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一
、
は
じ
め
に

 
相
思
相
愛
の
青
春
男
女
が
恋
愛
し
、
そ
れ
が
実
を
結
ん
で
、

二
人
が
同
棲
の
生
活
に
入
る
。
こ
の
よ
う
な
恋
愛
か
ら
結
婚
と

い
う
展
開
あ
る
い
は
変
化
を
一
般
的
に
ど
う
受
け
止
め
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
結
婚
後
の
透
谷
の
心
境
は
、
明
治
二
十
六
年
八
月

下
旬
（
花
巻
よ
り
）
の
北
村
ミ
ナ
宛
書
簡
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
書
簡
は
、
家
長
と
し
て
の
無
責
任
を
な
じ
っ
た
ミ

ナ
の
書
簡
に
対
す
る
返
書
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
に
妻
に
対
す
る

不
満
が
か
な
り
激
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

二
人
の
生
き
方
は
折
り
合
わ
な
い
も
の
で
、
い
わ
ば
「
不
調
子
」

（
H
］
Z
O
O
Z
O
Q
H
ω
小
国
］
Z
臼
）
の
も
の
で
あ
る
。
「
昨
日
公
家
の
娘
、

今
ま
貧
詩
人
の
妻
」
で
あ
る
ミ
ナ
に
し
て
み
れ
ば
、
「
不
調
子
」

と
は
経
済
的
な
も
の
と
深
く
関
わ
り
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
「

透
谷
は
お
よ
そ
一
か
月
以
上
も
留
守
に
し
て
旅
を
し
て
歩
き
回
っ

て
い
る
。
夫
を
責
め
て
い
る
姉
さ
ん
女
房
、
ミ
ナ
の
怨
言
は
、

妻
と
し
て
尋
常
な
言
い
分
・
文
句
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
透
谷
の
方
も
ミ
ナ
に
不
平
を
漏
ら
す
。
「
夫
貧
す
れ
ば

初
め
て
妻
の
助
あ
り
と
き
く
も
の
を
、
わ
れ
は
貧
し
て
初
め
て

妻
の
怨
言
不
足
を
聞
く
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
ミ
ナ
と
の
結
婚

生
活
の
亀
裂
か
ら
涌
き
出
た
「
不
調
子
」
で
あ
る
。
結
婚
前
、

三
聖
と
ミ
ナ
の
恋
愛
の
時
代
に
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
程

の
不
幸
な
出
来
事
で
あ
る
。
恋
愛
と
結
婚
の
不
一
致
を
説
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
透
谷
の
内
面
世
界
は
、
そ
こ
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

 
明
治
二
十
五
年
六
月
一
日
、
結
婚
後
満
三
年
半
に
し
て
、
透

谷
と
ミ
ナ
の
間
に
長
女
英
子
が
生
ま
れ
た
。
透
谷
は
数
え
年
二

十
五
歳
で
父
と
な
る
。
彼
は
一
人
子
英
子
を
「
お
ふ
う
ち
ゃ
ん
」

と
呼
び
、
非
常
に
可
愛
が
っ
て
い
る
。
恋
愛
か
ら
結
婚
へ
の
選
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程
を
、
自
由
か
ら
束
縛
へ
の
道
と
み
た
透
谷
は
、
父
と
い
う
厳

粛
な
事
実
が
新
し
く
添
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
い
う

「
甘
藍
」
は
さ
ら
に
厳
し
い
も
の
と
な
る
。
し
か
し
必
ず
し
も

「
実
世
界
の
束
縛
」
が
割
谷
の
浪
漫
精
神
を
衰
弱
さ
せ
た
と
は

言
い
切
れ
な
い
。
長
女
英
子
の
誕
生
が
透
谷
を
新
し
い
世
界
に

取
り
組
ま
せ
る
き
っ
か
け
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

 
英
子
が
誕
生
し
て
間
も
な
く
二
作
が
発
表
さ
れ
た
。
「
鬼
心

非
鬼
心
」
（
明
治
二
十
五
年
十
一
月
）
と
翻
訳
物
「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー

フ
の
小
品
」
（
明
治
二
十
五
年
十
二
月
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ

の
二
作
は
い
ず
れ
も
親
子
の
関
係
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

自
然
に
赤
子
英
子
へ
の
父
透
谷
の
愛
情
が
潜
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。

い
わ
ば
、
大
人
世
界
に
対
応
す
る
透
谷
特
有
の
子
供
観
が
内
在

さ
れ
て
い
る
。
な
お
「
鬼
心
非
鬼
心
」
に
は
窮
迫
の
た
め
に
我

が
子
を
殺
す
「
親
の
情
」
。
一
方
、
「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
小
品
」

に
は
絶
体
絶
命
の
窮
地
に
晒
さ
れ
た
子
を
救
う
た
め
に
、
救
い

の
手
を
差
し
伸
べ
る
「
親
の
愛
」
が
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
い
る
。

 
つ
ま
り
、
二
作
に
お
け
る
「
親
の
情
」
と
「
親
の
愛
」
は
、

互
い
に
両
極
端
の
様
相
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
他
界
に
対

す
る
観
念
」
（
明
治
二
十
五
年
十
月
）
に
お
い
て
、
「
無
辺
無
涯

の
美
妙
を
支
給
す
」
べ
き
「
二
元
性
」
の
世
界
観
を
示
唆
す
る

も
の
で
あ
る
。
が
、
こ
の
・
「
親
の
愛
」
は
そ
れ
ま
で
の
先
行
研

究
者
達
の
研
究
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
に
は

「
親
の
愛
」
を
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
い
、
伝
統
的
な
日
本
特

有
の
文
化
が
内
在
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、

透
谷
の
文
学
世
界
の
な
か
で
「
親
の
愛
」
は
ど
ん
な
形
象
を
与

え
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か

と
い
う
問
題
は
彼
の
文
学
世
界
に
近
付
く
大
切
な
媒
介
体
に
な

る
と
思
う
。
要
す
る
に
、
長
女
英
子
誕
生
を
き
っ
か
け
に
生
み

出
さ
れ
た
「
親
の
愛
」
が
正
平
の
世
界
観
に
ど
う
働
い
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
透
谷
が
「
鬼
心
非
鬼

心
」
と
「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
小
品
」
を
執
筆
し
た
背
景
は
何
で

あ
る
か
と
い
う
問
い
に
通
じ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
二
、
「
小
児
」
観

 
子
供
の
世
界
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
聖

書
の
話
を
借
り
て
み
よ
う
。
マ
ル
コ
福
音
書
の
（
一
〇
占
Q
。
'
嵩
）

に
「
子
供
を
祝
福
す
る
」
-
の
章
が
あ
る
。
イ
エ
ス
に
触
れ
て

い
た
だ
く
た
め
に
、
人
々
が
子
供
達
を
連
れ
て
く
る
。
弟
子
た

ち
は
そ
れ
を
見
る
と
す
ぐ
非
難
す
る
。
子
供
達
の
相
手
を
す
る

に
は
イ
エ
ス
は
あ
ま
り
に
も
重
要
な
方
、
忙
し
す
ぎ
る
方
で
あ

る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
は
こ
れ
を
見
て

憤
る
。
弟
子
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
驚
い
た
か
想
像
に
難
く
な
い
。

イ
エ
ス
は
こ
う
言
わ
れ
る
。
「
子
供
た
ち
を
わ
た
し
の
と
こ
ろ

に
来
さ
せ
な
さ
い
。
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
。
神
の
国
は
こ
の
よ
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う
な
者
た
ち
の
も
の
で
あ
る
。
」
と
言
わ
れ
て
、
そ
れ
か
ら

「
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
。
子
供
の
よ
う
に
神
の
国
を
受
け
入

れ
る
人
で
な
け
れ
ば
、
決
し
て
そ
こ
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

と
付
け
加
え
ら
れ
る
。
親
た
ち
は
た
だ
「
触
っ
て
」
も
ら
う
た

け
で
も
い
い
と
思
っ
て
子
供
た
ち
を
連
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

イ
エ
ス
の
さ
れ
た
こ
と
は
親
の
期
待
を
は
る
か
に
超
え
た
も
の

で
あ
る
。
イ
エ
ス
が
子
供
た
ち
を
時
間
を
奪
う
厄
介
者
と
見
て

お
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 
マ
タ
イ
福
音
書
の
（
一
。
。
-
一
㎝
）
に
「
天
の
国
で
い
ち
ば
ん
偉

い
者
」
の
章
が
あ
る
。
弟
子
た
ち
が
イ
エ
ス
に
聞
く
。
「
い
っ

た
い
だ
れ
が
、
天
の
国
で
い
ち
ば
ん
偉
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。

そ
こ
で
、
イ
エ
ス
は
一
人
の
子
供
を
呼
び
寄
せ
、
彼
等
の
中
に

立
た
せ
て
、
こ
う
言
わ
れ
る
。
子
供
た
ち
は
普
通
な
ん
で
も
知

り
た
が
り
、
ま
た
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
親
の
言
葉
を
素
直
に
受

