
芥
川
龍
之
介
と
ポ
オ

　
　
　
　
　
―

　
堀
辰
雄
は
そ
の
「
芥
川
龍
之
介
論
」
に
お
い
て
、
ポ
オ
や
ボ
オ
ド
レ

エ
ル
と
芥
川
と
の
関
わ
り
合
い
を
、
次
の
よ
ヽ
プ
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
ポ
オ
や
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
魂
の
ど
ん
底
に
彼
の
見
た
も
の
は
こ
の

恐
る
べ
き
冷
酷
な
心
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
彼
等
の
恐
る
べ
き
冷
酷
な
心

に
深
い
共
鳴
を
感
じ
、
の
み
な
ら
ず
そ
れ
を
自
分
の
中
に
も
持
つ
こ
と

を
烈
し
く
欲
望
し
た
の
は
彼
の
悲
劇
で
あ
っ
た
。
言
は
ば
「
世
紀
末
の

悪
鬼
」
に
憑
か
れ
た
の
で
あ
る
ご

　
右
の
引
用
文
で
、
堀
辰
雄
が
「
こ
の
恐
る
べ
き
冷
酷
な
心
」
と
言
っ

て
い
る
の
は
、
「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」
の
四
に
出
て
く
る
次
の
部
分

を
指
す
。

　
　
「
（
前
略
）
彼
等
（
ポ
オ
、
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
）
の
病
的
な
耽
美
主
義

は
、
そ
の
背
景
に
恐
る
可
き
冷
酷
な
心
を
控
へ
て
ゐ
る
。
彼
等
は
こ
の

ご
ろ
た
石
の
や
う
な
心
を
抱
い
た
因
果
に
、
嫌
で
も
道
徳
を
捨
て
な
け

工
　
　
藤

茂

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
様
で
も
神
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

さ
う
し
て
父
様
で
も
恋
愛
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
が
、
彼

等
は
デ
カ
ダ
ン
ス
の
古
沼
に
身
を
沈
め
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
猶
こ
の
仕
　
1
9

米
に
了
へ
な
い
心
と
（
略
）
睨
み
合
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
彼
等
の
耽
美
主
義
は
、
こ
の
心
に
劫
か
さ
れ
た
彼
等
の
魂
の
ど

ん
底
か
ら
、
や
む
を
得
ず
と
び
立
っ
た
蛾
の
一
群
だ
っ
た
。
従
っ
て
彼

等
の
作
品
に
は
、
常
に
A
}
1
.
/
S
e
i
g
n
e
u
r
。
d
o
n
n
e
z
‐
m
o
i

l
a

f
o
r
c
e
e
t
l
e

c
o
u
r
a
g
e
l
/
D
e

c
〇
ｎ
ｔ
ｅ
ｍ
ｐ
ｌ
ｅ
ｒ
　
ｍ
ｏ
ｎ’
ｃ
ｏ
ｅ
ｕ
ｒｅ
ｔ
　
ｍ
〇
ｎ

ｃ
ｏ
ｒ
ｐ
ｓ
ｓ
ａ
ｎ
ｓ

　
d
4
o
n
t

｡
/
　
（
お
お
主
よ
、
我
に
力
と
勇
気
を
与
え
た
ま
え
。
謙
悪
な

く
し
て
、
我
が
心
と
肉
体
を
凝
視
す
る
た
め
の
。
－
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の

　
『
悪
の
華
』
の
中
の
フ
ン
テ
エ
ル
の
旅
」
の
最
終
連
の
二
行
－
）
と
云

ふ
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
嘆
声
が
、
燦
気
の
如
く
纏
綿
し
て
ゐ
た
。
我
々
が

彼
等
の
耽
美
主
義
か
ら
、
厳
粛
な
感
激
を
浴
び
せ
ら
れ
る
の
は
、
実
に

こ
の
「
地
獄
の
ド
ン
ジ
ュ
ア
ン
」
の
や
う
な
冷
酷
な
心
の
苦
し
み
を
見



せ
つ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
後
略
）
」
〈
（
）
内
の
註
記
は
筆
者
〉

　
こ
の
部
分
は
実
は
谷
崎
潤
一
郎
を
論
じ
た
部
分
の
一
部
で
あ
っ
て
、

耽
美
派
の
作
家
と
言
わ
れ
た
谷
崎
に
欠
け
て
い
る
も
の
で
、
ポ
オ
や
ボ

オ
ド
レ
エ
ル
の
持
っ
て
い
た
冷
酷
な
心
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
堀
辰
雄
の
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
芥
川
は
こ
の
冷
酷
な
心
‐
－
常
に

