
に
か
へ
っ
」
て
い
っ
た
弥
生
の
心
の
謎
を
解
き
明

す
こ
と
に
よ
っ
て、
自
己
検
証
の
救
い
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か。

最
後
は、

「
王」
を
取
り
巻
く
育
年
A
B
C
お
よ
び
姐
婦
の
人

物
設
定
で
あ
る
が、

こ
れ
は、

龍
之
介
の
内
部
で
角
逐
葛
藤
を
つ

ゞ
け
ろ
多
様
な
認
識
志
向
を
視
覚
化
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

き
る。

現
存
秩
序
と
一

体
化
す
ろ
A
に
は
市
井
の
凡
俗
な
現
実
主

義
者
の
生
が
重
な
り、

そ
し
て、

自
己
中
心
的
な
生
の
論
理
を
組

み
立
て
自
己
の
内
部
に
起
ろ
情
念、

衝
動
に
身
を
任
せ
る
B
に
は

耽
美
派
や
自
然
主
義
者
の
生
が
震
な
り、

ま
た、

理
念
的
な
生
の

自
覚
の
も
と
で
信
条
と
知
恵
に
生
き
る
C
IL
は
白
樺
派
の
生
が
重

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る。

問
題
は、

こ
の
三
様
の
生
が

ヲ土
の
怒

識
視
座
IL
何
ら
の
影
響
も
与
え
ろ
こ
と
な
く、

姐
婦
の
生
に
よ
っ

て
直
接
性
急
に
相
対
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る。
こ
れ
は、

弥

生
や
千
代
と

→

日
如
常
的
次
元
に
結
実
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

い
ま
A
に、

そ
れ
自
身
だ
っ
た」

「
ニ
イ
チ
ェ
、

ヴ
ェ

ル
レ
エ
ン、

ゴ
ン
ク
ウ
ル
兄
弟、

ダ
ス
タ
フ
ス
キ
イ、
ハ
ウ
プ
ト

マ
ン
、

フ
ロ
オ
ペ
エ
ル・・・・・・
」
の
世
界
に
憧
憬
的
に
傾
斜
し
て
い

っ
た
龍
之
介
自
身
の
体
験
的
衝
迫
に
よ
る
も
の
で
あ
り、

ま
た、
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ア
ル
チ
パ
シ
ェ
フ

「
王」
の
心
の
痛
手
よ
り
も
「
少
女」
の
胸
底
に
隠
さ
れ
て
い
る

愛
の
検
証
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
の
作
品
の
形
象
性
に
は、

成
就
し
難
い
悲
運
の
枠
組
み
の
中
で
感
傷
的
に
し
か
成
立
し
な
い

仮
構
的
愛
の
完
結
性
を
憧
憬
的
に
求
め
た
龍
之
介
の
原
体
験
が
色

濃
く
投
影
し
て
い
る
と
い
え
よ
う。
こ
の
仮
構
の
愛
が
捨
て
去
ら

れ
な
い
限
り
頭
唐
的
快
楽
主
義
も
下
降
的
志
向
と
は
な
り
得
な
か

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

「
S
P
H
IN
X(a
f

ar

ce
)

」
は、
A
B
C
の
三
様
の
生
を

・「
王
f
認
識
視
座
に
位
醤
づ
け
る
こ
と
な
く
娼
婦
の
生
に
よ
っ
て

性
急
に
相
対
化
し、

結
局
は、

主
題
の
分
裂
ま
で
も
招
く
結
果
と

な
っ
た
の
で
あ
る
が、

「
金
瓶
梅」
と
「
青
年
と
死」
に
は
こ
う

し
た
主
題
の
分
裂
は
み
ら
れ
な
い。
こ
の
二
つ
の
作
品
は

と
も
に

翠
生
い、
の
不
幸
な
訣
別
以
前
の
作
品
で
あ
り、
二
つ
の
仮
構
の
愛

に
生
き
な
が
ら
憧
憬
的
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
世
紀
末
的
類
廃
を
主

要
モ
チ
ー
フ
に、

明
確
な
認
識
志
向
が
示
さ
れ
て
い
ろ
と
い
え
よ

スノ

「
死
」

の
影
響

と
こ
ろ
で、

「
青
年
と
死」
の
「
B」
の
生
は、

「
金
瓶
梅」

の
西
門
慶
の
頭
語
的
快
楽
主
義
の
延
長
線
上
に
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る。