け
入
れ
て
他
の
子
供
た
ち
の
前
で
親
を
擁
護
す
る
こ
と
さ
え
す

る
。
言
わ
れ
る
こ
と
を
よ
く
受
け
入
れ
る
。
教
え
や
す
い
子
供

の
気
質
は
、
神
の
王
国
に
入
る
こ
と
を
願
う
人
す
べ
て
が
見
倣

う
に
値
す
る
。
「
自
分
を
低
く
し
て
、
こ
の
子
供
の
よ
う
に
な

る
人
が
、
天
の
国
で
い
ち
ば
ん
偉
い
の
だ
。
わ
た
し
の
名
の
た

め
に
こ
の
よ
う
な
一
人
の
子
供
を
受
け
入
れ
る
者
は
、
わ
た
し

を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と
締
め
括
ら
れ
る
。
以
上
に
み

て
わ
か
る
よ
う
に
、
「
子
供
」
の
世
界
が
「
天
の
国
」
の
も
の

で
あ
る
と
い
う
聖
書
の
教
え
は
透
谷
の
「
小
児
」
観
に
矛
盾
し

な
い
。

 
透
谷
に
と
っ
て
子
供
は
ど
の
よ
う
に
形
象
さ
れ
て
い
る
か
。

「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
（
明
治
二
五
年
二
月
）
に
は
「
小
児
」
・

「
少
年
」
が
「
想
世
界
」
の
主
体
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
長

女
英
子
の
誕
生
の
時
期
か
ら
考
え
る
に
、
こ
の
評
論
は
夫
人
ミ

ナ
が
英
子
を
身
篭
っ
て
い
る
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

近
い
う
ち
に
生
れ
る
子
供
の
様
子
が
透
谷
の
目
の
前
に
ち
ら
つ

く
。
そ
の
「
小
児
」
を
自
分
の
文
学
像
を
象
徴
す
る
「
想
世
界
」

の
主
体
に
浮
彫
に
す
る
。
「
小
児
」
は
社
会
の
し
が
ら
み
に
苦

し
め
ら
れ
ず
真
直
に
伸
び
、
本
来
の
「
想
世
界
」
に
成
長
し
、
．

「
実
世
界
」
を
知
ら
ぬ
者
で
あ
る
。
即
ち
、
国
界
の
不
調
子
を

知
ら
ぬ
「
純
撲
な
る
少
年
」
の
世
界
が
「
想
世
界
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
小
児
」
は
生
活
の
上
に
「
実
世
界
」
と
接
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
だ
か
ら
、
両
世
界
は
相
争
い
、
相
睨
む
と
い
う
関

係
を
保
つ
。
「
世
の
奥
に
貫
か
」
ぬ
「
少
年
」
の
頃
人
世
の
不

調
子
を
見
初
め
る
時
に
、
「
初
理
想
」
の
甚
だ
外
れ
る
の
を
感

じ
さ
せ
ら
れ
る
。
つ
い
に
「
実
世
界
」
を
日
子
し
、
「
厭
兆
す

る
情
」
が
起
こ
る
。
こ
れ
が
「
厭
世
思
想
」
を
胎
生
す
る
動
機

に
な
る
。
「
想
世
界
」
と
「
実
世
界
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
無
邪
気

の
世
界
」
・
「
理
想
世
界
」
、
「
浮
世
」
・
「
裟
婆
」
と
も
言
い

換
え
ら
れ
る
。
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エ
マ
ソ
ン
の
「
愛
」
2
に
は
磁
位
の
両
文
学
像
「
想
世
界
」

と
「
実
世
界
」
、
そ
し
て
「
小
児
」
の
原
拠
に
当
た
る
べ
き
と

こ
ろ
が
あ
る
。

 
 
 
大
人
に
な
る
と
限
り
な
い
良
心
の
苛
責
が
、
蕾
の
こ
ろ

 
 
の
歓
喜
の
思
い
出
を
に
が
に
が
し
い
も
の
に
し
、
す
べ
て

 
 
の
い
と
し
い
人
の
名
前
を
か
く
し
て
し
ま
う
。
何
事
も
知

 
 
性
ま
た
は
真
理
の
観
点
か
ら
眺
め
れ
ば
き
れ
い
な
も
の
で

 
 
あ
る
。
け
れ
ど
も
体
験
と
し
て
眺
め
れ
ば
、
す
べ
て
は
酸

 
 
い
。
細
か
な
事
実
は
悲
し
い
、
し
か
し
、
計
画
そ
の
も
の

 
 
は
立
派
で
高
貴
で
あ
る
。
現
実
の
世
の
中
 
 
時
と
所
に

 
 
制
約
さ
れ
た
こ
の
痛
ま
し
い
王
国
 
 
に
は
心
配
、
悩
み
、

 
 
お
よ
び
恐
怖
が
住
ん
で
い
る
。
思
想
に
は
、
思
想
に
は
、

 
 
永
遠
の
士
暑
悦
、
歓
喜
の
バ
ラ
が
馨
っ
て
い
る
。
ミ
ュ
ー
ズ

 
 
の
神
々
は
み
な
そ
の
ま
わ
り
で
歌
っ
て
い
る
の
だ
。
け
れ

 
 
ど
も
悲
嘆
は
名
と
か
ら
だ
と
、
昨
日
今
日
の
局
部
的
な
利

 
 
害
に
執
着
す
る
。
 
 
（
入
江
勇
起
男
訳
、
以
下
同
様
）

 
「
蕾
の
こ
ろ
」
は
「
少
年
」
の
世
界
、
「
幼
い
こ
ろ
」
と
も

言
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
歓
喜
の
思
い
出
が
あ
り
、
何
事
も
知
性

ま
た
は
真
理
の
観
点
か
ら
眺
め
よ
う
と
す
る
。
他
の
言
葉
で
言

う
と
、
「
最
も
幼
い
こ
ろ
の
い
ん
ぎ
ん
と
親
切
の
表
明
は
自
然

界
の
示
す
最
も
魅
力
的
な
絵
と
な
る
。
そ
れ
は
粗
野
で
質
朴
な

人
の
中
に
見
ら
れ
る
礼
節
と
優
雅
さ
の
曙
光
で
あ
る
」
と
な
る
。

こ
の
「
幼
い
こ
ろ
」
に
は
体
験
後
の
「
酸
」
さ
は
な
く
、
「
き

れ
い
な
も
の
」
だ
け
感
じ
ら
れ
る
。
体
験
後
の
時
と
所
に
制
約

さ
れ
た
「
現
実
の
世
の
中
」
が
「
大
人
」
の
世
界
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
、
里
山
の
言
う
「
実
世
界
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
「
心
配
」
、
「
悩
み
」
、
お
よ
び
「
恐
怖
」
が
あ
る
。
「
蕾
の

こ
ろ
」
は
限
り
な
い
良
心
の
苛
責
に
苦
し
め
ら
れ
る
「
大
人
」

の
世
界
に
よ
っ
て
、
徹
底
的
に
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の

中
で
永
遠
の
喜
悦
、
歓
喜
の
バ
ラ
を
馨
ら
せ
る
思
想
こ
そ
「
恋

愛
」
で
あ
る
。
ミ
ュ
ー
ズ
の
神
々
は
そ
の
回
り
で
「
恋
愛
」
を

謳
歌
す
る
。
つ
ま
り
、
「
蕾
の
こ
ろ
」
と
「
大
人
」
の
世
界
に

そ
れ
ぞ
れ
象
徴
さ
れ
る
「
想
世
界
」
と
「
実
世
界
」
、
そ
し
て

「
恋
愛
」
の
問
題
等
は
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
の
そ
れ
と
重
な

る
。 

「
実
世
界
」
は
強
大
な
勢
力
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
既
に

「
浮
世
の
刺
衝
に
当
り
た
る
上
は
、
好
し
や
苦
戦
野
間
す
る
と

て
も
、
遂
に
は
弓
折
れ
箭
尽
く
る
の
悲
運
を
招
く
に
至
る
こ
そ

理
の
数
な
れ
」
と
あ
る
。
「
想
世
界
」
指
向
の
「
小
児
」
・

「
少
年
」
が
「
浮
世
」
に
ぶ
つ
か
っ
て
敗
れ
る
の
は
当
然
の
結

果
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
「
想
世
界
の
敗
将
」
は
気
阻
み
心
疲

れ
て
、
何
物
を
か
得
て
満
足
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
ほ

か
な
ら
ぬ
「
恋
愛
」
で
あ
る
。
即
ち
、
「
想
世
界
と
実
世
界
と

の
争
戦
よ
り
想
世
界
の
敗
将
を
し
て
立
籠
ら
し
む
る
牙
城
と
な
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る
」
も
の
が
「
恋
愛
」
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
此
恋
愛

あ
れ
ば
こ
そ
、
実
世
界
に
乗
入
る
欲
望
を
惹
起
す
る
な
れ
」
と

さ
れ
、
「
恋
愛
」
の
役
割
は
「
想
世
界
」
と
「
実
世
界
」
を
媒

介
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
「
恋
愛
」
の
役
割
に
つ
い
て
の

透
谷
の
見
解
は
、
エ
マ
ソ
ン
・
の
考
え
方
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
。

 
以
上
に
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、
透
谷
の
言
う
「
想
世
界
」
と

「
実
世
界
」
の
問
題
は
、
か
な
ら
ず
し
も
透
谷
の
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
「
想
」
と
「
実
」
と
い
う
言
葉

