
激

石

「
彼
岸
過
迄
」

論

l
l運
命
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
・
と
愛
の
不
透
明
性
を
め
ぐ
っ
て

l
l

「
彼
岸
過
迄
」
は
、

「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
、
明
治
四
十
五
年
一
月
一

日
か
ら
四
月
二
十
九
日
ま
で
、
百
十
九
回
に
亘
っ
て
連
載
さ
れ
た

O
)

「彼

岸
過
迄
」
は
、
後
期
三
部
作
の
第
一
作
目
に
あ
た
る
作
品
で
あ
る
が
、
発

表
時
点
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
高
い
評
価
を
う
け
て
い
る
と
は
い
え
な

い
作
品
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
事
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
ず
、

た
と
え
「
個
々
の
短
篇
を
重
ね
た
末
に
、
其
の
個
々
の
短
篇
が

相
合
し
て
一
長
篇
を
構
成
す
る
」
(
「
彼
岸
過
迄
に
就
て
」
)

が
、
激
石
に
と
っ
て
、
ス
チ
!
ヴ
ン
ソ
ン
の
「
新
ア
ラ
ビ
ア
物
語
」
に
ヒ

と
い
う
試
み

ン
ト
を
え
た
新
し
い
試
み
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
各
短
篇
の
つ
な
が
り
が
う

ま
く
い
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
げ
ら
れ
る
。
特
に
、
面
白
味
を
ね

ら
っ
た
「
風
目
の
後
」
か
ら
「
報
告
」
ま
で
の
前
半
と
、
「
雨
の
降
る
日
」

か
ら
「
松
本
の
話
」
(
「
結
末
」
)
ま
で
の
、
深
刻
な
内
容
を
も
っ
た
後
半
と

- 1ー

の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
否
定
で
き
な
い
し
、
前
半
の
主
人
公
で
あ
っ
た
田
川

敬
太
郎
も
、
後
半
に
な
る
左
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
と
い
う
状
態
で
あ

山

本

正

勝

る
。
最
近
の
研
究
で
は
、

個
々
の
意
識
の
集
積
と
し
て
作
品
世
界
を
構
築
す
る
と
い
う
、

わ
ば
ジ
ェ

1
ム
ス
の
多
元
的
宇
宙
観
の
小
説
的
実
現
で
あ
る
。

L 

“ 

と
い
う
小
倉
倫
三
氏
や
、

探
訪
者
敬
太
郎
を
使
い
、
「
謎
解
き
」
の
連
鎖
性
の
あ
る
小
説

と
い
う
酒
井
英
行
氏
や
、
「
彼
岸
過
迄
」
の
構
造
と
須
永
の
意
識
構
造
が
相

似
形
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
安
藤
久
美
子
氏
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
何

と
か
こ
の
分
裂
し
た
印
象
を
あ
た
え
る
「
彼
岸
過
迄
」
を
統
一
的
に
把
握

し
よ
う
と
い
う
傾
向
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
れ
な
り
の
説
得
性
も
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
長
篇
と
し
て
の
構
想
の
破
綻
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で

も
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
他
に
も
、
こ
の
作
品
に
は
構
成
的
な
点
に
お
い

て
、
問
題
は
多
い
よ
う
で
あ
る
。
最
近
、
松
浦
武
氏
、
秋
山
公
男
氏
、
佐

々
木
充
氏
が
、
具
体
的
な
内
容
は
省
く
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
観
点
か
ら
激

石
の
こ
の
作
品
に
お
け
る
錯
誤
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
松
浦
氏
は
、
錯
誤

を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
そ
う
い
う
錯
誤
を
う
ん
だ
こ
と
自
体
に
、
激
石
の

時
代
に
先
ん
じ
た
新
し
さ
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
プ
ラ
ス
の
方
向
で
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捉
え
て
お
ら
れ
る
が
、
佐
々
木
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
作
品
の
成
否
に
か

か
わ
る
基
本
的
な
ミ
ス
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
秋
山
公
男
氏
の
意
見

に
対
し
て
は
、
既
に
酒
井
英
行
氏
の
反
論
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
意
見
に

対
す
る
当
否
は
お
く
と
し
て
も
、
こ
の
様
な
論
が
多
く
で
て
く
る
こ
と
自

体
、
こ
の
作
品
の
構
成
上
に
問
題
点
が
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
早
く
に
、

『
彼
岸
過
迄
』
の
価
値
的
焦
点
は
自
然
『
須
永
の
話
』
と
『
松
本

の
話
』
と
の
二
篇
に
落
ち
て
行
く
わ
け
で
あ
る
が
、
事
実
は
実
際
そ

正)

の
通
り
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
篇
を
外
に
す
る
と
、
『
彼
岸
過
迄
』
の
芸