「
す
ぺ

て
の
宗
教
と
道
徳
と
は
こ
の
『
死
』
を
遁
れ
よ
う

と
す
る
手
段
に
外
な
ら
な
い
」
「
併
し
己
は
さ
う
云
ふ
物
を
求
め

よ
う
と
し
な
か
っ
た。

己
の
選
ん
だ
手
段
は
『
死
』
を
『
生
』
と

す
る
道
だ。
己
は
『
死
』
に
よ
っ
て
『
生
』
を
め
ざ
め
さ
せ
た」

「
『
生
』
と
い
ふ
の
は
肉
体
の
快
楽
だ
」

ー
こ
の
西
門
慶
の
人

生
観
は
「
す
ぺ

て
の
欺
岡
を
破
ろ
う
と
し
て
快
楽
を
求
め」
る

「
B」
の
人
生
観
に
そ
の
ま
A
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る。

問
題
は、

「
青
年
と
死」
に
お
け
る
龍
之
介
が
「
金
瓶
梅」
の
西
門
慶
の
生

を
ど
う
発
展
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
で
あ
る。
A
B
二
人

の
対
照
的
な
人
物
設
定
は
そ
の
た
め
の
重
要
な
役
割
を
果
す
わ
け

で
あ
る
が、
こ
の
人
物
設
定
と
「
A」
の
前
に
「
黎
明
の
光」
を

開
示
す
る
終
末
部
の
心
象
風
景
の
形
象
に
は、
ア
ル
チ
パ
シ
ェ
フ

の
「
死」
の
強
い
影
響
が
あ
ろ
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

．

ま
ず、
人
物
設
定
に
み
ら
れ
る
影
響
に
着
目
し
て
み
た
い。
ア

ル
チ
バ
シ
ェ
フ
の
「
死」
に
登
場
す
る
主
要
な
人
物
は、

医
学
士

ソ
ロ
ド
フ
ニ
コ
フ
と
見
習
士
官
ゴ
ロ
0
ポ
フ
の
二
人
で
あ
る。

ゴ
ロ
ロ
ボ
フ
は
「
人
間
は
誰
で
も
死
刑
の
宜
告
を
受
け
た
も
の

と
同
じ
境
界
に
ゐ
ろ」
と
い
う
思
い
を
抱
き
な
が
ら
「
死
ぬ
る
覚

悟
を
す
る
た
め
に、
死
と
い
ふ
事
を
考
へ
」
つ
ゞ
け
て
い
る
男
で

あ
る。
「
死
ん
で
か
ら
性
命
が
な
い
以
上
は、
わ
た
く
し
の
霊
は

消
滅
す
る
で
せ
う。

又
よ
し
や
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
も、
わ
た
＜

し
の
霊
は
矢
張
消
滅
す
る
で
せ
う」
「
霊
と
い
ふ
も
の
が
天
国
へ

行
く
に
し
て
も、

地
獄
へ
堕
ち
ろ
に
し
て
も、

別
な
物
の
体
に
舎
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ろ
に
し
て
も、

わ
た
く
し
は
亡
く
な
り
ま
す」
と
い
う
ゴ
ロ
0
ポ

フ
の
不
安
は、

自
己
存
立
の
確
証
を
閥
み
あ
ぐ
ね
て
い
ろ
底
知
れ

な
い
存
在
不
安
で
あ
ろ。

一
方、

ソ
ロ
ド
フ
ニ
コ
フ
は
「

な
ぜ
そ
れ
（
引
用
者
注
A
死
＞）

を
考
へ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す」
「
死
が
な
ん
で
す。

死
ぬ

る
時
が
来
れ
ば
死
ぬ
る
さ。
わ
た
し
な
ん
ぞ
は
死
ぬ
る
事
は
頗
る

平
気
で
す」
「
死
に
親
む
ま
で
に
は
た
っ
ぷ
り
時
間
が
あ
る
か
ら、

そ
の
間
に
慣
れ
れ
ば
好
い
の
で
す」
と
い
う
太
平
楽
を
決
め
こ
み、

ゴ
ロ
ロ
ポ
フ
の
よ
う
に
死
を
切
実
な
問
姪
と
し
て
受
け
と
め
よ
う

と
は
し
な
い
の
で
あ
る。

ゴ
ロ
ロ
ポ
フ
に
対
応
す
ろ
「

青
年
と
死」
の
人
物
は
「

A
」
で

あ
る。

「
A
」
は、

「
一
年
前
ま
で」
の
「
た
だ
考
え
る
よ
う
な

こ
と
を
苔
っ
て
い
た
」
頃
と
は
異
な
り、

「
お
互
い
に
死
ぬ
時
が

あ
る
」
と
い
う
恐
し
い
死
の
宿
連
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

の
「
欺
目
を
破」
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ。

こ
れ
に
対
し、
ソ
ロ
ド
フ
ニ
コ
フ
に
対
応
す
る
人
物
は
「
B」

で
あ
る。

「
B」
は、

「
一
年
や
二
年
じ
ゃ
あ
死
な
な
い
」
「
そ

ん
な
こ
と
を
心
配
し
て
い
た
ら、

何
―
つ
お
も
し
ろ
い
こ
と
は
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
う」
「
死
な
ん
ぞ
を
予
想
す
る
必
要
は
な
い
」

と
し
て、

「

欺目」
の
生
に
流
さ
れ
な
が
ら
死
の
危
機
意
識
を
持

と
う
と
は
し
て
い
な
い。

「
死」．
に
対
し
対
照
的
な
姿
勢
を
見
せ
る
「
百
年
と
死」
の
二

人
の
人
物
設
定
は、

こ
の
よ
う
に、

ア
ル
チ
バ
シ
ェ
フ
の
「

死
」

に
お
け
る
対
照
的
な
人
物
設
定
に
対
応
す
る
特
性
を
具
え
て
い
ろ

の
で
あ
る。

も
っ
と
も、
こ
の
対
応
関
係
の
も
と
に
見
ら
れ
ろ
両

者
の
本
質
的
な
相
違
点
も
見
落
し
て
は
な
ら
な
い。

と
り
わ
け、

「

A
」
と
ゴ
ロ
ロ
ボ
フ
（
あ
る
い
は、
ゴ
ロ
ロ
ポ
フ
の
死
を
通
し

て
転
生
し
た
ソ
ロ
ド
フ
ニ
コ
フ）
と
の
間
に
は
大
き
な
相
違
点
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
る。