の
援
用
に
つ
い
て
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
そ
の
源
泉
は
や
は
り
、

吉
田
精
一
氏
の
指
摘
の
通
り
、
エ
マ
ソ
ン
に
汲
ん
で
い
る
と
見

ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
、
た
だ
、
「
想
世
界
」
の
敗
将
を
た
す

け
、
満
足
さ
せ
る
牙
城
は
「
恋
愛
」
と
い
う
点
に
、
透
谷
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
思
想
が
あ
る
。
そ
れ
に
「
小
児
」
・
「
少
年
」
も
エ

マ
ソ
ン
の
「
愛
」
を
原
拠
に
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
に
は
試
練
や
困
難
に
堪
え
ら

れ
な
い
子
供
を
見
守
る
「
親
の
愛
」
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
三
、
「
鬼
心
非
鬼
心
」

 
「
鬼
心
非
鬼
心
」
は
窮
迫
の
た
め
に
我
が
子
を
殺
す
「
狂
女
」

の
物
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
人
子
英
子
の
生
ま
れ
て
か
ら
ほ
ぼ

五
か
月
振
り
の
明
治
二
十
五
年
十
一
月
五
日
、
「
白
表
・
女
学

雑
誌
」
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
東
禅
寺
境
内
に
住
ん
で

い
た
時
の
見
聞
に
基
く
＜
実
文
〉
と
し
て
の
小
品
で
あ
る
。

 
四
人
家
族
の
家
庭
が
あ
る
。
夫
婦
共
に
真
面
目
で
正
直
で
あ

る
。
二
人
の
間
に
十
五
歳
の
娘
と
六
歳
の
少
児
が
あ
る
。
八
百

屋
の
担
ぎ
売
り
に
頼
る
生
活
は
貧
し
い
な
が
ら
、
そ
の
日
そ
の

日
を
辛
う
じ
て
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
妻
に
は
い
つ
の
頃
か

ら
か
、
何
と
な
く
気
馨
の
様
子
が
見
え
始
め
る
。
が
、
夫
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
近
所
の
人
々
も
そ
れ
に
気
付
か
な
い
。
し
か
も
、

こ
こ
一
二
四
年
の
金
融
の
逼
迫
の
た
め
に
世
の
有
様
は
様
々
の
転

変
を
見
た
が
、
そ
の
日
稼
ぎ
の
商
人
に
軽
か
ら
ぬ
不
幸
を
も
た

ら
し
た
。
正
直
を
も
っ
て
商
売
す
る
も
の
に
不
正
の
損
失
を
蒙

ら
せ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
夫
婦
は
ま
だ
さ
ほ
ど
の
困
難
に
は

陥
ら
な
い
。
が
、
妻
は
気
欝
の
よ
う
す
を
そ
れ
と
な
く
見
せ
始

め
る
。
「
或
日
の
事
」
、
妻
は
娘
を
家
に
残
し
、
少
児
を
携
え
て

出
か
け
る
。
一
家
の
生
活
に
苦
し
む
彼
女
は
米
を
買
う
銭
を
算

え
つ
つ
、
ふ
と
次
の
言
葉
を
漏
ら
す
。
「
も
し
こ
の
小
児
な
か

り
せ
ば
、
日
々
に
二
銭
を
省
く
こ
と
を
得
べ
き
に
」
と
。
つ
い

に
彼
女
は
東
禅
寺
の
う
ら
で
小
児
を
石
で
打
ち
つ
け
て
、
墓
の

そ
ば
の
石
桶
の
中
に
さ
か
さ
ま
に
沈
め
殺
し
た
。
一
方
、
一
夜

明
け
る
と
正
気
に
戻
っ
て
深
く
罪
を
感
じ
「
共
に
死
な
む
」
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
親
の
情
」
を
見
せ
る
。
が
、
つ
い
に
彼

女
は
「
狂
女
」
に
な
り
、
あ
っ
ち
こ
っ
ち
を
俳
徊
す
る
。
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以
上
の
筋
か
ら
考
え
る
に
、
こ
の
作
の
主
題
は
「
児
殺
」
で

あ
る
。
そ
の
原
因
は
経
済
的
な
貧
し
さ
の
た
め
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
気
諺
病
が
我
が
母
の
内
面
世
界
に
大
き
く
働
き
か
け
た
と

言
え
よ
う
。
も
し
我
が
母
が
気
象
病
に
罹
っ
て
い
な
か
っ
た
な

ら
ば
「
偶
然
の
狂
乱
」
と
い
う
凄
ま
じ
い
事
件
に
ま
で
至
ら
な

か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
に
透
谷
が
何
故
わ
ざ
と
「
狂
女
」

を
登
場
さ
せ
て
い
る
か
と
い
う
謎
め
い
た
問
題
が
解
か
れ
よ
う
。

親
と
し
て
子
を
殺
し
、
子
と
し
て
親
を
殺
す
と
い
う
行
為
は
大

逆
不
道
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
並
み
の
人
間
に
は
と
う
て
い

想
像
も
出
来
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
児
殺
」
と
は
正
に
「
人

間
の
運
命
」
の
は
か
な
さ
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

「
児
殺
」
は
人
間
の
罪
、
個
人
の
罪
で
は
な
い
。
こ
れ
は
人
間

を
取
り
巻
く
運
命
、
い
わ
ば
「
社
会
の
罪
」
で
あ
る
、
と
透
谷

は
言
い
窮
す
。
つ
ま
り
、
「
鬼
心
」
と
は
「
迅
且
大
」
な
る

「
ま
が
つ
び
の
魔
力
」
に
取
り
つ
か
れ
て
起
こ
さ
せ
ら
れ
る

「
偶
然
の
狂
乱
」
を
言
う
。
こ
の
作
の
題
目
と
し
て
「
鬼
心
」

を
決
め
た
背
景
に
は
「
社
会
の
罪
」
を
痛
切
に
批
判
し
よ
う
と

す
る
面
谷
の
意
図
が
潜
ん
で
い
る
と
思
う
。

 
生
活
の
窮
迫
の
た
め
に
我
が
子
を
殺
す
行
為
、
い
わ
ば
「
児

殺
」
は
昔
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
『
今
昔
物
語
』
巻
第
九
、

震
旦
郭
巨
の
話
、
そ
し
て
民
俗
学
者
柳
田
国
男
氏
の
「
山
の
人

生
」
、
等
に
子
殺
し
の
場
面
が
出
る
。
世
間
の
ひ
ど
く
不
景
気

の
年
に
、
や
む
を
得
ず
我
が
子
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
親

の
悲
し
い
気
持
ち
が
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
。
東
西
古
今
を
問

わ
ず
、
子
供
は
そ
の
生
存
権
を
親
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
き
た
。

貧
し
さ
の
中
で
多
く
の
子
供
達
は
殺
さ
れ
、
餓
死
さ
せ
ら
れ
、

遺
棄
さ
れ
た
。
子
殺
し
は
特
に
、
江
戸
後
期
の
凶
作
、
長
期
間

の
餓
饒
を
契
機
に
一
挙
に
広
が
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が

間
引
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
、
嬰
児
を
殺
す

行
為
を
言
う
。
江
戸
時
代
に
は
農
作
が
実
ら
ず
多
く
の
人
々
が

飢
え
苦
し
ん
だ
飢
謹
が
幾
度
か
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
最
も
長
く

七
年
間
も
飢
饒
の
続
い
た
、
い
わ
ば
天
保
七
年
飢
鯉
が
最
も
酷

か
っ
た
。
こ
れ
は
天
保
四
年
（
一
。
。
G
。
。
。
）
か
ら
同
七
年
に
か
け
て
の

全
国
的
飢
謹
を
い
う
。
東
北
地
方
だ
け
で
も
十
万
人
を
超
え
る

人
達
が
飢
え
の
た
め
に
あ
る
い
は
疫
病
に
か
か
っ
て
死
ん
だ
。

そ
し
て
、
全
国
の
死
者
は
疫
病
死
を
ふ
く
め
二
十
万
か
ら
三
十

万
に
及
ぶ
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
全
国
的
凶
作
は
子
殺

し
の
主
な
原
因
に
な
っ
た
。
子
供
の
運
命
と
は
あ
ま
り
に
も
悲

し
い
も
の
で
あ
る
。

 
江
戸
時
代
後
期
に
は
間
引
は
ほ
と
ん
ど
全
国
的
に
行
な
わ
れ

て
い
た
。
こ
の
風
習
は
明
治
以
後
に
至
っ
て
も
容
易
に
根
絶
さ

れ
な
か
っ
た
。
一
方
、
「
七
歳
ま
で
は
神
の
子
」
5
と
言
い
、

七
歳
以
下
の
嬰
児
と
幼
児
が
我
が
親
に
殺
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。

こ
れ
も
間
引
と
同
じ
く
昔
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
以
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後
に
至
っ
て
、
親
子
心
中
の
形
で
行
な
わ
れ
始
め
た
。
柳
田
国