醒
め
て
い
る
知
的
精
神
Ｌ
－
‐
’
に
激
し
い
共
感
を
持
っ
た
。
そ
の
共
感
の

根
底
に
あ
っ
た
も
の
は
、
や
は
り
彼
自
身
の
内
部
に
は
ぐ
く
ま
れ
て
き

た
醒
め
た
心
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
ポ
オ
や
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
内

部
に
自
己
の
精
神
風
景
を
発
見
し
、
そ
れ
に
共
感
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
ポ
オ
は
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
を
作
る
前
に
解
剖
学
を
研
究
し
た
。
ポ
オ

の
後
代
を
震
駿
し
た
秘
密
は
こ
の
研
究
に
潜
ん
で
ゐ
る
ご

　
こ
れ
は
「
洙
儒
の
言
葉
」
の
中
に
あ
る
ポ
オ
に
触
れ
た
一
節
で
あ
る
。

ポ
オ
の
生
み
出
し
た
作
品
を
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
（
怪
奇
と
神
秘
の
具
象
化
）

に
な
ぞ
ら
え
た
比
喩
の
巧
み
さ
よ
り
も
、
む
し
ろ
私
た
ち
は
、
ポ
オ
の

解
剖
学
の
研
究
に
共
感
し
て
い
る
芥
川
の
態
度
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
・
彼
は
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
よ
う
に
怪
奇
的
で
神
秘
的
な
ポ
オ
の

作
品
は
、
ポ
オ
の
知
的
で
客
観
的
な
分
析
’
―
－
解
剖
－
の
結
果
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
洞
察
す
る
の
で
あ
る
。

　
ポ
オ
の
詩
や
小
説
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
底
に
情
念
の
炎
を
潜
ま
せ

な
が
ら
、
そ
の
炎
を
そ
の
ま
ま
ガ
ラ
ス
の
器
に
結
晶
さ
せ
る
よ
う
に
、

知
的
に
構
成
さ
れ
、
客
観
的
手
法
に
よ
っ
て
創
ら
れ
て
い
る
、
と
芥
川

は
見
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
た
と
え
ば
後
に
引
用
す
る
彼
の
「
短
篇
作
家
と
し
て
の
ポ
オ
」
な
ど

〃

の
講
演
草
稿
に
、
そ
の
こ
と
が
う
か
が
ご
る
の
で
あ
る
。

　
島
田
謹
二
氏
は
、
「
日
本
近
代
文
学
の
一
つ
の
見
方
」
と
い
う
講
演

記
録
に
お
い
て
、
比
較
文
字
上
の
視
点
に
立
っ
て
、
ポ
オ
の
芥
川
に
及

ぼ
し
た
影
響
の
大
で
あ
る
こ
と
、
芥
川
の
小
説
の
あ
る
も
の
は
ポ
オ
の

作
品
の
換
骨
奪
胎
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
氏
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
芥
川
に
お
お
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る

ポ
オ
の
影
は
大
き
く
、
芥
川
自
身
も
ポ
オ
の
小
説
を
摸
倣
し
よ
う
と
し

た
一
時
期
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
た
だ
単
に
外
川

の
近
代
作
家
を
真
似
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
て
、
前
述
し
た
よ
う

に
彼
の
内
部
に
ポ
オ
に
対
す
る
激
し
い
共
感
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

ボ
オ
ド
レ
エ
ル
が
「
何
故
な
ら
彼
は
私
に
似
て
い
た
ご
と
述
懐
し
た
よ
　
2
0

う
に
、
芥
川
も
ポ
オ
が
自
分
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
ポ
オ
が
芥
川
に
及
ぼ
し
た
大
き
い
影
に
比
し
て
、
芥
川

が
ポ
オ
を
論
じ
た
も
の
は
大
変
に
少
な
い
。
筑
摩
版
の
全
集
を
開
い
て

見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
ま
と
も
に
論
じ
た
論
文
も
評
論
も
エ
ッ
セ
エ

も
そ
こ
に
は
な
い
。
あ
る
の
は
、
「
短
篇
作
家
と
し
て
の
ポ
オ
」
と
「
ポ

オ
の
一
面
」
と
題
さ
れ
た
、
二
篇
の
講
演
草
稿
だ
け
で
あ
っ
て
、
両
者

と
も
細
部
に
欠
け
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
ま
で
に
｛
Ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｙ

‐
ｔ
ｅ
Ｔ

｝
冑
と
し
て
の
　
円
ｙ
・
勺
ｏ
Ｑ
」
と
い
う
講
演
草
稿
が
発
見
さ
れ
、
「
ポ

ー
の
片
彰
（
影
か
）
」
と
い
う
「
秋
田
魁
新
報
」
掲
載
の
エ
ッ
セ
エ
が

発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
や
は
り
ポ
オ
に
対
す
る
芥



川
の
共
感
が
並
々
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
と
も
な
評
論
こ
そ