「
死」
を
象
徴
す
る
男
に
対
し
「
己
は
お
前
の
顔
が
そ
ん
な
に

美
し
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」
「
己
は
待
っ
て
い
る。

己
は
お
前

の
ほ
か
に
何
も
知
ら
な
い
人
間
だ。
己
は
命
を
持
っ
て
い
て
も
し

か
た
な
い
人
間
だ。

己
の
命
を
と
っ
て
く
れ。

そ
し
て
己
の
苦
し

み
を
助
け
て
く
れ
」．
と
語
り
掛
け
る
「
A
」
の
言
葉
に
は、

恐
し

い
死
の
宿
速
に
た
じ
ろ
ぐ
恐
怖
よ
り
も、•
あ
る
日
常
的
な
苦
し
み

の
中
で
芙
化
さ
れ
た
死
へ
の
浪
浸
的
憧
憬
が
強
く
表
れ
て
い
る
の

で
あ
る。

「
己
は
命
を
持
っ
て
い
て
も
し
か
た
な
い
人
間
だ
」
と

い
う
「

A
」
の
苦
し
み
の
内
実
が
遡
源
的
に
検
索
さ
れ
な
い
限
り、

「
A
」
は
ゴ
ロ
ロ
ポ
フ
と
同
質
の
惧
悩
に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
と
い
え
よ
う。
ゴ
ロ
ロ
ポ
フ
の
死
に
対
す
る
恐
怖
の
形
象

に
は、

人
間
存
在
の
原
拠
を
遡
瀕
的
に
検

索じ
つ
ゞ
け
ろ
作
者
の

肌
寒
い
ば
か
り
の
存
在
不
安
が
主
要
モ
チ
ー
フ
と
し
て
強
く
働
い

て
い
る
の
で
あ
る。

次
に、

終
末
部
の
心
象
風
景
に
み
ら
れ
る
影
響
に
注
目
し
て
み
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た
い。