男
氏
に
言
わ
せ
る
と
、
生
活
の
苦
闘
に
堪
え
か
ね
た
世
の
若
い

母
親
た
ち
が
、
ま
だ
東
西
も
知
ら
ぬ
幼
児
を
道
連
れ
に
す
る
の

で
な
け
れ
ば
死
な
ぬ
と
い
う
の
は
、
明
治
以
後
の
一
つ
の
流
行

で
あ
っ
た
。
、
そ
の
背
景
に
は
子
殺
し
を
殺
人
罪
と
し
て
意
識

し
て
い
な
い
と
い
う
日
本
文
化
の
独
自
性
が
あ
る
。
生
れ
た
ば

か
り
の
赤
子
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一
般
に
六
歳
く
ら
い
か
ら

下
の
子
供
は
ほ
と
ん
ど
一
人
前
の
人
間
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な

か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
間
引
で
あ
れ
、
道
連
れ
の
た
め
の
子
殺

し
で
あ
れ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
殺
人
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
刑
法
の
対
象
に
な
る
よ
り
、
も
っ
ぱ
ら
教
化
の
対
象
に

な
る
。
そ
れ
が
社
会
通
念
と
し
て
通
用
し
て
い
た
ら
し
い
。
七

歳
以
上
の
子
供
も
子
殺
し
の
対
象
に
な
る
が
、
十
五
歳
に
な
れ

ば
、
名
実
と
も
に
一
人
前
と
認
め
ら
れ
て
そ
の
危
険
か
ら
免
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
六
歳
と
十
五
歳
の
二
人
子
の
中
で
、
六
歳

の
方
を
殺
し
て
、
自
分
も
す
ぐ
一
緒
に
死
の
う
と
す
る
「
狂
女
」
。

こ
の
「
鬼
心
非
鬼
心
」
の
筋
は
以
上
の
よ
う
な
子
殺
し
伝
承
に

相
応
し
い
。

 
江
戸
後
期
に
至
っ
て
、
官
庁
の
厳
し
い
取
り
締
ま
り
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
子
殺
し
は
な
か
な
か
断
絶
さ
れ
な
い
。
子
殺
し
を

社
会
的
に
も
許
容
す
る
文
化
が
生
じ
た
ら
し
い
。
そ
の
背
景
に

は
日
本
伝
統
の
死
生
観
が
潜
ん
で
い
る
。
日
本
伝
統
の
死
生
観

は
、
人
間
の
生
を
あ
た
か
も
四
季
の
め
ぐ
り
の
よ
う
に
輪
廻
す

る
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
れ
は
「
徒
然
草
」
百
五

十
五
段
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
春
が
暮
れ
て
後
夏
に
な
り
、

夏
が
終
っ
て
秋
が
来
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
春
は
そ
の
ま

ま
夏
の
気
配
を
は
ら
み
、
夏
の
う
ち
か
ら
既
に
秋
の
趣
は
流
通

し
、
秋
は
そ
の
ま
ま
で
も
う
寒
く
な
る
。
そ
し
て
、
木
の
葉
が

落
ち
る
の
も
先
に
落
ち
て
か
ら
芽
ぐ
む
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

下
よ
り
芽
ぐ
み
き
ざ
す
生
命
の
力
に
堪
え
切
れ
な
い
で
、
古
い

葉
が
落
ち
る
、
と
。
生
は
死
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
、
死
は
生

に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
、
生
と
死
が
互
い
に
補
完
し
合
い
、
連
続

す
る
世
界
。
そ
こ
に
永
遠
に
輝
き
続
け
る
真
の
生
命
が
存
在
す

る
。
だ
か
ら
、
人
間
の
生
と
は
一
回
的
な
も
の
で
は
な
く
絶
え

ず
に
繰
り
返
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
輪
廻
、
転
生
の
思

想
が
子
殺
し
思
想
の
根
底
に
流
れ
込
ん
で
い
る
。

 
七
歳
ま
で
の
子
は
、
神
と
人
間
の
中
間
的
存
在
と
し
て
見
な

さ
れ
た
。
だ
か
ら
、
嬰
児
は
ま
だ
こ
の
世
の
人
と
し
て
迎
え
入

れ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
理
由
で
こ
の
ま
ま
こ
の

世
に
迎
え
入
れ
難
け
れ
ば
、
あ
の
世
へ
も
う
一
度
戻
す
も
の
と

考
え
ら
れ
た
。
間
引
き
を
多
く
の
地
方
で
コ
戻
す
」
「
帰
す
」

と
表
現
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
意
識
の
反
映
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
，
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
子
殺
し
伝
承
思
想
が
透
谷
の
言

う
「
児
殺
」
に
流
れ
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
、
「
児
殺
」
す
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「
親
の
情
」
に
は
子
供
の
世
界
で
あ
る
「
無
邪
気
の
世
界
」
、

「
想
世
界
」
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
透
谷
の
意
図
が
潜
ん
で
い

る
と
思
う
。
な
お
、
面
谷
は
日
本
の
子
殺
し
伝
承
の
底
に
流
れ

て
い
る
「
ま
が
つ
び
の
魔
力
」
を
詩
想
中
に
産
み
出
す
こ
と
が

出
来
た
と
言
え
よ
う
。

 
「
鬼
心
非
鬼
心
」
に
お
け
る
「
鬼
心
」
の
問
題
は
そ
の
後
の

書
評
「
罪
と
罰
」
（
明
治
二
十
五
年
十
二
月
十
七
日
）
と
「
『
罪

と
罰
』
の
殺
人
罪
」
（
明
治
二
十
六
年
一
月
十
四
日
）
に
ま
で

貫
く
。
こ
れ
は
ロ
シ
ア
の
作
家
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
小
説

『
罪
と
罰
』
．
の
書
評
で
あ
る
。
贈
爵
は
書
評
「
罪
と
罰
」
の
中

に
「
第
八
回
以
後
は
そ
の
罪
に
よ
り
て
い
か
な
る
『
罰
」
、
精

神
的
の
罰
、
心
中
の
鬼
を
穿
ち
出
で
＼
益
精
に
、
益
妙
な
り
」

と
評
す
る
。
小
説
『
罪
と
罰
』
を
「
心
中
の
鬼
を
穿
ち
出
」
た

「
心
理
的
小
説
」
と
み
て
い
る
。
こ
の
「
心
中
の
鬼
」
と
は
他

な
ら
ぬ
「
鬼
心
」
を
言
う
。
だ
か
ら
、
書
評
「
罪
と
罰
」
は
前

作
「
鬼
心
非
鬼
心
」
に
続
く
も
う
一
つ
の
「
心
理
的
小
説
」
で

あ
る
。
こ
こ
に
二
作
の
繋
り
が
あ
る
。
二
作
は
共
に
殺
人
を
素

材
に
し
て
そ
の
原
因
を
餓
え
に
求
め
て
い
る
。
我
が
子
を
殺
す

母
が
そ
れ
で
あ
り
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
高
利
貸
老
婆
を
虐

殺
す
る
に
至
る
ま
で
の
道
程
が
そ
れ
で
あ
る
。

 
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
も
う
二
週
間
に
も
な
る
の
に
部
屋
に

閉
じ
込
め
ら
れ
て
外
に
出
掛
け
な
い
。
彼
は
食
う
も
の
も
な
し

で
坐
っ
て
い
る
。
女
中
に
聞
か
れ
て
も
「
考
へ
る
事
」
（
墓
㎝
）

、
と
答
え
る
だ
け
で
あ
る
。
彼
は
現
実
世
界
に
程
遠
く
切
り

離
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
瞬
間
彼
は
自
分
の
心
身
が
ひ
ど
く
弱
っ

て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
実
際
彼
は
、
も
う
二
日
問
、
ほ
と
ん

ど
何
も
食
っ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
こ
う
い
う
こ
と
は
、
あ
ま

り
も
の
に
凝
り
す
ぎ
た
「
あ
る
種
の
偏
執
狂
」
に
よ
く
あ
る
。

も
う
「
真
実
に
頼
る
庭
が
な
」
（
蕊
○
。
）
い
、
と
い
う
こ
の
一

句
が
窮
迫
が
ど
ん
な
に
ひ
ど
い
も
の
で
あ
る
か
を
訴
え
て
い
る
。

質
屋
か
ら
帰
り
道
に
飲
み
屋
に
寄
る
。
自
分
が
こ
う
急
に
弱
っ

て
し
ま
っ
た
の
も
、
 
一
つ
は
空
腹
の
せ
い
で
あ
る
と
思
う
。
そ

れ
で
、
せ
め
て
冷
た
い
ビ
ー
ル
と
乾
パ
ン
ひ
と
き
れ
で
も
た
べ

よ
う
か
と
思
う
。
遜
る
よ
う
に
最
初
の
一
杯
を
飲
み
干
す
と
、

た
ち
ま
ち
気
分
が
す
っ
と
軽
く
な
っ
て
、
思
考
力
が
は
っ
き
り

す
る
。
こ
の
飢
え
る
こ
と
が
彼
の
「
あ
る
種
の
偏
執
狂
」
を
一

層
増
幅
さ
せ
て
、
つ
い
に
殺
人
罪
を
起
こ
さ
せ
る
原
因
を
与
え

る
よ
う
に
な
る
。

 
小
説
『
罪
と
罰
』
は
「
彼
の
奇
怪
な
る
一
大
巨
人
（
露
西
亜
）

の
暗
黒
な
る
社
界
の
側
面
を
暴
露
し
て
余
す
と
こ
ろ
な
し
」
と

さ
れ
て
い
る
。
「
鬼
心
非
鬼
心
」
の
作
品
の
規
模
は
〈
実
需
〉

と
し
て
の
小
品
に
過
ぎ
な
い
。
が
、
「
（
露
西
亜
）
の
暗
黒
な
る

社
界
」
の
舞
台
を
日
本
に
移
し
変
え
た
の
が
「
鬼
心
非
鬼
心
」

で
あ
る
。
餓
鬼
道
と
言
う
べ
き
「
最
暗
黒
の
社
会
」
は
い
か
に
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も
凄
ま
じ
い
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る
「
お
そ
ろ
し