術
的
価
値
は
、
決
し
て
し
か
く
重
大
な
も
の
で
は
な
い
。

勝

と
い
う
指
摘
が
あ
る
様
に
、
「
彼
岸
過
迄
」
の
作
品
的
価
値
は
後
半
に
あ

り
、
前
半
に
は
作
品
的
価
値
が
あ
ま
り
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
最
近

の
研
究
で
は
、
敬
太
郎
を
中
心
と
す
る
前
半
に
積
極
的
に
意
義
を
見
出
そ

本山

う
と
す
る
も
の
も
多
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
品
の
面
白
味
に
中
心

を
お
い
た
前
半
の
価
値
は
低
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
三
点
か
ら
み
て
、
「
彼
岸
過
迄
」
は
、
激
石
に
と
っ
て
失
敗
作
で

あ
る
と
い
う
一
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
う
な
っ
た

外
的
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
前
作
「
門
」

(
明
治
幻
年
3
月
J

6
月
)
が
、
新
聞
小
説
と
し
て
、
読
者
の
評
判
と
い
う
点
で
は
必
ず
し
も

成
功
し
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
こ
と
や
、
修
善
寺
の
大
患
(
明
治
幻
年
8

月
M
日
)

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
病
気
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
く

る
と
思
わ
れ
る
創
作
意
欲
の
減
退
で
あ
る
。
激
石
は
、
朝
日
新
聞
入
社
以

来
、
毎
年
一
本
は
連
載
小
説
を
発
表
し
て
き
た
が
、
前
作
「
門
」
と
、
こ

の
「
彼
岸
過
迄
」
と
の
聞
に
は
、
常
に
な
く
長
い
空
白
が
あ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
空
白
の
時
期
に
、
激
石
は
、
「
思
ひ
出
す
事
な
ど
」

(
明
治
的
別
年

m月
J
明
治
必
年
4
月
)

で、

た
ま
/
¥
芸
術
の
好
き
な
も
の
が
、
好
き
な
芸
術
を
職
業
と
す
る

様
な
場
合
で
す
ら
、
其
芸
術
が
職
業
と
な
る
瞬
間
に
於
て
、
冥
の
精

神
生
活
は
既
に
汚
さ
れ
て
仕
舞
ふ
の
は
当
然
で
あ
る
。
芸
術
家
と
し

て
の
彼
は
己
れ
に
篤
き
作
品
を
自
然
の
気
乗
り
で
作
り
上
げ
よ
う
と

す
る
に
反
し
て
、
職
業
家
と
し
て
の
彼
は
評
判
の
よ
き
も
の
売
高
の

多
い
も
の
を
公
け
に
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
(
三
十
七
)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
か
ら
、
こ
の
頃
の
激
石
が
、
作
家
と
し
て
の

自
己
に
純
粋
で
あ
ろ
う
と
す
る
気
持
ち
と
、

ま
た
一
方
で
は
、
現
実
に
妥

協
し
て
、
読
者
を
意
識
し
た
面
白
味
の
あ
る
作
品
を
作
ろ
う
と
す
る
気
持

ち
と
の
矛
盾
の
中
で
悩
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
様
な

激
石
の
気
持
ち
は
、
そ
の
ま
ま
「
彼
岸
過
迄
」
の
執
筆
姿
勢
に
持
ち
込
ま

れ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
激
石
は
、

「
彼
岸
過
迄
に
就
て
」
の
中

で、

た
H
A

自
分
ら
し
い
も
の
が
書
き
た
い
丈
で
あ
る
。

と
い
い
な
が
ら
、

ま
た
一
方
で
は
、

久
し
振
だ
か
ら
成
る
べ
く
面
白
い
も
の
を
書
か
な
け
れ
ば
済
ま
な

い
と
い
ふ
気
が
い
く
ら
か
あ
る
。

と
い
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
前
の
激
石
な
ら
、
悪
く
い
え
ば
、
読
者



に
迎
合
す
る
よ
う
な
気
持
ち
な
ど
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
悩

み
、
作
家
と
し
て
の
迷
い
が
、
「
彼
岸
過
迄
」
に
失
敗
作
の
一
面
を
も
た
ら

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
か
ら
し
て
、
「
彼
岸
過
迄
」
は
、
中
期
三
部
作

の
「
三
四
郎
」
、
「
そ
れ
か
ら
」
、
「
門
」
な
ど
と
違
っ
て
、

の
主
題
も
ま
だ
鮮
明
で
な
く
、
そ
の
小
説
的
実
現
に
自
信
も
な
か
っ
た
と

し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
」
と
い
う
、
桶
谷
秀
昭
氏
の
指
摘
の
如
く
で
あ
ろ