死
を
凝
視
す
ろ
ゴ
ロ
ロ
ボ
フ
と
の
議
論
の
後、

自
己
の
存
在
基

底
に
厳
し
い
認
識
の
眼
を
向
け
は
じ
め
た
ソ
ロ
ド
フ―ー
コ
フ
の
逢

着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
は、
ゴ
ロ
ロ
ポ
フ
の
陥
っ
て

い
た
底
知
れ
な
い
存
在
不
安
と
死
へ
の
衡
迫
で
あ
る。

死
後
の

祠
活」
に
つ
い
て
「
誰
が
そ
ん
な
事
を
信
ず
る
も
の
か。

己
も
信

じ
は
し
な
い。

信
ぜ
ら
れ
な
い。

そ
ん
な
事
に
な
ん
の
意
味
が
あ

る。

誰
が
体
の
な
い
、

形
の
な
い、

感
情
の
な
い、

恨
性
の
な
い

霊
と
い
ふ
も
の
な
ん
ぞ
が、

瀬
気
の
中
を
飛
び
廻
っ
て
ゐ
る
の
を、

な
ん
の
用
に
立
て
る
も
の
か。

そ
れ
は
ど
っ
ら
に
し
て
も
恐
怖
は

や
は
り
存
在
す
る
」
「
永
遠
に
恐
怖
を
抱
い
て
ゐ
る
よ
り
は、

寧

ろ
自
分
で。
」
と
問
い
詰
め
る
ソ
ロ
ド
フ
ニ
コ
フ
の
悽
悩
は、

そ

の
ま
＼
ゴ
ロ
ロ
ポ
フ
の
も
の
で
あ
る。
ゴ
ロ
ロ
ポ
フ
は
結
局
死
を

選
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が、

彼
の
検
死
の
後、

「
唾

を
呑
み
込
ん
で、

深
い
溜
息
を
し
て、

そ
の
外
に
は
し
ゃ
う
の
な

い
ら
し
い
様
子
で、

絶
望
的
な
泣
き
声
を
立
て
」
る
ソ
ロ
ド
フ
ニ

コ
フ
の
「
悲
痛
の
情」
は、

「
不
可
解
で、

無
意
味
で、

馬
鹿
気

て
ゐ
る」
が
し
か
し
「
恐
ろ
し
い
や
う
で
」
「
哀
れ
」
な
ゴ
ロ
ロ

ポ
フ
の
死
を
自
分
自
身
の
暗
い
宿
運
と
し
て
受
け
と
め
る
深
い
同

情
に
外
な
ら
な
い。

検
死
後
ゴ
ロ
ロ
ボ
フ
の
眼
に
映
る
生
々
と
し

た
戸
外
の
様
子
は、

死
を
凝
視
す
る
者
に
の
み
開
か
れ
ろ
黎
明
の

世
界
で
あ
る。

A
夜
が
明
け
て
ゐ
る。
空
は
透
明
に
澄
ん
で
ゐ
る。

雨
は
止
ん

だ
が、

空
気
が
湿
っ
て
ゐ
る。

何
も
か
も
洗
ひ
立
て
の
や
う
に
光

っ
て
ゐ
る。

緑
色
が
い
つ
も
よ
り
明
る
く
見
え
る。

＞

＾
何
も
か
も
今
ま
で
思
っ
て
ゐ
た
や
う
に
単
純
な
も
の
で
は
な

い
な。

驚
嘆
す
ぺ
き
美
し
さ
を
持
っ
て
ゐ
る。

＞

黎
明
の
世
界
が
ソ
ロ
ド
フ
ニ
コ
フ
の
前
に
開
示
さ
れ
て
い
く
こ

の
経
緯
を
凝
縮
し
た
も
の
が
「
青
年
と
死
」
の
終
末
部
で
あ
る。

A
男

己
は
お
前
の
命
を
と
り
に
来
た
の
で
は
な
い。

／
A

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
ゃ
己
は
待
っ
て
い
る。

己
は
お
前
の
ほ
か
に
何
も
知
ら
な
い
人

間
だ。

己
の
命
を
と
っ
て
く
れ。

そ
し
て
己
の
苦
し
み
を
助
け
て

く
れ。

／
第
三
の
声

ば
か
な
こ
と
を
言
う
な。
よ
く
己
の
顔
を

み
ろ。

芯
筋
の
甜
を
た
が
か
た
か
i
知
前
研
己
を
忘
か
な
枷
6
た

、
、
、

か
ら
だ。
し
か
し
己
は
す
べ
て
の
お
前
の
行
為
を
是
認
し
て
は
い

な
い。

よ
く
己
の
顔
を
見
ろ。

お
前
の
誤
り
が
わ
か
っ
た
か。

こ

れ
か
ら
も
生
き
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
お
前
の
努
力
次
第
だ。

／
A

の
声

己
に
は
お
前
の
顔
が
だ
ん
だ
ん
若
く
な
っ
て
ゆ
く
の
が
見

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

え
る。

／
第
三
の
声

（
静
か
に）

夜
明
け
だ。

己
と
い
っ
し
ょ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
大
き
な
世
界
へ
来
る
が
い
い。

／
黎
明
の
光
の
中
に
黒
い
覆
面

を
し
た
男
と
A
と
が
出
て
行
く
の
が
見
え
る。

＞
（
傍
点
引
用
者）

こ
の
「
青
年
と
死
」
の
終
末
部
に
お
い
て、

「
第
三
の
声」

（
こ
れ
は、

演
出
上
の
工
夫
で
あ
り、

死
を
象
徴
す
る
男
の
声
で
あ

る。
）
が
「
A
」
を
誘
う
「
黎
明
の
光
の
中」
は、

死
を
超
克
し
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た
新
た
な
生
の
世
界
で
あ
る。

「
A
」
が
こ
の
世
界
の
獲
得
を
果

し
得
た
の
は、

「
死」
の
「
ほ
か
に
何
も
知
ら
な
い
人
間」
と
し

て
常
に
「
死」
を
「
待」
ら
構
え、

「
死」
を
「
忘
れ
な
か
っ
た

か
ら」
に
外
な
ら
な
い。
こ
の
死
の
凝
視
に
よ
っ
て
「
A」
の
踏

み
出
す
こ
と
の
で
き
た
「
黎
明
の
光
の
中」
は、
ソ
ロ
ド
フ―1
n

フ
が·n
a
 a
ポ
フ
の
死
を
自
分
自
身
の
暗
い
宿
運
と
し
て
受
け
止

め
開
示
す
る
こ
と
の
で
き
た
黎
明
の
世
界
と
同
質
の
も
の
で
あ
る。

ル
「
痴
人
と

注

（
旧
）

認
識
過
程
に
注
目
し
て
み
る
時、

ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー

死
と
」
の
「
今
ま
で
の
己
は
生
と
は
い
つ
て
も
真
の
生
で
は
な
か

っ
た
か
ら、
己
は
今
か
ら
己
の
死
を
己
の
生
に
し
て
見
よ
う。

（
略）
こ
の
儘
死
ん
で
し
ま
う
て
も、

今
我
胸
に
充
ら
た
も
の
は
今

ま
で
の
色
も
香
も
な
い
生
活
に
は
逢
に
優
っ
て
ゐ
ろ
に
違
ひ
な
い。

己
は
己
の
存
在
を
死
ん
で
初
め
て
知
る
の
で
あ
ら
う。
讐
へ
ば
夢

．

を
見
る
人
が、

砂
の
感
じ
の
溢
れ
た
為
に、

眼
の
党
め
る
の
と
同

じ
様
に、
こ
の
生
活
の
夢
の
感
じ
の
力
で、

己
は
死
に
目
党
め
る

の
か。

（

息
絶
え
て
死
の
足
許
に
伏
す。
）
」
と
い
う
終
末
部
と

の
関
連
も
見
落
す
こ
と
は
で
き
な
い
が、

「
夜
明
け
だ
」
と
い
う

g
葉
で
も
っ
て
「
黎
明
の
光
の
中」
に
出
て
行
く
「
A」
の
心
象

・・

風
景
は、
ア
ル
チ
バ
シ
ェ
フ
「
死」
の
影
響
を
よ
り
直
接
的
に
受

け
て
い
る
と
い
え
よ
う。

以
上、

対
照
的
な
二
人
の
人
物
設
定
と
死
を
凝
視
す
る
こ
と
に

る
作
品
末
尾
の
心
象
乱
景
に
着
且
レ、

よ
っ

た
な
生
を
蛸
示
す

••‘
 ••
 

て

新i,

「
青
年
と
死」
に
お
け
ろ
ア
ル
チ
パ
シ
ェ
フ
の
「
死」
の
影
響
を

見
て
き
た
の
で
あ
る
が、

そ
こ
に
は
ま
た、

龍
之

介個
有
の
作
家

的
賓
只
が
生
々
と
働
い
て
い
た
こ
と
も
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う。