き
魔
力
」
は
分
別
盛
り
の
知
性
人
の
目
を
眩
ま
せ
て
学
問
な
く

分
別
な
い
者
で
さ
え
躊
躇
す
べ
き
悪
事
を
企
ま
せ
る
。
こ
れ
を

見
事
に
現
し
て
い
る
の
が
「
こ
の
書
の
主
眼
」
で
あ
る
と
透
谷

は
締
め
括
る
。
書
評
『
罪
と
罰
』
の
内
容
は
「
鬼
心
非
鬼
心
」

の
そ
れ
に
似
通
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
二
作
の
殺
人
役
、
実
の
母

と
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
共
に
気
璽
病
者
で
あ
り
、
な
お
か
つ

「
狂
人
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
二
人
を
取
り
巻
く
社
会
の
状
況
、

そ
れ
も
同
じ
く
餓
鬼
道
と
言
う
べ
き
「
最
暗
黒
の
社
会
」
で
あ

る
。
ま
た
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
「
お
そ
ろ
し
き
魔
力
」
「
ま
が
つ

び
の
魔
力
」
に
取
り
つ
か
れ
て
殺
人
罪
を
犯
す
。
そ
し
て
二
人

の
殺
人
は
「
個
人
の
罪
」
で
な
く
、
「
社
会
の
罪
」
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
二
作
に
お
け
る
登
場
人
物
の
個
性
、

社
会
の
状
況
と
い
う
空
間
的
舞
台
の
設
定
、
そ
し
て
そ
の
中
で

行
な
わ
れ
る
主
人
公
の
犯
行
動
機
、
あ
る
い
は
そ
の
認
識
等
が

ほ
ぼ
同
じ
構
想
の
下
に
成
さ
れ
て
い
る
。
「
霊
活
蓮
」
（
明
治
二

十
六
年
三
月
）
に
よ
る
と
、
両
作
は
「
罪
の
葉
」
よ
り
も
む
し

ろ
「
罪
の
根
」
を
刻
も
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
の
性
情
」

を
問
う
も
の
で
あ
る
。

 
『
罪
と
罰
』
は
内
田
魯
庵
の
翻
訳
で
第
一
巻
が
明
治
二
十
五

年
十
一
月
十
日
に
、
第
二
巻
が
明
治
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

過
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
砂
谷
と
小
説

『
罪
と
罰
」
と
の
初
出
会
い
は
「
鬼
心
非
鬼
心
」
を
執
筆
し
て

か
ら
お
お
よ
そ
五
日
た
ら
ず
後
か
ら
一
か
月
十
日
後
ま
で
の
間

の
出
来
事
に
な
る
。
こ
の
時
期
の
透
谷
の
意
識
は
、
当
然
「
鬼

心
非
鬼
心
」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
強
く
働
き
か
け
ら
れ
て
い
る
。

白
谷
が
小
説
『
罪
と
罰
」
に
あ
れ
ほ
ど
心
酔
し
、
な
お
素
早
く

書
評
を
執
筆
し
た
そ
の
背
景
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
た
ぶ
ん
、

透
谷
は
小
説
『
罪
と
罰
』
を
読
ん
で
所
謂
シ
ン
ク
ロ
ニ
ズ
ム

（
ω
醤
。
再
σ
巳
。
。
壼
共
時
性
）
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
こ
れ
が
透
谷
を
し
て
小
説
『
罪
と
罰
』
を
理
解
し

や
す
く
し
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
紅
谷
は
「
鬼
心
非
鬼
心
」

に
お
け
る
「
ま
が
つ
び
の
魔
力
」
に
続
き
、
小
説
『
罪
と
罰
」

に
お
け
る
「
お
そ
ろ
し
き
魔
力
」
に
も
う
一
つ
の
「
他
界
に
対

す
る
観
念
」
を
見
付
け
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。
結
局
、
英
子
誕

生
が
「
鬼
心
非
鬼
心
」
の
執
筆
動
機
に
な
り
、
そ
の
「
親
の
情
」

に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
「
鬼
心
」
が
書
評
「
『
罪
と
罰
』
の
殺

人
罪
」
の
「
鬼
心
」
を
生
み
出
し
た
一
つ
の
背
景
に
な
っ
た
と

言
え
よ
う
Q

 
 
 
 
 
 
 
 
四
、
「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
小
品
」

 
世
の
中
で
親
の
愛
、
親
の
情
よ
り
も
偉
大
な
も
の
が
あ
ろ
う

か
。
我
を
生
ん
で
育
て
て
く
れ
た
親
。
親
と
子
と
の
血
縁
関
係

は
特
別
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
強
い
絆
で
結
ば
れ
て
い
る
。
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親
の
愛
と
は
ま
さ
し
く
自
然
の
摂
理
で
あ
る
。
透
谷
に
は
「
ツ

ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
小
品
」
と
い
う
文
が
あ
る
。
ロ
シ
ヤ
の
作
家
ツ

ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
作
を
透
垣
が
日
本
語
訳
で
紹
介
し
て
い
る
。
こ

れ
は
明
治
二
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
「
平
和
」
第
九
号
に
発

表
さ
れ
た
。
そ
の
半
年
前
の
六
月
一
日
長
女
英
子
が
生
ま
れ
て

い
る
。
勿
論
、
「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
小
品
」
に
は
一
人
子
英
子

へ
の
透
谷
の
「
親
の
愛
」
が
重
な
り
合
っ
て
は
い
な
い
か
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

 
遊
猟
よ
り
の
帰
り
に
余
は
邸
内
の
庭
の
並
木
道
を
緩
や
か
に

歩
く
。
こ
の
時
、
猟
犬
が
何
事
か
あ
る
よ
う
に
静
か
に
前
進
す

る
。
恰
も
獲
物
を
見
出
し
た
か
と
思
わ
れ
る
様
子
を
示
す
。
黄

色
い
雛
雀
一
羽
が
巣
よ
り
地
上
に
落
ち
、
飛
び
上
り
も
せ
ず
、

岬
き
声
も
な
く
て
、
ま
だ
生
え
揃
わ
ぬ
翼
を
ば
た
ば
た
す
る
ば

か
り
の
と
こ
ろ
。
猟
犬
は
打
ち
騒
が
ず
近
寄
る
。
遣
老
は
逃
げ

惑
う
雛
の
ω
○
ω
を
受
け
た
か
、
す
ぐ
さ
ま
梢
よ
り
飛
び
下
り
、

体
当
た
り
の
特
攻
を
挑
ん
で
く
る
。
二
度
、
三
度
と
体
当
た
り

を
試
み
る
親
雀
の
悲
愴
な
ま
で
の
捨
て
身
の
愛
に
は
、
犬
も
た

じ
た
じ
と
な
る
。
猟
犬
の
上
に
舞
い
、
そ
の
広
く
開
け
た
巨
口

を
物
と
も
せ
ず
、
飛
び
入
ら
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
親
雀
は
雛
雀

を
助
け
よ
う
と
す
る
。
こ
の
時
の
彼
の
眼
中
に
は
何
物
を
も
怖

れ
と
も
せ
ず
、
さ
さ
や
か
な
体
は
戦
焦
す
る
。
悲
鳴
一
声
は
哀

れ
に
荒
々
し
く
限
り
な
い
奥
悩
、
戦
傑
、
こ
の
一
瞬
は
猟
犬
の

一
嚇
に
終
っ
て
し
ま
う
。
親
雀
は
雛
雀
に
救
い
の
手
を
差
し
延

べ
、
こ
の
危
機
に
立
ち
向
う
。
親
雀
の
ど
こ
に
そ
ん
な
力
が
あ
っ

た
か
。
犬
は
静
か
に
見
、
や
が
て
立
ち
去
る
。
「
死
」
や
「
死

の
怖
れ
」
よ
り
も
強
い
「
親
の
愛
」
が
獣
の
猟
犬
に
も
「
自
然

の
慈
悲
」
を
感
じ
さ
せ
た
の
か
。
雀
物
語
は
「
何
物
か
こ
の
愛

に
助
け
ら
れ
、
愛
に
動
か
さ
れ
ざ
る
も
の
あ
ら
む
」
と
い
う
文

を
も
っ
て
締
め
括
ら
れ
る
。

 
以
上
が
「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
小
品
」
の
粗
筋
で
あ
る
。
こ
の

