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浅

野

　

洋

承
前

　
拙
稿
は
本
誌
前
号
に
発
表
し
た
「『
に
ご
り
え
』
の
道
行
（（
注
１
）
一
）」
の
続
稿

で
あ
る
。
前
稿
（
一
〜
五
章
）
で
は
、
ま
ず
『
に
ご
り
え
』
が
〈
噂
〉
や
他

者
の
言
葉
に
よ
る
〈
間
接
話
法
〉
で
語
ら
れ
た
お
力
と
源
七
の
関
係
を
〈
核

心
〉
と
す
る
物
語
だ
と
述
べ
た
。
次
に
、
描
写
に
具
体
性
を
欠
く
た
め
解
釈

の
揺
れ
る
「
彼あ

の
人
」
と
「
巻
紙
二
尋
」
の
手
紙
に
つ
い
て
検
討
し
、「
彼

の
人
」
と
は
近
年
強
調
さ
れ
た
第
三
者
の
〈
上
客
〉
な
ど
で
な
く
源
七
そ
の

人
を
さ
し
、
長
大
な
手
紙
も
お
力
が
〈
上
客
〉
に
来
店
を
促
す
手
紙
な
ど
で

な
く
源
七
が
お
力
に
宛
て
た
手
紙
だ
と
述
べ
、
作
中
に
実
体
の
な
い
〈
上

客
説
〉
を
誤
読
と
し
て
退
け
た
。
そ
う
し
た
解
釈
の
背
景
と
し
て
、
間
接
話

法
の
た
め
直
叙
は
さ
れ
な
い
も
の
の
、
お
力
の
内
心
に
は
常
に
源
七
の
存
在

が
あ
る
こ
と
を
各
場
面
ご
と
に
具
体
的
に
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
お
力
に
は

自
殺
し
た
父
祖
へ
と
繋
が
る
自
身
の
死
が
早
く
か
ら
意
識
さ
れ
、
源
七
へ
の

思
い
が
近
々
〈
無
理
心
中
〉
の
形
で
暴
発
す
る
予
感
も
あ
り
、
父
祖
伝
来
の

宿
命
を
受
け
容
れ
る
覚
悟
の
日
を
「
盂
蘭
盆
会
」
当
日
と
定
め
、
そ
こ
で
初

め
て
お
力
は
自
己
の
来
歴
を
結
城
に
告
白
し
た
と
し
た
。
ま
た
、
問
題
の

「
氣
が
狂
ひ
は
せ
ぬ
か
」
と
感
じ
る
異
常
心
理
の
シ
ー
ン
（
五
）
に
つ
い
て
、

「
離
人
症
の
症
候
と
符
号
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
」
も
の
の
「
過
労
に
よ
る
一

過
性
の
神
経
症
的
症
候
」
と
す
る 

指
摘 

に
対
し
、
そ
う
し
た
精
神
状
態
よ

り
も
〈
泥
海
＝
に
ご
り
え
〉
す
な
わ
ち
社
会
の
底
辺
で
あ
る
新
開
地
の
銘
酒

屋
街
に
沈
ん
だ
ま
ま
、
先
行
き
の
見
え
ぬ
泥
水
の
〈
濁
っ
た
視
界
〉
に
よ
る

感
覚
こ
そ
重
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
境
涯
が
〈
道
行
〉
の
形
を
も
た
ら
し
た

と
述
べ
た
。
以
下
の
「
六
」「
七
」「
八
」
章
は
そ
う
し
た
経
緯
を
ふ
ま
え
て

い
る
。

六

　『
に
ご
り
え
』
末
尾
の
〈
心
中
〉
に
よ
る
葬
送
場
面
を
、「
雲
中
語
」
は
唐

突
な
終
幕
で
未
熟
だ
と
批
判
し
た
が
、
む
し
ろ
必
然
的
な
流
れ
だ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、『
に
ご
り
え
』
の
世
界
に
は
〈
心
中
〉
を
カ
タ
ス

（
注
３
、
前
出
）

（
注
２
、
前
出
）

（
注
４
、
前
出
）
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ト
ロ
ー
フ
と
す
る
〈
道
行
〉
の
物
語
を
連
想
さ
せ
る
要
素
が
あ
る
か
ら
だ
。

前
田
氏
（
注
５
）
が
い
み
じ
く
も
二
人
の
〈
心
中
〉
を
「『
曾
根
崎
心
中
』
や
『
心
中

天
網
島
』
の
恋
人
た
ち
と
は
う
ら
は
ら
に
」
と
評
し
、
朴
那
美
（
注
６
）が
「
場
面
設

定
、
人
物
造
型
、
主
題
」
の
三
項
目
に
つ
い
て
『
心
中
天
網
島
』
と
の
詳
細

な
比
較
を
試
み
た
よ
う
に
、
近
松
の
典
型
的
な
〈
道
行
〉
は
一
葉
の
念
頭
に

も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、『
に
ご
り
え
』
は
そ
う
し
た
典
型
と

は
似
て
非
な
る
異
形
の
〈
道
行
〉
と
な
っ
た
が
…
…
。

　〈
道
行
〉
の
語
自
体
は
、
古
く
万
葉
の
時
代
か
ら
あ
り
、「
道
を
行
く
こ

と
」「
旅
を
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
た
が
、
文
学
表
現
と
し
て
は
、「
旅
の
途

次
の
地
名
を
次
々
と
詠
み
こ
む
」「
道
行
文
」
と
称
す
る
形
式
も
あ
っ
た
と

さ
れ
る
（
注
７
）。
時
代
が
く
だ
り
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
も
〈
道
行
〉
は
〈
旅
の
場
面
〉
全
般
を
さ
す
用
語
で
、
時
代
物
で
は
一
人

旅
で
も
同
性
同
士
の
二
人
旅
や
三
人
旅
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
場
面
を
〈
道

行
〉
と
称
し
た
。
そ
れ
が
「
男
女
の
情
死
行
の
場
面
」
と
し
て
定
着
し
始
め

た
の
は
、
近
松
の
世
話
物
浄
瑠
璃
『
曾
根
崎
心
中
』
が
ヒ
ッ
ト
し
て
以
来

で
、「
相
愛
の
男
女
が
周
囲
よ
り
疎
外
に
遇
い
な
が
ら
も
そ
の
愛
を
全
う
す

る
べ
く
死
地
に
赴
く
と
い
う
道
程
こ
そ
が
い
わ
ゆ
る
『
道
行
』
の
典
型
」
と

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
注
８
）。

　
封
建
社
会
の
桎
梏
に
抗
し
て
相
思
相
愛
の
絆
を
貫
き
、
来
世
を
約
し
て

死
出
の
旅
路
へ
と
赴
く
近
世
以
降
に
定
着
し
た
本
来
の
〈
道
行
〉
に
対
し
、

『
に
ご
り
え
』
は
な
ぜ
後
述
の
よ
う
な
異
形
の
〈
道
行
〉
と
な
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
二
人
の
出
発
点
が
互
い
の
〈
相
愛
〉
で
は
な
く
、
泥
水
世
界
の
〈
や