三

作
家

龍
之

介
の

出
発

「
金
瓶
梅」
の
主
人
公
西
門
慶
が
「
肉
体
の
快
楽」
へ
と
傾
斜

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
生
の
不
安
は、
い
つ
襲
っ
て
来
る
か
も
判

ら
な
い
「
死」
の
予
感
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が、

龍
之
介
は、

夜

の
開
と
犬
の
遠
吠
え
の
無
気
味
な
雰
囲
気
の
中
か
ら
不
安
な
死
の

想
念
を
感
党
的
に
喚
び
起
し、
ア
ル
チ
バ
シ
ェ
フ
の
よ
う
に
自
我

の
確
証
を
遡
源
的
に
検
索
し
よ
う
と
す
る
内
的
格
闘
を
見
せ
て
は

い
な
い。
こ
れ
は、

「
青
年
と
死」
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る。

も
っ
と
も、

「
脊
年
と
死」
の
場
合
は、

「
男
の
足
ぷ
み
の
で
き

な
い
後
宮」
と
い
う
場
の
設
定
と
情
m
を
浮
ば
せ
る
巧
妙
な
対
話

と
に
よ
っ
て
「
肉
体
の
快
楽」
に
眈
溺
す
る
A
B
二
人
の
類
店
的

快
楽
主
義
が
「
金
瓶
梅」
に
比
ぺ
よ
り
生
々
と
具
象
化
さ
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う。
し
か
し、

「
死
を
予
想
し」
「
欺
目
を
破
る
た

め
に
」
快
楽
に
生
き
る
「
A
」
と
「
好
ん
で
欺
目
に
生
き」
る

「
B」
と
の
差
異
が
「
後
宮」
で
の
情
事
の
中
か
ら
具
体
的
に
浮
び

出
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る。
こ
の
具
象
化
が
果
さ
れ
な
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い
限
り、

「
A
」

の
死
と
の
対
決
と
か
そ
れ
に
よ
る
救
抜
は
、

ど

こ
ま
で
も
夢
想
の
観
念
の
劇
と
し
て
終
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と

．
い
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り、

「
青
年
と
死
」

に
お
け
る
龍
之
介

に
は
、

ア
ル
チ
パ
シ
ェ
フ
の
よ
う
な
自
己
存
立
の
基
底
を
探
る
遡

源
的
な
検
索
志
向
よ
り
も、

自
己
存
立
の
方
向
性
を
求
め
る
浪
漫

的
な
憧
憬
志
向
が
よ
り
強
く
働
い
て
い
た
の
で
あ
り
、

こ
の
時
期

の
龍
之
介
は
、
一

見、

世
紀
末
的
頬
廃
色
を
見
せ
な
が
ら
も、

こ

の
浪
漫
的
な
憧
憬
志
向
を
本
質
的
な
特
性
と
し
て
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