「
激
石
は
自
分

う

「
彼
岸
過
迄
」
の
主
題
は
、
作
品
後
半
に
な
っ
て
描
か
れ
る
、
須
永
と

千
代
子
の
関
係
の
中
に
、
ま
た
須
永
の
人
間
像
の
中
に
形
成
さ
れ
る
と
い

激石「彼岸過迄」論

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
に
作
品
の
根
本
的
価
値
が
存
す
る
の
で
あ

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た
敬
太
郎
を
中
心
と
す
る
前
半
も

無
意
味
で
は
な
い
し
、
そ
れ
な
り
の
意
義
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、

敬
太
郎
を
中
心
と
す
る
前
半
の
意
義
を
、
ま
た
、

た
と
え
分
裂
し
て
い
て

も
、
後
半
と
の
関
係
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
後
半
と
の
関
係
も
視

野
に
入
れ
つ
つ
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
か
ら
、
作
品
を
分
析
し
て
い
き
た

L 、
O 

そ
れ
で
は
、

田
川
敬
太
郎
を
中
心
と
す
る
前
半
「
風
呂
の
後
」

「
停
留

所
L 

「
報
告
」
を
中
心
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。
前
半
の
主
人
公
敬
太
郎
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は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

彼
は
、

「
未
来
を
有
つ
青
年
」
(
「
風
呂
の
後
」
十
)

で
あ
り
、

「
遺
伝
的
に
平
凡

を
忌
む
あ
rw都
府
の
青
年
」
(
同
四
)
「
町
船
底
阪
な
敬
太
郎
」
(
同
六
)
「
彼

に
固
有
の
即
時
皆
趣
味
」
(
「
停
留
所
」
一
一
)
「
郎
官
民
家
」
(
同
一
二
)
と
あ
る
よ

う
に
、
若
い
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
ま
さ
し

く
、
こ
の
作
品
に
面
白
味
を
ね
ら
っ
た
激
石
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
ろ

ぅ
。
作
品
は
、
こ
の
敬
太
郎
が
、
大
学
卒
業
後
、
職
を
求
め
て
の
運
動
と

作
品
前
半
に
お
い
て

奔
走
に
あ
け
く
れ
る
日
常
の
描
写
か
ら
始
ま
る
。

は
、
こ
の
敬
太
郎
と
森
本
、
敬
太
郎
と
田
口
と
の
関
係
を
基
本
と
し
て
作

ロ
聞
は
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
森
本
は
、
敬
太
郎
と
同
じ
下
宿
の
住
人
で
、

三
十
以
上
で
あ
る
が
独
身
で
あ
り
、
新
橋
の
停
車
場
へ
通
勤
し
て
い
る
人

物
で
あ
る
。
敬
太
郎
は
、
こ
の
森
本
に
対
し
て
、
「
一
種
の
好
奇
心
」

(
「
風
呂
の
後
」
一
二
)
を
有
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
敬
太
郎
が
「
凡
て
森
本

の
過
去
に
は
一
種
ロ
マ
ン
ス
の
臭
が
、
第
星
の
尻
尾
の
様
に
ぼ
う
っ
と
掩

被
さ
っ
て
怪
し
い
光
を
放
っ
て
ゐ
る
。
」
(
同
)
と
感
じ
て
い
る
為
で
も
あ

り

彼
の
生
活
は
学
校
を
出
て
以
来
た

x
電
車
に
乗
る
の
と
、
紹
介
状

を
貰
っ
て
知
ら
な
い
人
を
訪
問
す
る
位
の
も
の
で
、
其
他
に
何
と
い

っ
て
取
り
立
て
込
去
ふ
べ
き
程
の
小
説
は
一
つ
も
な
か
っ
た
。
(
「
風

自
の
後
」
五
)

の
様
な
平
九
な
日
常
生
活
を
お
く
つ
て
い
る
彼
に
と
っ
て
、
森
本
は
「
胃

険
家
」
(
「
風
目
の
後
」
八
)

で
あ
り
、
彼
の
ロ
マ
ン
を
満
た
す
べ
き
人
物

で
あ
っ
た
。
敬
太
郎
は
、
森
本
を
「
自
分
の
同
類
」

(
同
一
)
と
ま
で
思

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
森
本
の
突
然
の
失
除
以
後
、
事
態
は
違
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。
下
宿
の
主
人
か
ら
、
失
綜
者
の
友
人
と
し
て
居
所
を
教
え
て
く
れ
と

聞
か
れ
た
時
、
敬
太
郎
は
1

「
大
い
な
る
不
面
目
」
(
「
風
呂
の
後
」
十
)

を
感
じ
、
「
森
本
の
や
う
な
浮
浪
の
徒
と
一
所
に
見
ら
れ
ち
ゃ
、
少
し
体

面
に
係
は
る
。
」
(
同
十
一
)
と
ま
で
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
敬
太
郎