雀
物
語
に
流
れ
る
「
親
の
愛
」
と
は
あ
ま
り
に
も
拝
情
的
な
も

の
で
あ
る
。
二
十
四
歳
の
若
者
墨
描
に
も
「
親
の
愛
」
が
感
じ

ら
れ
始
め
た
折
で
あ
ろ
う
。
雛
雀
に
は
英
子
の
無
邪
気
な
イ
メ
ー

ジ
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
に
言
わ
せ

る
と
、
こ
の
巣
こ
そ
「
想
世
界
」
で
あ
る
。
自
分
の
翼
で
飛
ぶ

こ
と
の
で
き
な
い
雛
に
と
っ
て
、
最
も
安
心
で
き
る
場
所
、
そ

れ
が
巣
で
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
雛
雀
は
「
想

世
界
」
の
持
ち
主
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
実
世
界
」
（
猟
犬
）
の

攻
撃
に
堪
え
な
い
悪
意
に
救
い
手
を
差
し
伸
べ
る
も
の
が
瞬
結

で
あ
り
、
そ
こ
に
「
親
の
愛
」
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
文
は

「
実
世
界
」
に
垢
付
か
ぬ
嬰
児
、
英
子
の
存
在
が
「
想
世
界
」

指
向
の
透
谷
に
い
か
に
大
き
な
存
在
で
あ
る
か
、
な
お
そ
れ
を

見
守
る
「
親
の
愛
」
の
役
割
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
透
谷
は
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「
親
の
愛
」
を
親
子
雀
に
労
え
て
い
る
。
子
を
思
う
「
親
の
愛
」

と
は
人
間
で
あ
れ
、
動
物
で
あ
れ
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

 
「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
小
品
」
は
元
来
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
『
散

文
詩
』
に
「
す
ず
あ
」
と
い
う
題
名
を
も
っ
て
収
録
さ
れ
て
い

る
一
文
で
あ
る
。
『
散
文
詩
』
は
明
治
十
年
（
一
。
。
ミ
）
か
ら
死

の
前
年
明
治
十
五
年
目
か
け
て
、
最
後
の
五
年
間
に
お
け
る
個

人
的
社
会
的
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
の
印
象
、
観
察
、
物
思
い
を
書

き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
散
文
詩
』
は
は
じ
め
作
者
に
よ
っ

て
「
セ
ニ
リ
ア
」
（
ω
国
Z
H
口
〉
：
老
い
た
る
言
葉
）
と
名
付

け
ら
れ
て
い
た
。
明
治
十
五
年
夏
、
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
死
ぬ
一

年
春
前
に
、
雑
誌
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
報
知
」
の
主
筆
ス
タ
シ
ュ
レ
ー

ヴ
ィ
チ
に
送
っ
て
同
年
の
末
に
そ
の
新
聞
に
載
せ
た
。
『
散
文

詩
』
と
い
う
総
題
は
作
家
が
編
集
者
宛
の
書
簡
の
な
か
に
用
い

て
い
る
「
散
文
詩
」
の
言
葉
を
選
び
取
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ツ

ル
ゲ
ネ
ー
フ
は
は
じ
め
発
表
の
意
志
を
も
た
な
か
っ
た
が
、
編

集
者
の
熱
心
な
勧
め
を
聞
き
入
れ
て
、
つ
い
に
発
表
を
承
諾
し

た
。
こ
れ
は
彼
の
晩
年
時
代
の
作
で
あ
り
、
老
作
家
の
心
の
陰

り
が
感
じ
ら
れ
る
。

 
「
す
ず
め
」
は
明
治
五
年
四
月
の
作
で
あ
る
。
こ
れ
が
ど
ん

な
経
緯
を
経
て
透
谷
に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
か
、
そ
の
真
相

は
い
ま
だ
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
透
字
が
「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー

フ
の
小
品
」
を
紹
介
し
た
時
期
は
、
丁
度
彼
の
ロ
シ
ア
文
学
へ

の
関
心
が
高
ま
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
作
は
小
説
『
罪
と
罰
』

の
二
書
評
、
「
罪
と
罰
」
と
「
『
罪
と
罰
」
の
殺
人
罪
」
の
発
表

時
期
の
間
に
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
は
「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー

フ
は
露
国
の
大
家
な
り
。
そ
の
曽
っ
て
記
せ
し
一
文
、
自
然
の

慈
悲
を
描
し
て
妙
趣
あ
れ
ば
、
左
に
澤
醸
し
つ
。
」
に
始
ま
る
。

こ
の
一
文
か
ら
考
え
る
に
、
透
谷
が
「
自
然
の
慈
悲
」
に
ひ
ど

く
心
を
打
た
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
透
谷
以
来
へ
島
村
抱
月
、
、

池
田
健
太
郎
m
に
よ
っ
て
「
す
ず
め
」
は
日
本
語
訳
で
刊
行
さ

れ
た
。
島
村
三
月
は
明
治
四
十
三
年
十
一
月
、
そ
し
て
池
田
健

太
郎
は
昭
和
三
十
三
年
八
月
に
そ
れ
ぞ
れ
を
発
行
し
た
。
前
者

は
仏
訳
を
、
後
者
は
露
語
よ
り
英
訳
さ
れ
た
も
の
を
参
照
し
た
。

こ
れ
ら
の
三
人
の
翻
訳
の
内
容
は
大
体
同
質
の
よ
う
に
見
ら
れ

る
が
、
何
か
所
に
わ
た
っ
て
言
葉
の
使
い
方
の
ず
れ
が
見
ら
れ

る
。
そ
こ
に
透
谷
の
狙
い
が
潜
ん
で
い
る
と
思
う
。

．
「
す
ず
め
」
は
ほ
ぼ
三
つ
に
集
約
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
読

み
方
に
よ
っ
て
は
三
つ
以
上
と
も
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の

三
つ
と
は
犬
の
存
在
と
親
雀
の
力
、
そ
し
て
親
雀
の
愛
の
性
格

が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
ず
、
島
村
抱
月
と
池
田
健
太
郎
は
犬
の
存

在
を
そ
れ
ぞ
れ
「
巨
大
な
怪
物
」
、
「
大
き
な
怪
物
」
と
い
う
。

ま
た
、
親
身
の
力
と
そ
の
愛
の
性
格
を
共
に
「
こ
の
力
」
、
「
愛
」

と
語
る
。
一
方
、
鴬
谷
の
方
は
コ
大
管
物
」
、
「
怪
し
き
力
」
、

「
親
の
愛
」
と
描
写
し
て
い
る
。
こ
の
翻
訳
の
仕
方
を
見
る
だ
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け
で
も
透
谷
の
狙
い
が
ど
こ
に
あ
る
か
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

一
つ
、
地
面
に
落
ち
て
生
え
揃
わ
ぬ
翼
を
ば
た
ば
た
す
る
ば
か

り
の
膨
雀
を
獲
物
に
し
ょ
う
と
す
る
犬
を
「
鬼
」
に
喩
え
る
。

二
つ
、
親
雀
は
子
雀
に
救
い
の
手
を
差
し
延
べ
よ
う
と
し
て
体

当
た
り
を
試
み
る
。
そ
の
親
雀
を
支
え
る
の
は
「
怪
し
き
力
」

で
あ
る
。
三
つ
、
こ
の
悲
愴
窮
ま
る
捨
て
身
の
愛
を
「
親
の
愛
」

と
言
う
。
い
わ
ば
、
「
鬼
」
「
怪
し
き
力
」
「
親
の
愛
」
、
こ
れ
ら

の
三
点
が
「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
小
品
」
の
主
題
と
密
接
に
関
連

付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
把
握
の
仕
方
に
よ
っ

て
、
作
品
の
評
価
を
異
に
す
る
わ
け
で
あ
る
。

 
以
上
の
三
点
は
前
作
「
鬼
心
非
鬼
心
」
の
主
題
と
ほ
ぼ
一
致

す
る
。
そ
こ
で
、
二
作
を
見
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
ツ
ル

ゲ
ネ
ー
フ
の
小
品
」
を
執
筆
し
た
透
谷
の
狙
い
が
何
で
あ
ろ
う

か
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
 
一
つ
、
雛
雀
を
獲
物
に
し
ょ
う
と

す
る
犬
が
「
鬼
」
で
あ
る
。
一
方
、
我
が
子
を
殺
す
「
狂
女
」

の
心
境
も
「
鬼
心
」
で
あ
る
。
二
つ
、
我
が
子
を
救
う
た
め
に

「
死
」
や
「
死
の
怖
れ
」
を
も
考
え
ず
に
捨
て
身
を
す
る
親
雀

の
様
子
。
こ
れ
は
「
狂
女
」
の
行
為
と
正
反
対
の
方
向
で
あ
る

が
、
「
偶
然
の
狂
乱
」
に
相
応
し
い
。
三
つ
、
親
里
の
「
怪
し

き
力
」
は
「
ま
が
つ
び
の
魔
力
」
に
当
る
。
両
方
は
そ
れ
ぞ
れ

「
迅
且
大
」
、
「
深
、
且
大
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
我
が

子
を
殺
し
た
「
狂
女
の
力
常
の
女
の
腕
に
あ
ら
ず
」
と
あ
る
。

親
身
は
雛
を
救
う
た
め
に
安
全
な
梢
を
捨
て
て
、
こ
の
危
機
に

乗
り
い
る
。
親
雀
を
か
く
ま
で
さ
せ
た
の
は
「
怪
し
き
力
」
が

作
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
犬
は
こ
の
「
怪
し
き
力
」
を
感
じ
て
、