龍
之
介
の
実
汽
的
処
女
作
と
も
い
え
る
「
老
年
」

は
、

こ
の
特

性
を
見
事
に
語
っ
て
く
れ
る
作
品
と
い
え
よ
う。

「
老
年
」

の
発
表
さ
れ
た
の
は
大
正
三
年
五
月
の
「
新
思
潮
」

で
あ
る
が
、

明
治
四
十
一
、

二

年
頃
の
作
と
犀
忠
四）
れ
て
い
る

「
老
狂
人
」
と
照
応
さ
せ
て
み
る
時
、

そ
こ
に
は
、

龍
之
介
の
認
識

原
型
な
ら
び
に
共
通
し
た
形
象
モ
チ
ー
フ
が
浮
び
出
て
き、

龍
之

介
の
本
質
的
特
性
を
よ
り
鮮
明
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

還
暦
を
迎
え
た

房
吉
は
「

一

生
を
放
蕩
と
遊
芸
と
に
費
し
た
」

人
間
で
あ
る
。

し
か
し
、

現
在
の
彼
に
そ
う
し
た
過
去
の
面
影
は

な
い
。

「
あ
あ
も
変
わ
る
も
の
か
ね、

辻
番
の
老
爺
の
よ
う
に
な

っ

ち
ゃ
あ
、

房
さ
ん
も
お
し
ま
い
だ
」

と
い
う
言
葉
が
世
間
の
ロ

に
上
る
ほ
ど
で
あ
る
。

「

老
年
」

に
お
け
る
龍
之
介
の
形
象
力
点

は、

こ
の
逼
塞
し
老
境
に
立
つ
房
吉
に
抑
え
よ
う
も
な
く
覗
い
て

く
る
「
遊
び
心
」

の
形
象
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

）
。

ま
ず
注
目
す
べ
き
箇
所
は
「
六
金
さ
ん
」

の
「
浅
間
の
上
」

の

諾
り
場
面
で
あ
る
。

こ
の
場
面
に
お
い
て
、

「
す
い
も
あ
ま
い
も、

か
み
分
け
た
心
の
底
に
も、

時
な
ら
な
い
情
の
波
を
立
て
」

「
絃

の
音
」

に
心
を
の
せ
る
房
吉
は
、

「
辻
番
の
老
爺
の
よ
う
」

な
外

観
と
は
裏
腹
に
、

逼
塞
し
た
生
活
に
も
疲
弊
す
る
こ
と
の
な
い
生

々
と
し
た
通
人
の
「
遊
び
心
」

を
持
ら
つ
ゞ
け
て
い
る
と
い
え
る

の
で
あ
る
。

行
き
届
い
た
小
道
具
の
配
證
と
雪
の
静
鯰
な
自
然
を

背
景
に
、

こ
の
「
遊
び
心
」

を
印
象
的
に
纏
め
あ
げ
た
の
が
作
品

末
尾
の
場
面
で
あ
る
。

A
女
の
姿
は
ど
こ
に
も
な
い
。

紺
と
白
茶
と
格
子
に
な
っ
た
こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
っ
ぷ
と
ん
の
上
に
は
、

端
唄
本
が
二
、

三
冊
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
頸

に
鈴
を
さ
げ
た
小
さ
な
白
猫
が
そ
の
そ
ば
に
香
箱
を
つ
く
っ
て
い

る
。

猫
が
身
う
と
き
す
る
た
び
に
、

頸
の
鈴
が
き
こ
え
る
か
、

き

こ
え
ぬ
か
わ
か
ら
ぬ
ほ
ど
か
す
か
な
音
を
た
て
る
。

房
さ
ん
は
禿

、
、
、

頭
を
柔
か
な
猫
の
毛
に
触
れ
る
ば
か
り
に
近
づ
け
て
、

ひ
と
り、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
ま
め
い
た
こ
と
ば
を
誰
に
言
う
と
も
な
く
く
り
返
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

／
「
そ
の
時
に
お
前
が
来
て
よ
。

あ
あ
ま
で
語
っ
た
己

が
憎
い
と
言
っ

た
。

芸
事
と．．．．．．
 」

／
中
州
の
大
将
と
小
川
の
旦

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

、
、
、
、
、
、

那
と
は
黙
っ
て
、

顔
を
見
合
わ
せ
た
。

そ
し
て
、

長
い
廊
下
を
し
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ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
．
ヽ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
び
足
で、

ま
た
座
敷
へ
引
き
か
え
し
た。

／
雪
は
や
む
け
し
き

も
な
い。
．．．．．．
 V
（
傍
点
引
用
者）

房
吉
の、

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
遊
び
心」
は、

遊
び
の
世
界
を

他
人
に
華
や
か
に
提
供
し
な
が
ら
も
己
の
遊
び
心
は
冷
た
＜
疲
弊

さ
せ
て
い
た
「
百
物
語」
（
森
闊
外）
の
飾
磨
屋
の
主
人
と
は
対

照
的
で
あ
る。

房
吉
は
遊
び
心
は
熱
っ
ぼ
く
躍
動
さ
せ
て
い
ろ
の

で
あ
ろ。

問
題
は、

こ
の
房
吉
の
遊
び
心
を、

中
州、

小
川
の
両

人
が
最
後
ど
う
受
け
と
め
た
か
で
あ
ろ。
こ
の
解
釈
に
あ
た
っ
て

見
落
し
て
な
ら
な
い
も
の
は、

両
人
が
「
黙
っ
て、

顔
を
見
合
わ

せ
」
「
し
の
び
足
で
」
「
引
き
か
え
」
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
原

因
で
あ
る。

そ
れ
が、

房
吉
嘔
工
祀
昏
の
意
識
」
を
感
じ
た
た
め

な
の
か
「
毎
殿
咆
を
感
じ
た
た
め
な
の
か、

作
品
の
文
脈
だ
け
か

ら
で
は
速
断
し
難
い
が、
た
ゞ
、

「
辻
番
の
老
爺
の
よ
う
な
」
老

醜
を
感
じ
た
た
め
で
な
く、

他
人
の
侵
し
難
い
あ
る
し
み
じ
み
と

・
し
た
哀
感
を
房
吉
の
心
情
に
感
じ
と
っ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
で