る
せ
な
い
絶
望
〉
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
お
力
と
源
七
は
実
際

に
〈
死
出
の
旅
〉
に
出
る
こ
と
も
な
く
、
二
人
の
間
に
〈
相
愛
の
誓
い
〉
も

な
く
、
互
い
の
意
思
（
思
惑
）
も
別
々
で
あ
る
。
だ
が
、
二
人
が
各
々
閉
塞

し
た
人
生
を
清
算
す
る
手
段
と
し
て
〈
死
〉
の
決
着
し
か
な
い
と
思
い
つ
め

た
点
だ
け
は
合
致
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
二
人
の
道
筋
は
と
も
に
〈
死
〉
の

世
界
に
向
か
う
後
戻
り
の
で
き
ぬ
過
程
で
あ
り
、
そ
の
結
末
が
〈
心
中
〉
の

形
を
と
る
以
上
、
内
実
は
と
も
あ
れ
〈
道
行
〉
の
一
種
と
み
な
し
て
も
過
言

で
は
な
か
ろ
う
。

　
前
述
（
前
稿
「
五
」）
の
ご
と
く
、
お
力
の
「
丸
木
橋
を
ば
渡
」
る
決
断

に
は
源
七
が
ら
み
の
〈
死
の
危
険
〉
が
予
覚
さ
れ
て
お
り
、
彼
女
自
身
、
源

七
の
手
に
か
か
る
の
は
想
定
内
の
事
態
で
あ
っ
た
。
自
殺
し
た
父
祖
（
六
）

の
末
路
に
自
身
の
人
生
を
重
ね
る
お
力
に
は
、
源
七
の
刃
は
そ
の
宿
命
を
実

現
す
る
た
め
の
他
者
の
手
を
か
り
る
〈
自
殺
〉
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
お

力
に
と
っ
て
予
期
ど
お
り
の
決
着
で
あ
る
源
七
と
の
死
は
〈
合
意
〉
で
は
な

い
も
の
の
〈
覚
悟
の
心
中
〉
で
あ
り
、
そ
う
し
た
お
力
の
内
心
を
知
ら
な
い

源
七
に
は
一
人
思
い
つ
め
た
果
て
の
〈
無
理
心
中
〉
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
人

の
齟
齬
を
周
囲
の
人
々
は
知
る
よ
し
も
な
く
、
そ
の
不
可
解
さ
が
種
々
の

〈
噂
〉
や
臆
測
の
呼
び
水
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

〈
心
中
〉
現
場
の
輪
廓
も
お
ぼ
ろ
げ
に
浮
か
び
上
が
り
、
そ
の
内
実
を
ど
う

捉
え
る
か
は
『
に
ご
り
え
』
解
読
の
重
要
な
鍵
と
な
る
。
と
す
れ
ば
、
二
人

の
死
が
「
無
理
心
中
か
、
合
意
心
中
か
」
の
問
い
を
「
無
用
の
詮
索
」（
前

田
氏
）
と
し
て
放
置
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
た
と
え
ば
、
近
年
で
は
あ
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ま
り
言
及
さ
れ
な
い
関
良
一
の
論
（
注
９
）は
結
末
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
た
。

　
関
氏
は
「
無
理
心
中
」
説
と
「
合
意
の
情
死
」
説
の
「
ふ
た
つ
の
解
釈
」

が
と
も
に
「
誤
解
で
あ
る
、
す
く
な
く
と
も
不
十
分
で
あ
る
」
と
し
、〈
噂
〉

の
一
節
を
順
に
甲
・
乙
・
丙
・
丁
「
四
人
の
噂
話
」
に
分
け
て
整
理
す
る
。

最
初
の
甲
が
「
あ
の
子
も
…
…
可
愛
さ
う
な
事
を
し
た
」
と
無
理
心
中
説
を

述
べ
る
と
、
乙
は
反
駁
し
て
「
イ
ヤ
あ
れ
は
得
心
づ
く
だ
と
言
ひ
ま
す
る
…

…
」
と
合
意
説
に
立
ち
、
す
る
と
丙
は
乙
に
反
駁
し
て
「
何
の
あ
の
阿
魔
が

義
理
は
り
を
知
ら
う
ぞ
…
…
た
し
か
に
逃
げ
る
処
を
遣
ら
れ
た
に
相
違
な

い
」
と
無
理
心
中
説
を
強
調
、
さ
ら
に
丁
は
「
何
し
ろ
菊
の
井
は
大
損
で
あ

ら
う
…
…
」
と
話
題
を
転
じ
た
、
と
み
る
。
一
方
、「
こ
の
破
局
以
前
、
お

力
は
す
で
に
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
お
り
、
絶
望
的
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
生
け

る
屍
で
あ
っ
た
」
の
で
、「
こ
の
作
品
は
、
最
後
に
、
彼
女
の
不
幸
な
死
を

暗
示
す
れ
ば
充
分
」
で
、
終
章
の
表
現
は
「
お
力
の
死
を
、
と
り
と
め
も
な

い
、
無
理
解
な
、
無
責
任
な
傍
観
者
た
ち
の
言
葉
で
と
り
ま
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
女
の
悲
劇
を
、
一
層
痛
切
に
強
調
す
る
こ
と
が
、
一
葉
の
意
図
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
結
論
づ
け
る
。
前
田
論
と
も
半
ば
重
な
る
見
解
だ