な
か
っ
た
が
、
芥
川
は
批
評
家
で
あ
り
、
詩
ハ
で
あ
り
、
小
説
家
で
あ

っ
た
ポ
オ
の
生
涯
と
そ
の
特
質
を
調
べ
、
機
会
あ
る
ご
と
に
ポ
オ
に
関

す
る
講
演
を
し
、
新
聞
紙
上
に
筆
を
執
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

う
ち
、
特
に
、
「
短
篇
作
家
と
し
て
の
ポ
オ
」
は
、
ポ
オ
に
対
す
る
彼

の
共
感
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
興
味
深
い
。

　
こ
の
草
稿
は
、
ポ
オ
の
「
ア
ー
サ
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
・
ピ
ム
の
物
語
」

を
引
用
し
な
が
ら
、
ポ
オ
が
デ
フ
オ
の
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
」

の
迫
真
性
に
感
服
し
、
そ
の
手
法
を
学
ん
で
書
い
た
こ
と
を
推
定
し
た

上
で
、
更
に
、
浪
漫
的
、
幻
想
的
素
材
の
小
説
化
に
際
し
て
は
、
写
実

的
な
る
手
法
を
最
も
必
要
と
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、
最
後
に

ポ
オ
の
特
質
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
あ
る
意
味
で
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
小
説
の
生
命
を
左
右
す
る
。
こ

と
に
浪
漫
的
な
小
説
、
幻
想
的
な
小
説
、
あ
る
い
は
怪
奇
的
な
小
説
に

お
い
て
、
そ
れ
は
不
可
欠
の
要
素
で
あ
っ
て
、
芥
川
龍
之
介
が
小
説
の

文
体
に
並
々
な
ら
ぬ
辛
苦
を
重
ね
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
彼

の
小
説
の
魅
力
の
秘
密
は
、
こ
の
よ
う
な
写
実
的
で
古
典
的
な
ま
で
に

落
着
い
た
文
体
の
底
に
、
激
し
い
情
念
の
炎
を
結
晶
さ
せ
て
い
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。

　
さ
て
、
芥
川
は
、
ポ
オ
の
特
質
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
メ
モ
し
て

い
る
。

　
　
「
而
シ
テ
Ｐ
ｏ
ｅ
が
短
篇
作
家
ト
シ
テ
の
成
長
ハ
コ
ノ
　
r
e
a
l
i
s
t
i
c

m
e
t
h
o
d
（
写
実
的
方
法
）
と
r
o
m
a
n
t
i
c
　
m
a
t
e
r
i
a
l
（
浪
漫
的
素

材
）
と
の
調
和
ニ
ア
リ
シ
ト
云
フ
モ
過
言
ニ
ア
ラ
ズ
。
換
言
ス
レ
バ
彼

ハ
彼
の
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
　
i
n
t
e
l
l
e
c
二
分
析
的
知
性
）
ト
Ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ｉ
ｃｔ
ｅ
ｍ
ｐ
ｅ‐

r
a
m
e
n
t
（
詩
的
気
質
）
ト
ノ
錬
金
術
二
苦
労
シ
タ
作
家
ナ
リ
」

　
　
「
予
は
Ｐ
（
ポ
オ
）
　
ハ
　
a
r
d
e
n
t

a
s
p
l
．
r
a
t
i
o
n
（
熱
烈
な
る
熱
望
）

と
c
o
l
d

i
n
t
e
l
l
e
c
t
（
冷
静
な
知
性
）
と
の
特
殊
な
る
　
ｍ
ｉ
ｘ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ

　
（
混
合
体
）
な
り
と
云
ヘ
リ
。
－
略
－
Ｂ
（
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
）
を
動
か

し
た
も
の
は
何
ぞ
や
。
予
は
こ
の
理
性
と
情
熱
と
の
奇
怪
な
る
結
合
な

り
と
思
ふ
。
（
美
を
み
と
む
、
　
d
i
d
a
c
t
i
(
j
s
m
　
（
教
訓
・
啓
蒙
主
義
）

を
排
す
、
ｍ
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｙ
（
神
秘
・
不
可
思
議
）
を
愛
す
’
L
e
s

F
e
n
a
t
r
e
s
。

　
（
窓
）
ｅ
ｘ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
　
（
表
現
）
出
来
ぬ
も
の
は
な
い
、
L
e
m
a
t
t
r
e
（
ル