あ
ろ
う。

そ
の
心
情
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
は、

．

す
で
に
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に、

同
エ
異
曲
の
人
物
特
性
を
持
っ

．
た
「
老
狂
人」
と
照
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
明
ら
か
に
な

．

っ
て
く
る
の
で
あ
る。

．

．
「
老
狂
人」
と
の
対
応
関
係
は
次
の
三
点
に
絞
ろ
こ
と
が
で
き

ろ。

第
一

に
「
放
薔
と
遊
芸
と
に
費
し
た
」
房
吉
の
一
生
と
「
厳

酷
な
宗
教
の
制
度
に
反
抗
し
」
つ
ゞ
け
た
秀
馬
鹿
の
一
生、

第
二

が
「
辻
番
の
老
爺
の
よ
う
に
」
零
落
し
た
房
吉
の
無
粋
な
老
残
と

「
夕
が
〔
た
〕
に
な
る
と
大
抵
な
い
て
る
」

秀
馬
鹿
の
「
可
笑
し

い
」

老
残、

そ
し
て
第
三
が、

睦
言
を
呟
＜
房
吉
の
部
屋
を
覗
き

見
し
「
顔
を
見
合
わ
せ」

「
し
の
び
足
で
」
「
引
き
か
え」
す
中

州、

小
川
の
両
人
と
「
慟
哭
の
声
を
つ
ゞ
け」
る
秀
馬
鹿
の
部
屋

を
覗
き
見
し
「
可
笑
し
な
奴
だ
ね」
と
笑
う
「
私」
と
幸
さ
ん
の

両
人
と
い
う
対
応
で
あ
る。

留
意
す
ぺ
き
対
応
は
第
三
の
対
応
で
あ
ろ．

「
幸
さ
ん」
と
一

緒
に
笑
っ
た
「
私」
に
「
あ
の
時
老
狂
人
に
加
へ
〔
た
〕
嘲
笑
を、

心
か
ら
恥
ぢ
て
ゐ
ま
す。
」
と
懺
悔
さ
せ
た
龍
之
介
は、

中
州、

小
川
の
両
人
に、

懺
悔
後
の
「
私」
の
眼
を
持
た
せ
た
と
と
る
の

が
頂
当
で
は
な
か
ろ
う
か。

迫
害
と
孤
独
と
発
狂
と
い
ぅ
暗
い
宿

運
に
未
来
を
塞
が
れ
な
が
ら
も
熱
誠
に
生
き
た
秀
馬
鹿
の
殉
道
精

神
へ
の
共
感
が
「
老
狂
人」
の
主
要
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば、

放
薔
と
遊
芸
に
微
禄
し
な
が
ら
も、

通
人
と
し
て
の
美
学

を
老
残
の
心
に
美
し
く
成
熟
さ
せ
て
い
る
房
吉
の
「
遊
び
心
」
へ

吃
芝
唸
が
「
老
年」
の
王
要
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う。

伝
統
的
な
江
戸
趣
味
を
守
ろ
通
人
的
家
風
へ
の
自
負
と
内
的
衝
迫

を
仮
構
の
生
に
高
め
る
分
裂
的
気
質
が
融
合
し
た
憧
憬
的
上
昇
志

向
は、

通
人
文
化
の
哀
微
の
状
況
に
対
し
て
愛
惜
の
情
を
寄
せ
な

が
ら、

通
人
の
「
遊
び
心」
を
純
化
し、

純
白
の
雪
に
包
ま
れ
た

静
撞
に
映
え
る
あ
え
か
な
残
照
の
悲
し
み
と
し
て
美
し
く
纏
め
あ

も

1
、�
.
.

 �』
4
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1
.

.
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A
注
＞

(
1
)

葛
巻
義
敏
編
「
芥
川
龍
之
介
未
定
稿
集
」

.
20
、

岩
波
書
店）

参
照。

(
2
)

明
治
四
十
三
年
九
月
一

日
の
雑
誌
「
学
生
文
芸
」

第
一

巻

第
二
号
に
「
ア
ル
チ
パ
シ
ェ
フ
作

臨
外
訳
」

の
署
名
で
掲
載
さ

れ、

の
ら
「
諸
国
物
語
」

に
収
め
ら
れ
た
。

「

諸
国
物
語
」

の
刊

行
が
大
正
四
年
一

月
で
あ
る
の
で
、

龍
之
介
の
眼
に
し
た
訳
文
は

む

す

ぴ

(
s
.

43
•
4
 

(
s
.

55
.
8
.
30
)

 

げ
た
の
で
あ
る
。

「
老
年
」

の
龍
之
介
は
、

悲
し
く
も
き
ら
ぴ
や

か
な
浪
漫
的
讃
歌
を
大
き
く
歌
い
あ
げ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

「
青
年
と
死
」

の
人
物
設
定
と
終
末
部
の
心
象
風
景
に
着
目
し、

ア
ル
チ
パ
シ
ェ
フ
の
「
死
」

の
影
圏
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が、

作
品
史
的
視
角
か
ら
そ
の
形
象
モ
チ
ー
フ
を
整
理
し
な
お
し
て
み

る
時、

そ
こ
に
は
、

青
年
作
家
固
有
の
浪
漫
的
特
質
が
強
く
生
き

て
い
た
と
い
え
よ
う。

龍
之
介
の
浪
漫
的
な
憧
憬
志
向
が
嘩
渋
な

日
常
次
元
に
引
き
下
ろ
さ
れ、

遡
源
的
な
検
索
志
向
へ
と
転
身
す

る
た
め
に
は
、

「
ひ
よ
っ
と
こ
」

の
生
誕
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「

学
生
文
芸
」

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
3
)

「
恒
藤
恭
宛
書
簡
」

(
T
.
3
.
5
.
19
)

(
4
)

森
啓
祐
著
「

芥
川
龍
之
介
の
父
」

（
s
．

49
.

2
、

桜
楓

社）

参
照。

(
5
)

注
(
1
)

書
参
照。

(
6
)

三
好
行
雄
氏
は
「
秋」

を
論
じ
「
『
そ
れ
か
ら
』
と
の
関

係
で
い
え
ば
、

芥
川
龍
之
介
の
A
独
創
＞
は、

漱
石
が
確
乎
た
る

事
実
と
し
て
描
い
た
A
恋
譲
り
＞
を
感
楊
と
夢
想
に
よ
っ
て
し
か

実
在
を
確
認
で
き
ぬ
A
仮
構
の
生
＞
に
仕
立
て
た
こ
と
」

と
さ
れ

て
い
る
。

（
「
国
文
学
」

S
.
45
.