が
、
さ
ら
に
「
こ
の
終
章
は
、
一
葉
に
と
っ
て
は
、
曖
昧
で
も
、
難
解
で

も
、
矛
盾
で
も
な
か
っ
た
」
と
し
、「
噂
話
が
一
見
矛
盾
し
て
い
る
」
よ
う

に
見
え
る
の
は
「
事
態
の
時
間
的
経
過
に
よ
る
変
化
を
そ
れ
ぞ
れ
部
分
的
に

と
ら
え
つ
つ
、
主
観
を
加
え
て
い
る
か
ら
」
と
し
、
心
中
現
場
を
次
の
よ
う

に
推
測
し
て
い
る
。

お
力
は
丙
の
い
う
ご
と
く
、
湯
屋
の
帰
り
に
源
七
に
あ
っ
た
。
そ
れ

か
ら
か
な
り
は
な
れ
た
「
お
寺
の
山
」（
中
略
）
に
ゆ
き
、
談
し
あ
い
、

乙
の
い
う
ご
と
く
、
情
死
に
合
意
し
た
。
し
か
し
彼
女
は
、
お
そ
ら
く

決
行
の
刹
那
に
前
言
を
ひ
る
が
え
し
、
の
が
れ
よ
う
と
し
た
。
そ
こ

で
源
七
が
か
っ
と
な
っ
て
、
そ
の
背
に
刃
を
く
わ
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
中
略
）
ひ
と
た
び
情
死
を
う
べ
な
い
な
が
ら
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
き
に

身
を
ひ
る
が
え
し
て
の
が
れ
よ
う
と
し
た
女
に
、〔「
当
初
よ
り
拒
否
し

つ
づ
け
る
女
を
、
背
後
よ
り
斬
り
つ
け
る
ご
と
き
性
格
」
で
は
な
い
源

七
は
〕
は
じ
め
て
真
の
怒
り
と
憎
し
み
を
覚
え
、
と
っ
さ
に
刃
を
ふ
る

っ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

近
年
は
受
容
理
論
等
の
武
装
が
な
い
素
の
〈
読
み
〉
を
恣
意
的
と
切
り
捨
て

が
ち
だ
が）
（注

（
注

、
逆
に
理
論
武
装
に
忙
し
く
肝
心
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
を
本
当

に
読
ん
だ
の
か
疑
わ
し
い
論
も
散
見
さ
れ
る
。〈
読
み
〉
の
説
得
力
は
理
論

の
有
無
で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
自
体
の
正
確
な
読
み
と
言
語
化
さ
れ
な
い
空

隙
を
い
か
に
結
び
つ
け
、
そ
れ
が
物
語
全
体
と
ど
う
繋
が
る
か
を
合
理
的
に

述
べ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
関
氏
に
な
ら
い
、
心
中
現
場

に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
湯
屋
の
帰
り
に
出
会
っ
た
（
も
し
く
は
源
七
が
待
ち
伏
せ
た
）
二
人
は
、

源
七
の
申
し
入
れ
で
「
お
寺
の
山
」
で
話
し
合
い
と
な
り
、
そ
こ
で
彼
が

〈
心
中
〉
を
真
剣
に
申
し
出
る
。
す
る
と
、
お
力
は
そ
の
申
し
出
を
鼻
で
笑

っ
て
拒
否
し
、
そ
の
場
を
足
早
に
立
ち
去
ろ
う
と
背
を
向
け
る
。
そ
の
〈
態

度
〉
に
〈
逆
上
〉
し
た
源
七
が
背
後
か
ら
斬
り
つ
け
、
お
力
の
死
を
確
認
し

た
の
ち
、
割
腹
自
殺
を
遂
げ
た
　
　
こ
れ
が
私
見
に
よ
る
現
場
状
況
で
あ
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る
。

　
お
力
が
い
っ
た
ん
合
意
し
た
情
死
を
決
行
直
前
に
逃
れ
よ
う
と
し
た
た
め

怒
っ
た
源
七
が
切
り
つ
け
た
と
す
る
関
説
と
異
な
り
、
私
見
で
は
源
七
の
真

剣
な
申
し
出
を
鼻
で
笑
う
お
力
の
〈
態
度
〉
に
〈
逆
上
〉
し
た
源
七
が
刃
傷

に
及
ん
だ
と
み
る
。
し
か
も
、
お
力
の
そ
の
〈
態
度
〉
は
源
七
の
〈
逆
上
〉

を
引
き
出
す
た
め
の
意
図
的
な
〈
演
技
〉
だ
っ
た
と
考
え
る
。
と
い
う
の

も
、
前
述
の
よ
う
に
、
父
祖
の
〈
自
殺
〉
を
自
身
の
人
生
に
重
ね
、
源
七
の

遠
か
ら
ぬ
暴
発
を
予
感
し
て
い
た
お
力
に
と
っ
て
、彼
の
手
に
か
か
る
〈
死
〉

は
半
ば
予
定
さ
れ
た
〈
自
殺
〉
で
あ
り
、
必
要
な
の
は
そ
の
き
っ
か
け
で
あ

っ
た
。
現
に
お
力
は
「
盂
蘭
盆
」
当
日
に
み
ず
か
ら
〈
死
者
の
列
〉
に
加
わ

る
覚
悟
を
定
め
、
人
生
を
清
算
す
る
身
の
上
話
の
告
白
も
終
え
、
死
を
受
け

容
れ
る
準
備
は
十
分
に
整
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
源
七
の
自
分
に
対
す
る
一

途
な
愛
を
知
り
つ
つ
も
、
彼
の
妻
子
に
対
す
る
罪
悪
感
や
源
七
の
現
状
か
ら

し
て
、
彼
の
求
愛
が
現
実
に
は
到
底
実
現
不
可
能
な
願
い
で
し
か
な
い
こ
と

も
熟
知
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
お
力
が
源
七
の
思
い
に
応
え
る
唯
一
可
能

な
愛
の
証
し
は
、
彼
の
〈
純
愛
〉
を
形
に
す
る
〈
心
中
〉
の
実
現
に
ひ
そ
か

に
手
を
貸
す
こ
と
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
女
は
、
あ
え
て
〈
逆
上
〉
を
招

く
〈
演
技
〉
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
思
え
ば
お
力
は
内
心
い
つ
も
源
七
の
こ
と
を
気
に
掛
け
つ
つ
も
決
し
て
そ