メ
イ
ト
ル
）
の
言
を
借
り
れ
ば
　
１
ｕ
ｎ
ａ
ｉ
ｒ
ｅ
（
月
光
の
）
な
風
景
を
描
く

に
せ
よ
。
）

　
彼
等
は
共
に
欺
か
れ
る
に
は
余
り
に
聡
明
で
あ
り
且
欺
か
れ
ず
に
ゐ

る
為
に
は
あ
ま
り
に
落
莫
た
る
人
生
に
堪
へ
得
な
か
っ
た
人
で
あ
り
ま

す
。

　
L
’
l
n
v
i
t
a
t
i
o
na
u

v
o
y
a
g
e
（
散
文
詩
「
旅
へ
の
誘
ひ
」
）
の
中
に

　
”
r
a
v
e
s
s
　
t
o
u
j
o
u
r
s
r
a
v
e
s
s
’
。
（
夢
見
よ
、
常
に
夢
見
よ
）

　
Ａ
１
１
　
ｔ
ｈ
ａ
ｔｗ
ｅ

ｓ
ｅ
ｅ
ｏ
ｒ

ｓ
ｅ
ｅ
ｍ
。

　
f

s

b
u
t
a

d
r
e
a
m
w
i
t
h
i
na

d
r
e
a
m
.

　
（
見
る
も
の
見
え
る
も
の
全
て
、
夢
の
ま
た
夢
）

　
さ
う
し
て
こ
の
心
境
は
独
り
Ｐ
（
ポ
オ
）
が
Ｂ
（
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
）

に
の
み
共
響
し
た
訣
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
T
O
　
H
e
l
e
n
　
（
ヘ
レ
ン
に
）

の
詩
￥
T
h
e

m
a
s
q
u
eo
f
t
h
e
R
e
d

D
e
a
t
h
（
赤
死
病
の
仮
面
）
の
作

21



者
の
心
境
は
同
時
に
又
我
々
の
心
境
の
一
部
を
な
す
事
で
あ
り
ま
す
ご

　
こ
こ
に
メ
モ
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
芥
川
龍
之
介
の
文
学
の
特

質
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
越
び
と
」
の
詩
人
、
「
地
獄
変
」

の
作
者
の
心
境
は
、
そ
の
ま
ま
ポ
オ
の
そ
れ
と
相
通
じ
合
う
も
の
で
あ

る
。
「
美
を
み
と
む
、
d
i
d
a
c
t
i
c
i
s
m
　
を
排
す
、
　
ｍ
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｙ
を
愛

す
」
と
こ
ろ
の
「
理
性
と
情
熱
と
の
奇
怪
な
る
結
合
」
。
「
欺
か
れ
る
に

は
余
り
に
聡
明
で
あ
り
且
欺
か
れ
ず
に
ゐ
る
為
に
は
あ
ま
り
に
落
莫
た

る
人
生
に
堪
へ
得
な
か
っ
た
人
」
。

　
芥
川
が
ポ
オ
に
見
た
も
の
は
、
右
の
よ
う
な
己
そ
の
む
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
彼
自
身
、
そ
の
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
　
i
n
t
e
U
e
c
t
と
p
o
e
t
i
c
　
t
e
m
p
e
‐

　
ｒ
ａ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
と
の
錬
金
術
に
苦
労
し
た
作
家
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
章
の
冒
頭
に
お
い
て
引
用
し
た
よ
う
に
、
堀
辰
雄
は
、
芥
川
が
ポ

オ
や
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
心
底
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
ど
う
し
よ
う
も
な
い

冷
酷
な
心
に
深
く
共
鳴
し
、
し
か
も
そ
れ
を
自
分
の
中
に
持
つ
こ
と
を

烈
し
く
欲
望
し
た
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
都
会
に
生
ま
れ
、
東
京

の
下
町
に
育
っ
た
芥
川
の
精
神
構
造
に
は
、
必
然
的
に
情
念
の
激
し
い

炎
と
醒
め
た
意
識
と
の
共
存
が
あ
っ
た
。

　
以
前
『
文
芸
広
場
』
（
昭
和
四
十
四
年
七
月
号
）
に
、
情
念
と
理
性

の
峡
間
で
）
と
題
し
て
芥
川
に
間
す
る
評
論
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
小
論
に
お
い
て
私
は
、
芥
川
の
中
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
内
在
し
て
い

る
情
念
の
炎
の
激
し
さ
が
、
彼
の
桂
の
で
面
の
知
的
調
和
の
城
壁
を
打

ち
砕
い
て
、
彼
を
狂
気
に
追
い
や
っ
た
と
書
い
た
。
こ
の
彼
の
内
面
の

〃

さ
け
よ
う
も
な
い
葛
藤
の
正
体
は
、
実
に
、
ポ
オ
に
芥
川
の
見
た
も
の
、

つ
ま
り
、
彼
自
身
の
　
a
r
d
e
n
ta
s
p
i
r
a
t
i
o
n
と
　
c
o
l
d

i
n
t
e
H
e
c
t

と
の
特
殊
な
m
i
x
t
u
r
e
と
し
て
の
精
神
的
な
存
在
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
小
橋
は
「
情
念
と
理
性
の
峡
間
で
」
と
対
に
な
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
次
に
そ
の
評
論
を
附
記
し
て
お
く
。