や
が
て
立
ち
去
る
。
「
余
」
も
犬
を
呼
び
返
す
。
秘
に
「
余
」

の
胸
中
に
「
何
物
か
を
崇
草
す
る
の
念
を
起
」
す
。

 
し
か
し
、
二
作
に
お
け
る
「
鬼
」
、
「
狂
」
、
「
怪
し
き
力
」
と

「
ま
が
つ
び
の
魔
力
」
は
共
に
「
親
の
愛
」
に
関
わ
り
合
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
は
正
反
対
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

一
方
は
我
が
子
を
殺
す
た
め
の
そ
れ
で
あ
り
、
他
方
は
我
が
子

を
救
う
た
め
の
そ
れ
で
あ
る
。
正
し
く
、
「
鬼
心
」
が
「
狂
」

で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
「
非
鬼
心
」
が
「
狂
な
ら
ず
」
か
。
そ

れ
が
別
ち
難
い
「
親
の
愛
」
で
あ
る
。
「
心
機
妙
変
を
論
ず
」

（
明
治
二
十
五
年
九
月
）
に
は
「
人
間
の
引
池
」
に
は
「
雪
鬼

悪
鬼
甲
介
醜
鬼
」
が
混
交
し
、
乱
戦
す
る
。
こ
れ
は
小
休
み
な

く
生
命
の
尽
き
る
ま
で
戦
い
続
け
て
馬
人
間
を
病
ま
せ
て
疲
ら

せ
て
悩
ま
せ
る
。
人
間
が
他
の
動
物
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
こ
こ

に
あ
る
。
「
至
善
」
は
「
悪
」
の
外
被
に
蔽
わ
れ
て
い
る
。
 
一

方
、
「
至
悪
」
は
「
善
」
の
皮
肉
に
包
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

「
古
来
哲
士
の
為
難
し
と
す
る
と
こ
ろ
、
凡
俗
の
容
易
に
企
つ

る
能
ざ
る
難
事
な
り
」
と
あ
る
。
こ
の
「
心
池
」
の
問
題
は

「
影
響
蓮
」
（
明
治
二
十
六
年
三
月
）
に
続
く
。
こ
こ
に
複
雑
で

と
ら
え
難
い
「
人
間
の
本
性
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
「
飯
釜
」
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北
村
透
谷
に
お
け
る
「
親
の
愛
」

で
の
「
争
」
い
と
は
「
善
と
悪
」
、
「
明
と
暗
」
、
「
神
」
と
「
悪

魔
」
に
の
み
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
「
こ
の
『
紛
々
』
は
、

吾
人
を
提
げ
て
天
に
ま
で
達
せ
し
む
る
外
面
鬼
に
し
て
、
而
し

て
内
面
神
女
な
る
も
の
な
り
」
と
あ
る
。
こ
の
「
心
池
」
の
問

題
は
「
鬼
心
非
鬼
心
」
と
「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
小
品
」
に
お
け

る
「
鬼
心
」
、
「
親
の
愛
」
の
こ
と
を
示
唆
す
る
。

 
つ
ま
り
、
透
谷
は
「
鬼
心
非
鬼
心
」
に
続
い
て
、
「
す
ず
め
」

の
世
界
に
も
「
鬼
心
」
・
を
見
付
け
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ

が
平
谷
を
し
て
「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
小
品
」
を
書
か
せ
る
き
っ

か
け
を
与
え
る
。
「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
小
品
」
に
は
「
他
界
に

対
す
る
観
念
」
の
形
成
を
充
足
さ
れ
る
条
件
、
い
わ
ば
「
邪
悪

な
る
魔
力
」
（
サ
タ
ニ
ツ
ク
・
パ
ワ
ー
）
と
「
蛮
力
」
（
ヘ
ブ
ン

リ
ー
・
パ
ワ
ー
）
と
い
う
両
極
的
構
造
が
共
に
と
と
の
え
ら
れ

て
い
る
。
親
善
の
「
怪
し
き
力
」
と
犬
と
い
う
コ
大
払
物
」

が
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
一
人
子
英
子
誕
生
の
時

期
頃
出
来
上
が
っ
た
「
親
の
愛
」
が
強
く
働
き
か
け
ら
れ
て
い

た
。 

 
 
 
 
 
 
 
五
、
お
わ
り
に

 
「
親
の
愛
」
。
い
わ
ば
、
親
が
親
の
子
供
を
思
う
母
性
愛
が

日
本
で
は
昔
か
ら
ど
の
ぐ
ら
い
歌
い
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
「
万
葉
集
」
以
降
の
和
歌
の
中
に
現
わ
れ
た
男
女
の

相
聞
歌
・
恋
愛
歌
に
比
べ
れ
ば
子
供
を
思
う
親
の
歌
の
数
は
割

合
に
少
な
い
。
子
供
が
病
死
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
子
供
と
の

別
れ
る
場
合
等
に
の
み
悲
し
み
気
持
を
歌
に
し
て
い
る
。
例
え

ば
、
「
万
葉
集
」
に
お
い
て
人
間
愛
を
主
テ
ー
マ
に
す
る
歌
人

山
上
憶
良
の
歌
、
1
熊
凝
の
歌
（
五
一
G
。
G
。
①
）
、
古
碑
の
歌
（

⑩
寒
）
、
「
子
等
を
云
ふ
」
歌
（
。
。
O
b
。
）
1
。
『
大
和
物
語
」
（
四
十

五
）
で
の
藤
原
兼
輔
（
堤
の
中
納
言
）
の
歌
。
謡
曲
「
隅
田
川
」

「
三
井
寺
」
「
百
万
」
は
我
が
子
を
探
す
「
狂
女
」
物
語
で
あ
る
。

日
本
に
は
母
性
愛
と
い
う
語
は
明
治
以
前
に
は
な
く
、
そ
れ
ま

で
は
母
の
愛
と
い
う
意
識
さ
え
も
な
い
自
然
さ
に
於
て
子
ど
も

を
思
っ
て
来
た
の
が
日
本
の
母
で
あ
る
n
と
向
山
淳
子
氏
は
指

摘
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
化
の
背
景
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
親

と
し
て
子
を
哀
れ
む
、
子
と
し
て
親
を
思
う
こ
と
は
天
の
道
で

あ
り
、
自
然
の
摂
理
で
あ
る
。
親
と
子
と
の
血
縁
関
係
が
あ
ま

り
に
も
自
然
す
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
自
然
さ
」
が
逆
に

不
立
文
字
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
日

本
で
は
親
の
子
供
を
思
う
歌
が
ま
れ
に
し
か
見
ら
れ
な
い
と
い

う
事
実
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。

 
透
谷
に
お
け
る
「
親
の
愛
」
は
ど
の
よ
う
に
築
き
上
げ
ら
れ

て
、
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
。
船
橋
聖
一
氏
の
『
北

村
透
影
㌦
（
昭
和
十
七
年
一
月
、
中
央
公
論
社
）
が
あ
る
。
こ

れ
は
胃
腸
の
伝
記
を
小
説
化
し
た
も
の
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ

る
。
が
、
透
谷
の
詩
、
小
説
、
評
論
、
書
簡
、
日
記
等
を
素
材
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と
し
て
充
実
に
用
い
る
こ
と
に
よ
り
透
谷
研
究
の
重
要
な
文
献

に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
英
子
誕
生
を
め
ぐ
っ
て
の
記
事
が
あ

る
。
明
治
二
十
五
年
六
月
一
日
、
英
子
が
生
れ
た
。
そ
の
直
後
、

透
谷
は
桜
井
明
石
の
と
こ
ろ
へ
行
き
話
を
交
わ
し
合
う
。
一
子

・
を
成
し
た
感
想
を
問
わ
れ
、
「
こ
れ
か
ら
、
子
供
を
研
究
す
る

ん
だ
」
、
と
透
谷
は
答
え
る
。
桜
井
も
透
谷
の
意
中
を
見
抜
く
。

「
こ
の
間
、
皆
が
云
ふ
と
っ
た
ぞ
。
透
谷
も
子
供
が
出
来
た
ら
、

論
文
の
調
子
が
一
変
す
る
ん
ぢ
や
な
い
か
っ
て
。
子
供
は
人
生

の
秘
鍮
な
り
に
な
る
ん
ぢ
や
な
い
か
」
（
蕊
。
。
一
）
と
桜
井
は
言

う
。
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
に
お
け
る
「
人
生
の
秘
鎗
な
り
」

の
主
役
で
あ
る
恋
愛
が
こ
こ
に
至
っ
て
子
供
に
置
き
換
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
子
供
を
素
材
に
し
た
も
の
が
他
な
ら
ぬ
「
鬼
心

非
鬼
心
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
に
描
か
れ
て
い
る
子
供

は
我
が
親
に
か
わ
い
が
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
我
が
親
に
殺

さ
れ
る
と
い
う
悲
し
き
運
命
の
持
ち
主
で
あ
る
。
窮
迫
の
た
め

に
我
が
子
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
狂
女
」
に
、
透

谷
は
同
病
相
憐
れ
み
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
英
子
誕

生
は
「
貧
詩
人
の
悲
し
さ
」
を
一
層
増
幅
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
透
谷
に
お
け
る
英
子
誕
生
の
意
味
が
あ
る
。
コ
日
二