れ
を
表
に
出
さ
ず
、
む
し
ろ
逆
の
反
応
を
示
す
の
が
常
で
あ
っ
た
。
た
と
え

ば
物
語
の
冒
頭
近
く
、
お
高
が
「
彼
の
人
は
赤
坂
以
來
の
馴
染
で
は
な
い

か
、
少
し
や
そ
つ
と
の
紛い

ざ雜
が
あ
ら
う
と
も
、
縁
切
れ
に
な
つ
て
溜
る
物

か
。（
中
略
）
取
止
め
る
や
う
に
心
が
け
た
ら
宜よ

か
ろ
」
と
源
七
と
の
復
縁

を
勧
め
る
と
「
御
親
切
に
有
が
た
う
。
御
異
見
は
承
り
置
ま
し
て
、
私
は
ど

う
も
彼
ん
な
奴
は
虫
が
好
か
な
い
か
ら
、
無
き
縁
と
あ
き
ら
め
て
下
さ
い
」

と
わ
ざ
と
軽
い
調
子
で
拒
絶
す
る
（
一
）。
こ
れ
は
一
例
で
、
源
七
と
の
関

係
に
言
及
さ
れ
る
と
お
力
は
常
に
心
に
も
な
い
言
葉
や
態
度
を
と
り
続
け
て

い
る
。
終
幕
の
場
面
も
同
様
で
、
源
七
の
真
剣
さ
を
知
れ
ば
こ
そ
内
心
と
は

逆
の
鼻
で
笑
う
〈
態
度
〉
を
演
じ
、
彼
の
〈
逆
上
〉
を
引
き
出
し
た
の
で
あ

る
。
表
向
き
は
源
七
に
よ
る
〈
無
理
心
中
〉
と
見
え
る
末
路
は
、
実
は
お
力

が
仕
掛
け
た
〈
覚
悟
の
心
中
〉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
情
を
知
ら
ず
、

お
力
が
な
ぜ
心
中
の
片
割
れ
に
な
っ
た
か
を
不
思
議
に
思
う
周
囲
が
、
根
拠

の
な
い
臆
測
や
無
責
任
な
〈
噂
〉
を
流
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
源
七
の
「
見
事
な
切
腹
」
に
は
近
松
最
後
の
世
話
物
浄
瑠
璃

『
心
中
宵
庚
申
』
の
〈
最
後
場
〉
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。『
心
中
宵
庚
申
』

の
主
人
公
半
兵
衛
は
「
武
士
出
身
の
商
人
と
い
う
特
異
な
設
定
」
で
「
親
重

代
の
脇
差
で
ま
ず
妻
を
刺
し
殺
し
」「
二
首
の
辞
世
を
詠
ん
だ
後
、
同
じ
刃

で
見
事
に
切
腹
を
遂
げ
る）
（（

（
注

」。「
親
重
代
の
脇
差
」
や
「
辞
世
」
は
見
え
な
い

も
の
の
、
女
を
殺
し
て
男
が
自
刃
す
る
と
の
流
れ
は
お
力
と
源
七
の
〈
心

中
〉
現
場
を
想
わ
せ
、
半
兵
衛
の
〈
武
士
出
身
〉
と
い
う
「
特
異
な
設
定
」

が
〈
士
族
出
身
〉
を
ひ
そ
か
な
誇
り
と
す
る
一
葉
の
琴
線
に
触
れ
、「
蒲
団

や
」
に
は
不
似
合
い
な
源
七
の
「
見
事
な
切
腹
」
と
い
う
「
死
花
」
の
描
写

を
導
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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七

　
上
客
を
つ
か
ん
で
「
出
世
」
も
可
能
な
若
く
て
美
し
い
売
れ
っ
子
酌
婦

と
、
土
方
の
手
伝
い
に
零
落
し
た
文
無
し
の
中
年
男
と
、
二
人
の
取
り
合
わ

せ
は
ど
う
見
て
も
不
釣
り
合
い
で
、
す
ぐ
に
も
破
綻
す
る
脆
い
関
係
の
よ
う

に
思
え
る
。
し
か
し
、
二
人
の
結
び
つ
き
は
意
外
に
強
固
で
あ
っ
た
。
現
状

で
は
何
の
取
り
柄
も
な
い
源
七
と
の
関
係
を
お
力
は
な
ぜ
断
ち
切
ろ
う
と
は

し
な
か
っ
た
の
か
。

　
作
品
中
に
は
源
七
に
対
す
る
お
力
の
気
持
ち
（
本
音
）
は
い
っ
さ
い
描
か

れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
か
こ
の
問
題
を
明
解
に
論
じ
た
先
行
文
献
も
見
当

た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
お
力
は
、
出
会
っ
た
赤

坂
時
代
に
源
七
の
初う

ぶ心
な
純
真
さ
に
魅
か
れ
、
菊
の
井
に
移
っ
た
当
初
は
家

産
の
蕩
尽
も
い
と
わ
ぬ
一
途
さ
に
ほ
だ
さ
れ
、
や
が
て
身
の
破
滅
も
お
そ
れ

ぬ
一
徹
さ
に
お
力
は
自
身
の
「
三
代
伝
は
つ
て
の
出
來
そ
こ
ね
」
の
血
と
同

質
の
も
の
を
見
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
同
質
性
に
因
縁
を

感
じ
た
ゆ
え
に
無
下
に
は
切
り
捨
て
ら
れ
ず
、
や
が
て
自
身
の
〈
死
〉
へ
の

同
行
者
を
見
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。
自
殺
し
た
父
祖
と
の
宿
縁
が
自
身
の
人

生
だ
と
思
い
込
む
お
力
と
、
出
口
の
な
い
愛
執
の
果
て
に
〈
心
中
〉
を
見
据

え
る
源
七
と
、
共
に
〈
死
〉
を
覚
悟
し
た
二
人
の
思
い
に
世
間
の
実
利
的

な
〈
常
識
〉
は
通
用
し
な
い
。
世
間
的
に
は
い
か
に
不
合
理
な
関
係
に
見
え

よ
う
と
、
二
人
は
「
出
來
そ
こ
ね
」
の
同
質
性
に
根
ざ
す
因
縁
に
導
か
れ
て

〈
死
〉
へ
の
道
に
赴
く
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
実
際
の
死
出
の
旅
も
な
く
、
相
愛
の
誓
い
や
来
世
の
約
束
も
な
く
、
背
負

う
べ
き
〈
義
理
〉
も
な
い
二
人
の
〈
心
中
〉
は
、
本
来
の
「
情
死
行
」
を

意
味
す
る
「
道
行
」
か
ら
す
れ
ば
確
か
に
異
質
で
あ
る
。
し
か
し
、
奇
妙

な
〈
縁
〉
を
感
じ
て
死
の
同
行
者
と
な
る
男
女
の
関
係
も
、
特
異
な
〈
愛
〉

の
形
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
結
末
を
〈
心
中
〉
に
求
め
た
二
人
の
歩
み
も
〈
道

行
〉
と
称
し
て
よ
か
ろ
う
。『
に
ご
り
え
』
が
、
何
ひ
と
つ
救
い
の
な
い
物

語
で
あ
り
な
が
ら
、
多
く
の
読
者
を
魅
き
つ
け
る
の
は
、
と
も
に
泥
水
の
底

に
沈
む
〈
絶
望
〉
か
ら
出
発
し
、
同
質
の
奇
縁
か
ら
離
れ
が
た
い
男
女
が

〈
心
中
〉
に
行
き
着
く
ま
で
の
切
実
な
道
筋
が
、
哀
切
き
わ
ま
り
な
い
〈
愛
〉

の
呪
縛
と
同
様
に
胸
に
響
く
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
一
葉
の
リ
ア
ル
な
眼