　
（
附
記
〉

　
　
　
「
情
念
と
理
性
の
峡
間
で
ー
－
兵
川
龍
之
介
の
世
界
〉

　
芥
川
龍
之
介
が
「
今
昔
物
語
に
就
い
て
」
を
書
い
た
の
は
、
彼
の
晩

年
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
彼
は
「
今
昔
物
語
」
の
時
代
に
お
い
て
は
、

妖
怪
変
化
が
現
世
で
横
行
し
て
い
た
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
一
文

の
主
題
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
こ
の
こ
と
ば
に
注
目
し
て
い
る
読
者
は
４
　
ｇ

ま
り
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
を
重
視
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
ば
の
行
間
に
龍
之
介
の
羨
望
の
声
が
ひ

そ
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
「
鼻
」
を
は
し
め
と

す
る
十
数
扁
の
作
品
に
、
今
昔
物
語
の
時
代
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
原
因
と
、
彼
の
作
品
世
界
を
解
く
鍵
が
、
こ
の
こ
と
ば
の
中
に

し
ま
い
こ
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
身
心
と
も
に
疲
れ
果
て
て
、
神
経
だ
け
が
異
常
に
鋭
い
輝
き
を
放
っ

て
い
た
晩
年
の
彼
に
、
身
心
と
も
に
ず
ぶ
と
く
描
か
れ
て
い
る
「
今
昔

物
語
」
の
あ
る
説
話
群
が
、
野
性
的
な
魅
力
に
溢
れ
て
見
え
た
こ
と
も
事

実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
っ
と
も
彼
の
心
を
と
ら
え
た
の
は
、
現
世

に
お
い
て
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
事
件
が
起
こ
り
、
な
お
か
つ
、
そ
れ
が
信



じ
ら
れ
て
い
た
時
代
の
魅
力
で
あ
っ
た
。
現
代
の
私
た
ち
と
違
っ
て
、

当
時
の
人
々
は
も
っ
と
真
剣
に
奇
異
を
信
じ
て
い
た
。
ミ
ス
テ
リ
ア
ス

好
み
の
龍
之
介
に
と
っ
て
、
そ
の
作
品
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
た
せ
る
た

め
に
は
、
ど
う
し
て
も
こ
の
時
代
を
背
景
に
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
逆
の
見
方
を
す
る
な
ら
ば
、
龍
之
介
が
、
当
時
を
作
品
の
背

景
に
盛
リ
こ
ん
だ
こ
と
自
体
、
彼
が
浪
漫
的
性
向
を
内
在
す
る
作
家
で

あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
古
典
を
志
向
す
る

彼
の
主
知
的
努
力
の
苦
悩
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。

　
た
と
え
ば
、
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
第
一
一
の
六
「
蔵
人
得
業
猿
訳
註

ノ
龍
ノ
事
」
に
案
を
得
だ
「
龍
」
と
い
う
小
説
に
お
い
て
、
こ
の
ヲ
コ

話
を
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
雲
で
包
み
、
龍
を
昇
天
さ
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
彼
の
態
度
。
奇
蹟
を
根
底
に
お
く
吉
利
支
丹
物
（
そ
こ
に
は
異

国
情
緒
も
ふ
ん
だ
ん
に
あ
る
の
だ
が
）
に
興
味
を
索
か
れ
た
彼
。
奇
異

に
異
常
な
関
心
を
示
し
、
河
童
に
愛
着
し
て
い
た
彼
。
こ
れ
ら
の
彼
を

総
合
す
る
時
、
自
己
の
作
品
に
厳
し
く
完
成
と
調
和
を
求
め
た
彼
の
主

知
的
な
、
あ
る
い
は
理
知
的
な
姿
の
背
後
に
う
ご
め
い
て
い
る
彼
の
本

質
と
も
考
え
ら
れ
る
神
秘
的
な
も
の
、
奇
異
な
も
の
に
対
す
る
憧
憬
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
浪
漫
派
の
作
家
た