11
、

学
燈
社）

(
7
)

「
或
る
阿
呆
の
一

生

四
十
六

絋
」

(
8
)

伊
藤
整
著
「
小
説
の
認
識
」

（
S
．

30
.

7、

河
出
帯
房）

(
9
)

海
老
井
英
次
著
「
龍
之
介
の
恋
＾
そ
の
理
性
と
感
性
V
」

（
「
解
釈
と
鑑
賞
」

S
.

49
.
8
、

至
文
堂
）
．

(
10
)

（
3
)

に
同
じ
。

(
11
)

「
吉
田
弥
生
宛
〔
T
．

3
夏
上
総
一

の
宮
に
て
。

草
稿
断

片
〕
」

（
葛
巻
義
敏
編
「
芥
JII
龍
之
介
未
定
椛
集
」

参
照。
）

(
12
)

「

吉
田
弥
生
宛
〔
T
．

3
末、

詩
稿
と
共
に
〕
」

（
葛
巻

義
敏
緬
「
芥
111
龍
之
介
未
定
稿
集
」

参
照。
）

(
13
)

森
啓
祐
氏
は
「
弥
生
と
金
田
一

光
男
と
の
OO
に
縁
談
が
も

ら
あ
が
っ
た
の
は、

大
正
三
年
秋
」

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
（
「
芥

川
龍
之
介
の
父
」
）
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.(
14)
「
旅
人」
は
「
王」
で
あ
る。

(
15)
「
恒
藤
恭
宛
谷
簡」
(
T
.
4
.
2
.
28)

(
16)
「
或
阿
呆
の一
生

一

時
代」

(
17)
葛
巻
義
敏
氏
は
「
金
瓶
梅」
を
大
正
三
年
頃
の
作
と
推
定

さ
れ
て
い
る。
注
(
1)
書
参
照。

(
18)
小
堀
桂一
郎
氏
は
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
「
痴
人
と
死
と」

．
の
影
器
を
見
て
お
ら
れ
る。
（
「
森
鵡
外
の
世
界」
＾
s
．

46
.

5、
講
談
社
＞）

(
19)
注
(
1)
書
参
照。

(
20)
佐
古
純一
郎
著
「
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
芸
術
の
運
命」

(
s
.
31
•
4、
一
古
堂
書
店）
参
照。

(
21)
進
藤
純
孝
著
「
芥
川
龍
之
介」
(
s
.
39
.
11、
河
出
杏

房
新
社）
参
照。

(
22)
吉
田
精一
著
「
芥
川
龍
之
介

ーー
人
と
作
品」
（
s
．

53

•
7、
角
川
文
庫
45
解
説）

参
照。

八
付
記
V

.

0

本
文
引
用
は
次
の
と
お
り
で
あ
る。
「
青
年
と
死」
「
老
年」

は
「
角
川
文
庫
45」
(
s
.
53
.
7)
、
「
痴
人
と
死
と」
は

画
外
全
集
第
四
巻」
（
岩
波
香
店
版
＾
s
．

47
>)
、
「
死」
は

「
酪
外
全
集
第
七
巻」
（
同
前）
、
そ
の
他
の
作
品
は
葛
巻
義
敏

編
「
芥
川
龍
之
介
未
定
稿
集」
に
依
る。

（
岡
山
県
立
短
期
大
学
講
師）

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
IV

回
文
学
会
誌

第
二
十
三
号
（
新
涎
大
学）

国
文
学
科
報

第
八
号
（
跡
見
学
園
女
子
大
学）

国
文
学
科
論
集

3
（
佐
賀
龍
谷
短
期
大
学）

国
文
学
研
究

第
七
十一
集
•
第
七
十
二
集
（
早
稲
田
大
学）

国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要

第
五
号

国
文
学
研
究
ノ
ー
ト

第
十一
号
（
神
戸
大
学）

国
文
学
改

第
八
十
三
号•
第
八
十
四
号
（
広
島
大
学）

国
文
学
論
究

第
七
号・
第
八
号
（
花
園
大
学）

国
文
学
論
考

第
十
五
号・
第
十
六
号
（
都
留
文
科
大
学）

国
文
学
論
集

第
十
八
集
（
山
梨
大
学）

困
文
学
論
叢

第
二
十
五
輯
（
龍
谷
大
学）

国
文
研
究

第
四
号
（
香
川
大
学）

国
文
研
究

第
二
十
九
号
（
愛
媛
固
語
国
文
学
会）

国
文
白
百
合

第
九
号
（
白
百
合
女
子
大
学）

国
立
国
語
研
究
所
年
報

30

古
代
研
究

第
十一
号・
第
十
二
号
（
早
稲
田
古
代
研
究
会）

語
文

第
三
十
七
号
（
大
阪
大
学）

諾
文

第
四
十
九
輯•
第
五
十
輯
（
日
本
大
学）

駒
沢
国
文

第
十
七
号
（
駒
沢
大
学）

相
模
国
文

第
七
号
．（

相
模
女
子
大
学）

佐
賀
大
国
文

7

三
十
六
人
集
孜

⇔
（
土
曜
会）
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