は
、
二
人
の
葬
送
を
見
送
る
最
後
の
〈
噂
〉
を
次
の
言
葉
で
結
ん
だ
。

何
し
ろ
菊
の
井
は
大
損
で
あ
ら
う
。
彼
の
子
に
は
結
構
な
旦
那
が
つ
い

た
筈
、
取
に
が
し
は
残
念
で
あ
ら
う
。
と
人
の
愁
ひ
を
串
じ
よ
う
だ
ん談に
思
ふ
も

の
も
あ
り
。

命
を
賭
し
た
「
人
の
愁
ひ
」
に
す
ら
「
大
損
」
で
「
残
念
」
だ
ろ
う
と
語

る
〈
噂
〉
に
は
は
か
ら
ず
も
世
間
の
〈
本
音
〉
が
透
け
て
見
え
る
。
い
か
に

「
串
談
」
ら
し
く
繕
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
庶
民
の
生
活
感
情
の
奥
深

く
ま
で
浸
透
し
た
〈
損
得
勘
定
〉
す
な
わ
ち
〈
近
代
〉
の
金
銭
の
論
理
が
露

呈
し
て
い
る
。
最
後
に
こ
の
〈
噂
〉
を
点
描
し
た
一
葉
に
は
〈
人
の
心
＝
愁

ひ
〉
ば
か
り
か
「
世
の
中
」
全
体
を
も
「
浅
ま
し
く
濁
り
に
に
ご
」
ら
せ
る

最
大
の
要
因
が
金
銭
だ
と
の
現
実
認
識
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
そ
う
い
え
ば
、
結
局
は
金
銭
と
の
交
換
に
回
収
さ
れ
る
一
葉
の
作
品
の
中
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で
も
『
に
ご
り
え
』
は
最
も
金
銭
と
の
交
換
を
急
が
れ
、
金
銭
の
た
め
に
慌

た
だ
し
く
完
成
を
強
い
ら
れ
た
作
品
だ
っ
た
。
そ
れ
は
『
に
ご
り
え
』
執
筆

前
後
の
一
葉
の
日
常
を
一
瞥
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

　『
に
ご
り
え
』
の
執
筆
過
程
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
周
知
の
ご
と
く

明
治
二
八
年
六
月
二
日
の
一
葉
日
記
（「
水
の
上
」）
で
あ
ろ
う
。
川
上
眉
山

の
来
訪
を
伝
え
る
記
述
の
中
で
、
一
葉
が
自
身
の
「
素
性
」（
来
歴
）
を
語

る
と
、
眉
山
は
「
や
さ
し
き
女
性
の
身
と
し
て
か
く
よ
に
立
て
過
し
給
ふ
事

よ
に
有
が
た
き
人
か
な
、
自
伝
を
も
の
し
給
ふ
べ
し
（
中
略
）
君
に
し
て
女

流
文
學
に
志
し
給
ハ
ん
か
後
來
日
本
文
學
に
一
導
の
光
を
傅
へ
て
別
に
氣
魂

の
天
地
に
傅
へ
る
も
の
あ
る
べ
し
　
切
に
筆
を
持
て
世
に
立
ち
給
へ
」
と
賛

仰
し
、
一
葉
が
「
そ
ゝ
の
か
し
給
ふ
な
、
さ
ら
で
も
女
子
は
高
ぶ
り
安
き

を
」
と
応
じ
る
と
、
眉
山
は
書
肆
に
仲
介
の
労
を
と
ろ
う
と
ま
で
熱
弁
を
奮

う
。
こ
の
対
面
が
一
葉
の
心
に
火
を
つ
け
、『
に
ご
り
え
』
執
筆
の
引
き
金

に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
翌
日
の
六
月
三
日
、
一
葉
は
久
し
ぶ
り
に
半
井
桃
水
を
飯
田
町
に
訪
ね

る
。
そ
の
「
笑
が
ほ
」
は
「
打
く
も
り
た
る
心
の
は
れ
た
る
樣
」
で
あ
っ
た

が
、
五
歳
の
女
児
に
も
っ
ぱ
ら
相
好
を
く
ず
す
だ
け
で
「
む
か
し
の
う
つ
く

し
さ
」
は
失
わ
れ
「
雪
の
や
う
成
り
し
色
ハ
く
ろ
ミ
に
く
ろ
ミ
て
高
か
り
し

は
な
の
ミ
い
ち
じ
る
く
」、
肩
幅
も
狭
く
な
り
、「
膝
」
の
肉
も
落
ち
、
痩
せ

こ
け
て
「
打
ミ
る
所
ハ
四
十
男
と
い
ふ
と
も
偽
な
ら
ず
見
」
え
、
か
つ
て
の

恋
情
も
消
え
果
て
て
「
誠
の
兄
君
伯
父
君
な
ど
の
や
う
に
」
し
か
感
じ
ら
れ

な
い
。
し
か
も
「
こ
の
人
ゆ
ゑ
に
人
世
の
く
る
し
み
を
尽
し
て
い
く
そ
の
涙

を
の
み
つ
る
身
と
も
思
ひ
し
ら
ね
ば
た
ゞ
大
方
の
友
と
や
思
ふ
ら
ん
」
桃
水

に
対
し
、
一
葉
は
「
仮
に
も
此
人
と
共
に
人
な
み
の
お
も
し
ろ
き
世
を
経
ん

な
ど
か
け
て
も
思
ハ
ず
」「
た
ゞ
な
つ
か
し
く
む
つ
ま
じ
き
友
」
と
思
う
だ

け
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
、
一
葉
が
桃
水
を
訪
ね
た
の
は
、
か
つ
て
の
恋
人
と

の
再
会
に
胸
騒
ぐ
気
持
ち
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
真
意
は
前
日
の
眉
山
来
訪
で

火
の
つ
い
た
新
作
へ
の
サ
ジ
ェ
ス
シ
ョ
ン
で
も
得
ら
れ
れ
ば
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
、
眼
前
の
桃
水
は
か
つ
て
の
精
気
を
失