ち
が
現
実
に
満
足
せ
ず
、
そ
の
憧
憬
を
ド
イ
ツ
の
中
世
紀
や
ギ
リ
シ
ャ

や
東
洋
諸
国
に
向
け
た
よ
う
に
、
彼
も
ま
た
、
そ
の
眼
を
日
本
の
上
古
、

中
世
に
、
あ
る
い
は
中
国
・
イ
ン
ド
に
向
け
た
の
で
あ
っ
た
。
前
述
し

た
よ
う
に
、
彼
の
作
品
の
背
景
が
現
代
か
こ
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
一
因
が
、
こ
こ
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
萩
原
朔
太
郎
が
友
人
と
酒
を
酌
み
交
し
て
い
た
時
、
芥
川
龍
之
介
が

　
他
の
人
々
と
そ
こ
に
や
っ
て
未
て
、
萩
原
は
ぼ
く
が
詩
人
で
な
い
と
断

　
言
し
た
そ
う
だ
が
、
ど
う
し
て
ぽ
く
は
詩
人
で
は
な
い
の
か
、
ぼ
く
は

　
自
分
で
自
分
を
詩
人
だ
と
思
っ
て
い
る
、
と
恐
し
い
剣
幕
で
朔
太
郎
に

　
く
っ
て
か
か
っ
た
と
い
う
挿
話
を
萩
原
朔
太
郎
が
書
い
て
い
る
。
（
芥

　
川
龍
之
介
の
死
）
こ
の
挿
話
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
龍
之
介
は
ま
た
、

　
自
分
を
詩
人
に
擬
し
て
い
た
。
小
説
家
で
あ
る
よ
り
詩
人
で
あ
る
こ
と

　
を
自
か
ら
望
ん
で
い
た
。
彼
の
抒
情
を
至
上
と
す
る
詩
の
後
篇
か
は
、

　
彼
の
小
説
同
様
私
の
心
を
魅
了
す
る
。
こ
れ
ら
の
詩
に
は
彼
の
激
し
い

　
情
感
が
堰
を
切
っ
た
水
の
よ
う
に
溢
れ
で
て
い
る
。
小
説
で
は
押
え
に

　
押
え
て
い
た
も
の
が
、
ど
う
に
も
押
え
き
れ
ず
に
溢
れ
で
て
い
る
よ
う

　
な
あ
ん
ば
い
で
あ
る
。
こ
れ
が
龍
之
介
の
赤
裸
な
姿
な
の
だ
。
彼
の
心
　
2
3

　
情
は
、
も
と
も
と
浪
漫
的
で
あ
り
、
そ
の
当
初
か
ら
情
念
の
人
で
あ
っ

　
た
の
だ
。
晩
年
、
彼
は
そ
の
こ
と
を
「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
中
で
次
の

　
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。

　
　
「
彼
は
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
か
ら
十
八
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
に

　
移
っ
て
行
っ
た
。
が
、
ル
ッ
ソ
オ
に
は
近
づ
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
或

　
は
彼
自
身
の
一
面
、
―
－
‐
情
熱
に
駆
ら
れ
易
い
一
面
の
ル
ッ
ソ
オ
に
近

。
い
為
か
も
知
れ
な
か
っ
た
ご
と
。
あ
る
い
は
又
、
「
彼
は
何
度
も
ヴ
イ

　
ヨ
ン
の
や
う
に
人
生
の
ど
ん
底
に
落
ち
よ
う
と
し
た
。
が
、
彼
の
境
遇

　
や
肉
体
的
子
不
ル
ギ
イ
は
か
う
云
ふ
こ
と
を
許
す
訣
は
な
か
っ
た
に

　
　
こ
の
告
白
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
初
期
に
お
い
て
情
念
の
人
と

　
し
て
の
自
己
の
一
面
を
、
冷
酷
に
拒
絶
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
彼
は



　
「
が
っ
し
り
と
出
来
上
っ
た
頭
脳
」
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
、

彼
の
本
質
的
な
一
面
で
あ
る
情
念
、
情
熱
か
ら
自
己
を
は
ぎ
取
る
仕
事

に
没
頭
す
る
。
こ
こ
に
彼
の
悲
劇
が
あ
り
、
狂
気
が
あ
っ
た
。

　
彼
を
こ
の
よ
う
に
厳
格
な
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
に
追
い
や
っ
た
原
因
は
い

ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
最
大
の
も
の
は
、
彼
の
境
遇
だ
っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
生
後
間
も
な
く
、
捨
子
の
形
式
で
芥
川
家
の
人
と

な
っ
た
彼
。
お
数
寄
坊
主
と
は
い
え
、
代
々
殿
中
に
奉
仕
し
て
い
た
家

柄
で
東
京
の
下
町
に
在
っ
た
芥
川
家
で
幼
少
時
代
を
送
っ
た
彼
。
そ
こ

で
彼
は
厳
格
な
躾
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。
人
に
笑
わ
れ
る
こ
と
（
特