銭
の
出
費
を
慮
っ
て
」
我
が
子
を
殺
し
た
「
狂
女
」
の
行
為
は

「
人
の
こ
と
だ
と
ば
か
り
は
云
へ
な
い
」
（
蕊
。
。
邸
）
と
あ
る
。

こ
の
刷
き
の
よ
う
な
主
人
公
神
谷
の
話
に
親
と
し
て
の
透
谷
の

苦
悩
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

 
透
谷
は
「
鬼
心
非
鬼
心
」
を
発
表
し
た
二
か
月
足
ら
ず
の
後
、

「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
小
品
」
を
紹
介
す
る
。
二
作
は
共
に
親
子

の
関
係
を
も
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
一
致
す
る
。
し
か

し
、
前
者
は
我
が
子
を
殺
す
「
狂
女
」
の
「
親
の
情
」
が
、
後

者
は
我
が
子
に
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
「
親
の
愛
」
が
そ
れ

ぞ
れ
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
作
に
表
わ
れ
た
母
性
は
、

わ
れ
わ
れ
の
人
間
が
多
か
れ
少
な
か
れ
抱
い
て
い
る
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
両
極
端
に
出
た
例
と
い
え
よ
う
。
人
間
で
あ
る

か
ら
、
当
然
、
こ
の
二
つ
の
要
素
が
拮
抗
し
、
様
々
な
形
で
入

り
組
ん
で
生
き
て
い
る
。
従
っ
て
、
ど
ち
ら
が
良
い
か
悪
い
か
、

正
か
邪
か
、
白
か
黒
か
と
い
う
判
断
や
評
価
は
差
し
控
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
お
か
つ
大
切
な
問
題
は
そ
こ
に
透

谷
の
ど
の
よ
う
な
世
界
観
が
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
鰻
谷
が
二
作
を
執
筆
し
た
意

図
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
繋
が
る
。

 
「
他
界
に
対
す
る
観
念
」
に
は
透
谷
特
有
の
文
学
観
が
展
開

さ
れ
て
い
る
。
「
詩
歌
の
世
界
」
は
「
想
像
の
世
界
」
で
あ
る
。

霊
が
な
い
も
の
に
霊
が
あ
る
よ
う
に
、
人
で
な
い
も
の
を
人
の

よ
う
に
、
実
で
な
い
も
の
を
実
の
よ
う
に
、
見
ら
れ
な
い
も
の

を
見
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
の
は
「
此
世
界
の
常
」
で
あ
る
。
詩

歌
の
国
に
は
必
ず
「
鬼
」
と
「
神
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
二
岐
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に
分
れ
た
る
同
根
の
観
念
」
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
二
元
性
の
構

造
を
成
し
て
い
る
。
「
詩
歌
の
世
界
」
で
は
「
鬼
神
」
を
「
迷

信
」
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
「
想
像
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
邪

悪
な
る
魔
力
」
（
サ
タ
ニ
ツ
ク
・
パ
ワ
ー
）
と
「
聖
善
な
る
伊

丹
」
（
ヘ
ブ
ン
リ
i
・
パ
ワ
ー
）
は
共
に
「
人
間
の
観
念
の
区

域
を
拡
開
」
す
る
。
東
洋
の
思
想
・
文
学
は
「
他
界
の
観
念
」

に
乏
し
い
。
禅
学
と
儒
学
は
「
他
界
に
対
す
る
観
念
」
の
大
敵

で
あ
る
。
禅
は
心
を
法
と
し
て
想
像
を
閉
じ
る
。
儒
学
は
実
際

的
思
想
を
尊
ん
で
「
他
界
の
美
醜
」
を
想
像
し
な
い
。
一
方
、

「
基
督
の
神
性
」
は
「
東
洋
の
唯
心
的
思
想
」
の
達
し
得
ぬ
と

ろ
こ
に
「
観
念
」
を
及
ぼ
す
と
同
時
に
、
「
サ
タ
ン
の
魔
性
」

は
「
東
洋
の
悪
鬼
思
想
」
の
至
ら
ぬ
と
こ
ろ
ま
で
「
観
念
」
を

到
達
さ
せ
る
、
と
。
透
谷
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
幽
霊
を
そ
の
一
例

と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
な
透
谷
の
「
他
界
の
鬼
神
」
論
は
あ
ま
り
に
も
西

洋
か
ぶ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ぶ
れ
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
向

き
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
四
谷
は
「
鬼
心
非
鬼
心
」
、
書
評

「『

ﾟ
と
罰
」
殺
人
罪
」
、
「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
小
品
」
、
こ
れ
ら

の
三
作
に
「
他
界
に
対
す
る
観
念
」
を
見
付
け
出
し
た
。
言
い

換
え
れ
ば
、
母
を
「
狂
」
わ
せ
て
実
の
子
を
殺
さ
せ
て
し
ま
う

「
ま
が
つ
び
の
魔
力
」
、
「
お
そ
ろ
し
き
魔
力
」
に
よ
っ
て
何
の

罪
な
き
老
婆
を
殺
す
大
学
生
の
犯
罪
。
そ
し
て
、
「
想
世
界
」

の
持
ち
主
と
も
言
う
べ
き
雛
雀
を
攻
め
る
コ
大
異
物
」
な
る

犬
。
こ
れ
ら
の
「
ま
が
つ
び
の
魔
力
」
、
「
お
そ
ろ
し
き
魔
力
」
、

コ
大
型
物
」
は
共
に
「
邪
悪
な
る
魔
力
」
の
流
れ
を
汲
ん
で

い
る
。
こ
れ
が
透
谷
が
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
『
散
文
詩
』
に
収
録

さ
れ
て
い
る
五
十
編
余
り
の
作
の
中
で
、
唯
「
す
ず
め
」
だ
け

を
日
本
語
訳
で
紹
介
し
た
背
景
に
な
る
。
な
お
、
透
谷
は
「
鬼

心
非
鬼
心
」
、
「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
小
品
」
に
お
け
る
「
親
の
愛
」

の
底
に
流
れ
て
い
る
「
鬼
」
を
も
っ
て
、
「
遠
大
高
遠
な
る
鬼

神
」
を
詩
想
中
に
産
み
出
す
こ
と
が
出
来
た
と
言
え
よ
う
。
こ

れ
は
「
文
学
は
人
間
と
無
限
と
を
研
究
す
る
一
種
の
事
業
な
り
」

と
い
う
「
明
治
文
学
管
見
」
（
明
治
二
十
六
年
四
月
）
の
一
句

に
矛
盾
し
な
い
。
透
谷
は
文
学
の
目
的
が
何
か
を
よ
く
語
っ
て

い
る
。

＊
北
村
富
谷
の
著
作
本
文
の
引
用
は
勝
本
清
一
郎
『
透
谷
全
集
」
（
岩

波
書
店
）
に
拠
る
。
た
だ
し
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
直
し
、
ル
ビ
は

省
略
し
た
。

1
、
聖
書
の
原
文
引
用
は
日
本
聖
書
協
会
発
行
（
一
九
八
七
年
版
）

 
 
に
拠
る
。

2
、
エ
マ
ソ
ン
の
「
愛
」
の
訳
文
引
用
は
入
江
勇
起
男
氏
の
三
障

 
 
『
エ
マ
ソ
ン
選
集
・
2
』
（
日
本
教
文
社
）
に
拠
る
。

3
、
吉
田
精
一
、
『
近
代
文
芸
評
論
史
・
明
治
編
』
、
「
浪
漫
主
義
の

 
 
文
学
論
」
、
「
北
村
透
谷
」
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4
、65N N87N N9

、

1
0
、

！
1
、

1
2
、

『
定
本
 
柳
田
国
男
集
」
、
第
四
巻
、
「
山
の
人
生
」
、
筑
摩
圭
旦
房
、

昭
和
三
十
七
年
、
b
α
⑩

『
日
本
民
俗
学
大
系
2
』
、
「
誕
生
と
育
児
」
、
平
凡
社
、
b
卜
。
母

竜
内
大
三
、
コ
尽
都
府
立
大
学
学
術
報
告
第
2
4
号
」
、
「
親
子
心

中
と
日
本
人
の
子
供
観
」

『
民
俗
学
辞
典
』
、
「
間
引
」
、
柳
田
国
男
監
修
、
東
京
堂
版

以
下
、
『
罪
と
罰
」
の
テ
キ
ス
ト
は
『
内
田
魯
庵
全
集
1
2
」
（
翻

訳
1
）
ゆ
ま
に
童
旦
房
版
に
よ
る

島
村
抱
月
、
『
散
文
詩
』
、
「
す
ず
め
」
、
春
陽
堂
、
明
治
四
十
三

年
十
一
月

池
田
健
太
郎
、
．
『
散
文
詩
』
、
「
す
ず
め
」
、
岩
波
文
庫
、
昭
和
三

十
三
年
八
月

向
山
淳
子
、
『
文
学
に
お
け
る
子
ど
も
』
、
子
ど
も
一
「
大
人
の

父
」
、
梅
光
女
学
院
大
学
 
公
開
講
座
論
集
（
第
二
十
集
）
、
佐

藤
泰
正
編
、
笠
間
書
院
、
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
十
日

船
橋
聖
一
、
『
北
村
透
谷
』
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
十
七
年
一
月
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