い
、
好
々
爺
然
と
し
て
い
る
の
み
で
、
と
て
も
新
た
な
創
作
の
相
談
に
及
べ

る
よ
う
な
容
子
で
は
な
か
っ
た
。
恋
の
面
で
も
文
学
の
上
で
も
す
っ
か
り
熱

の
冷
め
た
一
葉
に
と
っ
て
、
桃
水
は
単
に
「
な
つ
か
し
く
む
つ
ま
じ
き
友
」

の
一
人
に
成
り
下
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
六
月
十
日
に
は
「
小
説
著
作
に
従
事
す
　
全
編
十
五
回
・
七
十
五
枚
斗

の
も
の
を
つ
く
ら
ん
と
す
　
い
ま
だ
筆
お
も
ふ
ま
ゝ
に
動
か
で
い
た
づ
ら

に
母
君
の
叱
責
を
の
み
う
け
ぬ
」
と
の
記
事
が
あ
る
。「
小
説
著
作
に
従
事

す
」
と
の
簡
潔
な
一
行
に
は
、
桃
水
の
容
子
な
ど
か
ら
誰
に
も
頼
ら
ず
一

人
で
新
作
の
執
筆
に
集
中
し
よ
う
と
の
意
気
込
み
が
う
か
が
え
る
。
だ
が
、

「
全
編
十
五
回
・
七
十
五
枚
斗
」
の
構
想
だ
け
は
立
っ
た
も
の
の
、
実
際
の

執
筆
は
難
渋
を
き
わ
め
た
。
こ
の
苦
戦
中
の
「
小
説
」
が
『
に
ご
り
え
』
の

下
書
き
で
あ
る
の
は
ほ
ぼ
確
実
だ
が
、
そ
の
苦
闘
す
る
背
中
に
向
け
て
「
母

の
叱
責
」
が
飛
ぶ
。
す
な
わ
ち
、
一
刻
も
早
く
作
品
を
完
成
さ
せ
て
原
稿
料

を
入
手
せ
よ
と
急
き
立
て
る
容
赦
の
な
い
声
が
浴
び
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
約
一
ヶ
月
後
に
迫
る
七
月
十
二
日
の
父
の
則
義
の
七
回
忌
法
要
の
費
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用
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
葉
自
身
も
費
用
の
工
面
に
腐
心
し
、
博

文
館
の
大
橋
乙
羽
や
夫
人
時
子
に
依
頼
す
る
が
、
そ
の
交
渉
（
大
橋
夫
妻
か

ら
の
来
簡
）
で
担
保
と
さ
れ
た
「
か
き
も
の
」
こ
そ
完
成
間
近
の
『
に
ご
り

え
』
で
あ
っ
た
。
関
良
一）
（注

（
注

に
よ
れ
ば
、
八
月
二
日
に
は
現
行
テ
キ
ス
ト
が
完

成
し
、『
に
ご
り
え
』
の
題
で
「
文
芸
倶
楽
部
」
第
九
編
（
明
治
28
・
9
・

20
）
に
発
表
さ
れ
た
。
た
だ
し
、「
筆
お
も
ふ
ま
ゝ
に
動
か
で
」
と
あ
る
よ

う
に
執
筆
は
難
渋
し
、「
全
編
十
五
回
・
七
十
五
枚
斗
」
の
予
定
は
、
原
稿

料
入
手
を
急
が
せ
る
「
母
君
の
叱
責
」
も
あ
っ
て
か
、
全
八
章
・
五
十
枚
余

り
に
縮
小
さ
れ
た
。
金
銭
の
た
め
に
不
本
意
な
完
成
を
強
い
ら
れ
た
『
に
ご

り
え
』
で
は
あ
る
が
、
眉
山
の
語
っ
た
「
自
伝
」
と
は
い
か
な
く
と
も
、
下

層
社
会
の
泥
水
＝
に
ご
り
え
に
呻
吟
す
る
酌
婦
た
ち
の
苦
衷
は
、
新
開
地
の

隣
で
金
銭
地
獄
に
追
わ
れ
る
一
葉
の
苦
悩
と
も
共
振
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

主
人
公
お
力
と
作
家
一
葉
の
関
係
に
は
さ
ら
に
複
雑
な
別
の
意
味
も
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

八

　
物
語
に
も
ど
れ
ば
、
お
力
は
な
ぜ
結
城
と
の
関
係
に
深
入
り
せ
ず
、
酌
婦

を
続
け
る
決
断
を
し
、
源
七
と
の
関
係
を
清
算
す
る
こ
と
な
く
〈
心
中
〉
に

ま
で
及
ん
だ
の
か
。
彼
女
が
そ
の
時
々
に
選
ん
だ
道
筋
は
、
一
見
し
た
と
こ

ろ
、
む
し
ろ
不
幸
に
向
っ
て
み
ず
か
ら
下
り
坂
を
転
げ
落
ち
て
ゆ
く
選
択
で

あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
い
わ
ば
抗
い
よ
う
の
な
い
境
遇
ゆ
え
に
仕
方
な

く
そ
の
時
々
の
道
を
受
動
的
に
選
ぶ
し
か
な
か
っ
た
、
と
。
も
し
そ
う
な

ら
、
お
力
は
同
情
す
べ
き
〈
哀
れ
な
女
〉
で
あ
り
、
社
会
の
底
辺
に
お
け
る

苦
悩
を
一
身
に
背
負
い
、
そ
の
犠
牲
に
な
っ
た
女
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現

に
『
に
ご
り
え
』
の
モ
デ
ル
で
も
あ
る
新
開
地
の
銘
酒
屋
街
に
生
き
る
女
た

ち
は
、
一
歩
踏
み
は
ず
せ
ば
一
葉
自
身
の
〈
明
日
の
姿
〉
だ
っ
た
ろ
う
し
、

そ
れ
ゆ
え
一
葉
は
酌
婦
の
一
人
の
苦
境
を
救
お
う
と
し
た
り
、
客
へ
の
代
筆

を
引
き
受
け
る
な
ど
、
そ
の
応
接
は
き
わ
め
て
親
身
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
作
家
一
葉
は
、
主
人
公
お
力
の
一
生
を
〈
哀
れ
〉
な
敗
残
の
人
生

と
し
て
同
情
的
な
眼
で
見
つ
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
〈
哀
れ
〉

と
み
る
印
象
を
排
し
、
お
力
の
行
動
を
予
断
を
排
し
て
見
直
し
て
み
よ
う
。

彼
女
の
足
跡
を
み
る
と
、
資
産
家
の
息
子
で
高
等
遊
民
ら
し
き
結
城
の
気
ま

ぐ
れ
に
深
入
り
せ
ず
、
み
ず
か
ら
酌
婦
稼
業
を
続
け
る
決
断
を
下
し
、
父
祖

（
家
族
）
と
の
紐
帯
を
信
じ
て
そ
の
宿
命
を
受
け
容
れ
、
源
七
の
純
愛
に
死

を
も
っ
て
応
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
す
べ
て
お
力
が
自
分
で
下