に
大
衆
の
面
前
に
お
い
て
自
己
の
決
定
的
弱
点
と
自
分
が
思
い
こ
ん
で

い
る
自
己
の
一
面
を
さ
ら
け
出
し
て
笑
い
も
の
に
さ
れ
る
こ
と
）
を
極

度
に
怖
れ
、
嫌
悪
し
た
都
全
人
の
特
質
を
身
に
つ
け
た
彼
に
と
っ
て
、

文
学
で
生
き
る
道
は
唯
一
つ
、
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
更
に
決
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
実
母
の
発
狂
で
あ
っ
た
。
そ
の

結
果
、
彼
は
生
活
に
お
い
て
「
養
父
母
や
伯
母
に
遠
慮
勝
ち
な
生
活
を

つ
づ
け
」
そ
の
他
の
者
た
ち
に
対
し
て
も
同
様
の
生
活
を
送
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
同
時
代
の
作
家
た
ち
が
、
龍
之
介
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
を

読
ん
で
み
れ
ば
、
彼
が
い
か
に
感
情
を
表
出
せ
ず
に
交
際
し
て
い
た
か

が
よ
く
わ
か
る
。
朔
太
郎
に
か
み
つ
い
た
と
い
う
前
述
の
よ
う
な
事
件

は
、
龍
之
介
に
お
い
て
は
稀
有
な
例
外
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
そ
う
し
て

彼
は
、
「
生
活
的
宦
官
に
生
ま
れ
た
彼
自
身
を
軽
蔑
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ

な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
彼
の
性
格
は
彼
の
小
説
に
も
現
わ
れ
て
、

噴
火
の
炎
を
お
さ
え
る
妖
し
い
落
着
を
表
面
的
に
見
せ
る
作
品
と
な
っ

〃

た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
は
生
活
の
面
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
文
学
の

面
に
お
い
て
も
、
自
己
の
本
質
的
情
熱
を
否
定
し
続
け
、
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
激
し
い
自
己
嫌
悪
に
襲
わ
れ
な
が
ら
、
「
彼
自
身
の
他
の

一
面
、
－
‐
１
‐
冷
か
な
理
知
に
富
ん
だ
一
面
に
近
い
『
カ
ン
デ
イ
イ
ド
』

の
哲
学
者
に
近
づ
い
て
行
っ
た
」
の
で
あ
っ
た
。
が
、
「
ス
ト
イ
シ
ズ

ム
は
、
自
殺
と
い
よ
た
っ
た
一
つ
の
秘
蹟
し
か
待
た
な
い
宗
教
だ
！
」

と
い
う
「
悪
の
華
一
の
詩
八
の
叫
び
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
お
い
て
彼
を

待
ち
受
け
て
い
た
も
の
は
、
決
し
て
幸
福
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
の

こ
と
を
、
暗
示
的
な
こ
と
ば
で
次
の
よ
う
に
語
り
か
け
る
。

　
　
「
人
生
は
二
十
九
歳
の
彼
に
は
も
う
少
し
も
明
る
く
は
な
か
っ
た
。

が
、
ヴ
オ
ル
テ
エ
ル
は
か
う
云
ふ
彼
に
人
工
の
翼
を
供
給
し
た
。
彼
は
　
　
2
4

こ
の
人
工
の
翼
を
ひ
ろ
げ
、
易
や
す
と
空
へ
舞
ひ
上
っ
た
。
同
時
に
又

理
智
の
光
を
浴
び
た
人
生
の
歓
び
や
悲
し
み
は
彼
の
目
の
下
へ
沈
ん
で

行
っ
た
。
彼
は
見
す
ば
ら
し
い
町
々
の
上
へ
反
語
や
微
笑
を
落
し
な
が

ら
、
遮
る
も
の
の
な
い
空
中
を
ま
っ
直
に
太
陽
へ
登
っ
て
行
っ
た
。
丁

度
か
う
云
ふ
人
工
の
翼
を
太
陽
の
光
り
に
焼
か
れ
た
為
に
と
う
と
う
海

へ
落
ち
て
死
ん
だ
昔
の
希
蘆
人
も
忘
れ
た
や
う
に
。
…
…
…
」

　
彼
の
翼
を
焼
い
た
の
は
小
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
太
陽
で
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
彼
自
身
に
内
在
す
る
太
陽
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
初
に
お
い
て
、

彼
は
そ
の
太
陽
を
直
視
す
る
こ
と
を
さ
け
、
半
眼
の
霧
で
そ
れ
を
遮
る

こ
と
に
成
功
し
た
か
に
見
え
る
。
初
期
の
作
品
に
ほ
の
見
え
る
自
負
、

　
（
奇
異
な
題
材
を
扱
い
、
そ
の
作
品
の
底
に
自
己
の
激
し
い
炎
を
沈
め



さ
る
こ
と
の
で
き
た
古
典
的
な
ス
タ
イ
ル
が
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
彼