し
た
判
断
で
あ
る
。
む
ろ
ん
ど
の
場
面
に
し
て
も
実
利
的
な
他
の
選
択
が
あ

り
え
た
だ
ろ
う
が
、
お
力
は
実
際
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、

お
力
は
結
城
に
甘
い
幻
想
を
抱
か
ず
、
父
祖
へ
の
信
服
は
揺
る
が
ず
、
世
間

の
眼
が
ど
う
あ
れ
不
遇
な
男
の
純
愛
に
応
え
、
予
期
ど
お
り
彼
の
手
に
か
か

る
〈
自
殺
〉
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
は
み
ず
か
ら
信
じ
る
道

を
自
身
の
思
い
に
従
っ
て
選
択
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
て
み
る
と
、
零
落
し

た
中
年
男
と
の
〈
心
中
〉
で
幕
を
閉
じ
た
お
力
の
一
生
は
、
世
間
的
価
値
観

で
い
え
ば
〈
哀
れ
〉
な
敗
残
の
人
生
と
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の

実
、
自
身
の
信
じ
る
道
筋
を
み
ず
か
ら
決
断
し
、
そ
の
意
志
を
貫
い
た
人
生
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だ
っ
た
と
い
え
る
。
と
す
れ
ば
、
一
葉
が
お
力
と
い
う
存
在
を
ど
の
よ
う
に

見
て
い
た
か
は
改
め
て
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
試
み
に
、
お
力
の
生
涯
と
作
品
執
筆
前
後
の
一
葉
が
抱
え
込
ん
だ
現
実
と

を
並
べ
て
み
る
と
、『
に
ご
り
え
』
は
意
外
に
一
葉
の
実
生
活
と
リ
ア
ル
タ

イ
ム
に
リ
ン
ク
し
、
そ
れ
が
時
に
濃
縮
さ
れ
た
り
反
転
さ
れ
た
り
し
た
作
品

だ
と
い
え
よ
う
。

　
た
と
え
ば
、
父
祖
（
家
族
）
と
の
紐
帯
を
固
く
信
じ
る
お
力
に
対
し
、
一

葉
の
家
族
に
対
す
る
思
い
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
眉
山
と
の
対
面
に
刺
激
を
う

け
、
意
欲
的
に
新
作
に
取
り
組
ん
で
苦
闘
す
る
長
女
に
対
し
、
原
稿
料
の
入

手
を
あ
せ
っ
て
苛
立
ち
気
味
に
「
叱
責
」
す
る
母
の
姿
は
、
一
葉
に
改
め

て
〈
家
族
〉
と
は
何
か
を
考
え
さ
せ
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
七
回
忌
を
迎
え
た

亡
き
父
は
、
母
と
は
違
い
、
か
つ
て
彼
女
の
学
業
継
続
の
願
い
を
理
解
し
て

く
れ
る
存
在
だ
っ
た
。
作
中
の
「
盂
蘭
盆
会
」
は
父
の
七
回
忌
か
ら
連
想
さ

れ
た
設
定
で
あ
り
、
お
力
の
父
祖
へ
の
信
服
は
一
葉
の
父
に
対
す
る
愛
着
の

変
形
と
も
考
え
ら
れ
る
。
法
事
に
必
要
と
は
い
え
金
の
亡
者
さ
な
が
ら
に
娘

を
「
叱
責
」
す
る
眼
前
の
母
と
は
対
照
的
に
、
亡
き
父
へ
の
懐
か
し
さ
は
そ

の
不
在
ゆ
え
に
い
っ
そ
う
増
幅
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
父
祖
に
繋
が
る
宿
命

を
受
け
容
れ
た
お
力
像
は
、
一
葉
の
亡
父
に
対
す
る
思
慕
を
濃
縮
し
先
鋭
化

さ
せ
た
姿
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、
一
葉
の
桃
水
へ
の
恋
情
は
「
仮
に
も

此
人
と
共
に
」
と
は
「
か
け
て
も
思
ハ
」
ぬ
と
言
い
放
つ
ほ
ど
に
冷
め
き
っ

て
し
ま
う
。
こ
の
虚
し
い
恋
の
末
路
と
対
極
に
あ
る
の
が
、
源
七
の
純
愛
に

応
え
た
お
力
の
〈
覚
悟
の
心
中
〉
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
竜
泉
寺
時
代
に

一
度
は
生
活
の
た
め
に
筆
を
折
り
、「
文
學
は
糊
口
の
為
に
な
す
べ
き
物
な

ら
ず
」（
明
26
・
7
・
１
「
に
つ
記
」）
と
述
べ
た
一
葉
だ
が
、
結
局
は
原
稿

を
金
銭
と
交
換
す
る
執
筆
活
動
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
一
葉
の

生
活
ぶ
り
と
は
う
ら
は
ら
に
、
お
力
は
リ
ス
ク
を
承
知
で
酌
婦
を
続
け
る
決

断
を
下
す
。
前
年
（
明
27
）
三
月
、
秋
月
の
偽
名
で
天
敬
顕
真
術
会
の
久
佐

賀
義
孝
を
訪
ね
て
相
場
師
と
な
る
た
め
の
資
金
援
助
を
請
い
、
七
月
に
は
援

助
の
交
換
条
件
と
し
て
妾
に
な
れ
と
言
わ
れ
る
な
ど
、
借
金
の
た
め
に
は
手

段
を
選
ば
ぬ
一
葉
の
生
活
に
比
べ
、
一
時
は
結
城
に
傾
い
て
（
結
城
以
外
で

も
）
玉
の
輿
に
乗
る
可
能
性
が
あ
り
な
が
ら
お
力
は
結
局
源
七
の
思
い
に
応

え
る
選
択
を
す
る
。
一
葉
の
怪
し
げ
な
綱
渡
り
に
比
し
て
、
酌
婦
稼
業
を
決

断
し
、〈
心
中
〉
を
覚
悟
し
た
お
力
は
む
し
ろ
い
さ
ぎ
よ
く
、
そ
の
信
条
や

矜
持
も
揺
ら
い
で
は
い
な
い
。

　
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
お
力
の
歩
ん
だ
道
は
、
む
し
ろ
一
葉
に
は
到
底

及
ば
ぬ
い
さ
ぎ
よ
い
人
生
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
世
間
か

ら
は
た
と
え
敗
残
の
誹そ
し

り
を
受
け
よ
う
と
、
お
力
は
そ
の
時
々
に
み
ず
か
ら

後
悔
し
な
い
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
り
、
死
を
も
見
据
え
た
そ
の
選
択
は
あ
た

か
も
〈
武
士
〉
の
覚
悟
に
似
て
い
る
。
か
つ
て
一
葉
は
〈
士
族
〉
出
身
の
矜

持
を
誇
る
か
の
よ
う
に
「
虚
無
の
う
き
よ
に
、
好よ
き
し
に
ど
こ
ろ

死
処
あ
れ
ば
事
た
れ
り
」

（「
日
記
」
明
26
・
7
・
25
）
と
壮
語
を
書
き
つ
け
た
。『
に
ご
り
え
』
末
尾

の
〈
心
中
〉
は
確
か
に
無
惨
で
〈
哀
れ
〉
と
見
え
る
が
、
お
力
に
す
れ
ば

「
虚
無
の
う
き
よ
」（
に
ご
り
え
の
世
の
中
）
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
好
死

処
」
を
得
た
終
幕
を
迎
え
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
お
力
の
生
涯
は
、
か
つ
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て
の
一
葉
の
壮
語
を
地
で
ゆ
く
〈
武
士
〉
的
な
一
生
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
一
葉
に
と
っ
て
お
力
は
同
情
す
べ
き
〈
哀
れ
な
女
〉
で
は
な
く
、

自
身
の
「
好
死
処
」
を
み
ず
か
ら
の
意
志
で
選
び
と
り
、
自
身
の
考
え
る
人

生
を
ま
っ
と
う
し
た
、
う
ら
や
む
べ
き
女
主
人
公
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　
人
間
の
業
と
い
え
る
「
愁
ひ
」
に
殉
じ
た
異
形
の
〈
道
行
〉
は
、
市
井
の

片
隅
で
起
き
た
時
代
錯
誤
な
痴
情
事
件
と
し
て
、
金
銭
の
論
理
が
支
配
す

る
近
代
の
大
き
な
う
ね
り
に
一
瞬
で
没
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

の
〈
哀
れ
〉
と
見
え
る
〈
道
行
〉
を
選
ん
だ
お
力
の
生
涯
こ
そ
、
実
は
一
葉

が
ひ
そ
か
に
願
っ
た
「
好
死
処
」
を
実
践
し
た
見
事
な
終
幕
で
あ
り
、「
愁

ひ
」
が
最
も
人
間
的
な
尊
厳
の
証
左
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
人
生
で
あ
っ

た
。『
に
ご
り
え
』
は
、
作
家
当
人
と
同
じ
社
会
の
底
辺
で
も
が
く
女
の
生

涯
に
託
し
、
一
葉
自
身
の
〈
見
果
て
ぬ
夢
〉
を
投
影
し
た
あ
り
得
べ
き
〈
精

神
的
自
画
像
〉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
注
1
）
梅
光
学
院
大
学
「
日
本
文
学
研
究
」
53
号
（
平
30
・
1
）

（
注
2
）
戸
松
泉
「『
に
ご
り
え
』
論
の
た
め
に
　
　
描
か
れ
た
酌
婦
・
お
力
の
た

め
に
　
　
」（「
相
模
国
文
」
18
、
平
3
・
3
）、
出
原
隆
俊
「『
に
ご
り
え
』

の
〈
彼
の
人
〉」（「
文
学
」
平
6
・
春
、
岩
波
書
店
）、
山
本
欣
司
『
樋
口
一

葉
　
豊
穣
な
る
世
界
へ
』（
平
21
・
10
、和
泉
書
院
）
第
七
章
、滝
藤
満
義
「『
に

ご
り
え
』
論
」（「
横
浜
国
大
国
語
研
究
」
12
、
平
6
・
3
）
な
ど
、
い
ず
れ

も
「
彼
の
人
」
を
「
上
客
」
と
み
な
し
、長
大
な
手
紙
に
つ
い
て
も
お
力
が
「
上

客
」
に
来
店
を
促
す
営
業
的
な
手
紙
と
読
む
。

（
注
3
）
前
田
愛
『
樋
口
一
葉
の
世
界
』（
昭
53
・
12
、平
凡
社
）
所
収
「『
に
ご
り
え
』

の
世
界
」（「
立
教
大
学
日
本
文
学
」、
昭
46
・
6
）。
前
田
論
は
す
べ
て
こ
れ

に
よ
る
。

（
注
4
）「
め
ざ
ま
し
草
」
巻
之
十
五
（
明
30
・
3
）
に
お
け
る
「
概
論
家
」
の
言
及
。

（
注
5
）（
注
3
）
に
同
じ
。

（
注
6
）朴
那
美「
樋
口
一
葉
の『
に
ご
り
え
』と
近
松
門
左
衛
門
の『
心
中
天
の
網
島
』

　
　
そ
の
愛
の
形
、
行
方
　
　
」（
平
12
・
3
、「
東
ア
ジ
ア
　
日
本
語
教
育
・

日
本
文
化
研
究
」
第
二
輯
）
は
、二
編
を
比
較
し
、登
場
人
物
は
照
応
す
る
が
、

一
葉
作
品
に
近
代
的
な
「
リ
ア
ル
」
さ
が
あ
る
と
す
る
。

（
注
7
）
戸
部
銀
作
『【
新
版
】
歌
舞
伎
事
典
』（
平
23
・
3
、平
凡
社
）
所
収
「
道
行
」

（
注
8
）
原
道
生
『
近
松
浄
瑠
璃
の
作
劇
法
』（
平
25
・
11
、
八
木
書
店
）
所
収
「
死

の
道
行
」

（
注
9
）『
樋
口
一
葉
　
考
証
と
試
論
』（
有
精
堂
、昭
45
・
10
）所
収「『
に
ご
り
え
』考
」

（「
文
学
」
昭
29
・
7
、
岩
波
書
店
）。
前
田
論
の
初
出
（
注
1
参
照
）
は
関

論
の
十
七
年
後
で
あ
る
。

（
注
10
）
例
外
と
し
て
金
井
景
子
の
「『
女
』
の
来
歴
　
　『
に
ご
り
え
』
論
へ
の
視

角
」（「
媒
」）
は
、
関
氏
の
噂
の
分
析
を
「
読
み
の
醍
醐
味
あ
ふ
れ
る
も
の
」

と
高
く
評
価
し
て
い
る
。

（
注
11
）（
注
8
）
に
同
じ
。

（
注
12
）（
注
9
）
に
同
じ
。