の
自
負
）
に
、
そ
れ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
成

功
は
、
あ
ま
り
長
続
き
が
し
な
か
っ
た
。
中
期
以
後
の
彼
の
作
品
に
は
、

や
が
て
浪
漫
的
反
語
が
氾
濫
し
、
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
が
、
そ
れ

ま
で
以
上
に
目
に
つ
く
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
手
段
は
、
自
己

を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
羽
目
に
自
か
ら
の
手
で
追
い
こ
ま
れ
た

彼
に
と
っ
て
、
自
己
防
衛
の
手
段
で
あ
り
、
彼
の
本
質
を
彼
う
必
死
の

努
力
の
現
わ
れ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
晩
年
の
作
品
「
歯
車
」
の
文
体
も
例
外
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
こ
で
は
、
彼
の
情
念
と
理
性
の
激
し
い
葛
　
藤
の
末
に
姿
を
現

わ
し
た
狂
気
の
様
相
が
、
そ
の
文
体
を
押
し
の
け
て
顔
を
の
ぞ
か
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
歯
車
」
の
中
で
彼
は
、
彼
の
心
象
に
お
け
る
仮
象
と
、
実
在
と
の

共
存
に
苦
し
め
ら
れ
、
実
在
と
幻
想
を
弁
別
し
験
然
と
し
よ
う
と
し
て

必
死
の
努
力
を
傾
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
血
み
ど
ろ
の
精
神
葛
藤

は
、
当
時
の
他
の
作
品
に
も
姿
を
現
わ
す
。
そ
し
て
分
裂
し
た
精
神
と

肉
体
、
自
他
へ
の
調
和
志
向
が
、
歯
車
の
幻
影
と
な
っ
て
彼
の
内
面
に

浮
上
す
る
、
精
神
分
析
学
の
専
門
家
で
な
い
私
は
、
精
神
病
理
学
の
上

で
歯
車
の
幻
想
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
知
ら
な
い
。
し
か

し
、
調
和
を
求
め
る
彼
が
、
晩
年
の
、
胃
袋
さ
え
忘
れ
た
神
経
ば
か
り

の
時
代
に
、
調
和
へ
の
フ
ラ
ス
ト
レ
イ
シ
ョ
ン
を
感
じ
な
か
っ
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
内
部
の
充
足
感
へ
の
欲
求
、
調
和
へ
の
要
求
が
、

彼
の
病
め
る
脳
裡
に
浮
か
び
出
て
来
な
か
っ
た
と
は
、
誰
が
断
言
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
突
然
彼
の
視
界
を
遮
る
誰
一
個
の
歯
車
。
他
の
歯
車
と

か
み
合
っ
て
流
れ
る
よ
う
に
回
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
し
い
調
和

を
創
り
上
げ
る
は
ず
の
歯
車
が
、
あ
た
か
も
不
協
和
音
の
よ
う
に
他
の

歯
車
の
群
か
ら
は
し
き
出
さ
れ
て
、
宙
に
さ
ま
よ
い
で
る
。
こ
の
無
気

味
な
一
個
の
歯
車
の
存
在
。
そ
れ
を
め
ぐ
る
彼
の
心
象
の
妖
し
い
世
界

が
、
黄
昏
の
光
を
帯
び
て
そ
こ
に
は
展
開
し
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
に
私

は
、
彼
の
晩
年
の
精
神
風
景
、
暗
黒
の
世
界
を
見
る
。
今
や
そ
こ
で
は
、

　
「
今
昔
物
語
」
の
そ
れ
と
は
異
質
な
も
の
で
は
あ
る
が
妖
怪
や
奇
異
が

現
世
に
お
い
て
横
行
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
好
み
の
龍

之
介
の
内
部
に
、
「
今
昔
物
語
」
の
時
代
を
借
り
る
必
要
の
な
い
、
彼

自
身
の
神
秘
的
な
宇
宙
が
、
彼
の
幸
、
不
幸
に
無
関
係
に
展
げ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
は
、
彼
の
見
ま
い
と
し
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
性
格

に
、
彼
の
他
の
一
面
、
知
的
調
和
の
城
壁
を
見
事
に
打
ち
砕
か
れ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
を
待
ち
う
け
て
い
る
も
の
は
、
自
殺

と
狂
気
し
か
な
い
。
彼
は
遂
に
自
か
ら
の
手
に
よ
っ
て
、
自
己
の
命
を

絶
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
文
芸
広
場
』
第
十
七
巻
第
七
号
よ
り
）
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