は
、
森
本
が
、
転
々
と
し
て
職
を
変
え
、
子
を
失
い
、
妻
と
も
別
れ
、
満

州
に
ま
で
流
れ
て
行
っ
た
人
生
の
敗
残
者
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認

識
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
敬
太
郎
は
、
こ
こ
で
始
め
て
森
本
の
現
実

が
は
っ
き
り
と
見
え
た
の
で
あ
る
。
敬
太
郎
の
、
森
本
に
対
す
る
イ
メ
l

正)

ジ
は
次
の
様
に
一
変
す
る
。

勝

彼
は
比
時
忽
ち
森
本
の
二
字
を
思
ひ
浮
か
べ
た
。
す
る
と
其
二
字

の
周
囲
に
あ
る
空
想
が
妙
に
色
を
変
へ
た
。
彼
は
物
好
に
も
自
ら
進

ん
で
此
後
ろ
暗
い
奇
人
に
握
手
を
求
め
た
結
果
と
し
て
、
も
う
少
し

で
飛
ん
だ
迷
惑
を
蒙
る
所
で
あ
っ
た
。
(
中
略
)
彼
の
空
中
に
編
み

上
げ
る
勝
手
な
保
皆
が
急
に
温
味
を
失
っ
て
、
醜
く
い
想
像
か
ら
出

本山

来
上
っ
た
雲
の
峰
同
様
に
、
意
味
も
な
く
崩
れ
て
仕
舞
っ
た
。
(
「
停

留
所
」
五
)

と
感
じ
た
敬
太
郎
は
、
森
本
の
「
顔
の
後
に
解
す
べ
か
ら
ざ
る
怪
し
い
物
」

(
「
停
留
所
」
五
)
ま
で
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
敬
太
郎
は
「
呑
気

生
活
」
(
「
風
巴
の
後
」
八
)
と
み
え
た
森
本
の
生
活
が
、
実
は
陪
い
現
実

生
活
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
に
と
っ

て
、
森
本
に
対
す
る
ロ
マ
ン
が
無
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た

筈
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
以
後
の
作
品
展
開
に
お
い
て
明
き
ら
か
な
よ

う
に
、
敬
太
郎
は
、
こ
の
時
の
体
験
を
内
面
化
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
彼
は
あ
く
ま
で
、
現
実
の
み
え
な
い
人
間
で
あ
り
、

ロ
マ
ン
を

お
い
つ
づ
け
る
人
間
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
敬
太
郎
と
田
口

と
の
関
係
に
お
い
て
明
き
ら
か
で
あ
る
。

田
口
と
い
う
の
は
、
敬
太
郎
の
友
人
で
あ
り
、
後
半
の
主
人
公
で
あ
る
須

永
市
蔵
の
叔
父
に
あ
た
り
、
世
間
的
に
成
功
し
て
い
る
実
業
家
で
あ
る
。

敬
太
郎
は
須
永
の
紹
介
で
、
彼
に
職
の
世
話
を
頼
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
そ
の
田
口
か
ら
、
あ
る
一
人
の
男
の
行
動
を
探
偵
し
、
報
告
し
ろ
と
い

う
依
頼
を
受
け
、
試
し
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
、
敬
太
郎
は
、

始
め
て
自
分
が
危
険
な
る
探
偵
小
説
中
に
主
要
の
役
割
を
演
ず
る

一
個
の
主
人
公
の
様
な
心
持
が
し
出
し
た
。
(
「
停
留
所
」
二
十
一
)

「
待
ち
設
け
た
空
想
よ
り
も
猶
郎
膨
郎
」
(
「
停
留
所
」
二
十
一
)

と
感
じ
、

で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
敬
太
郎
は
云
わ
れ
た
通
り
、
必

死
に
な
っ
て
探
偵
と
い
う
行
為
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
敬
太
郎
の

探
偵
行
動
を
評
し
て
、
山
田
有
策
氏
は
、

「
停
留
所
」

に
細
密
に
描
か
れ
る
敬
太
郎
の
〈
冒
険
〉
は
八
読

者
〉
に
と
っ
て
実
に
ス
リ
リ
ン
グ
で
面
白
い
こ
と
は
指
摘
し
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
作
品
に
面
白
味
を
ね
ら
っ
た
激
石

の
意
図
が
、
そ
れ
な
り
に
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
一
方

で
、
佐
々
木
充
氏
の
「
敬
太
郎
は
、
小
川
町
停
留
所
付
近
の
た
た
ず
ま
い



、、

は
、
知
悉
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
激
石
が
「
あ
ま

「
ど
う
み
て
も
こ
こ

で
も
敬
太
郎
の
意
識
と
行
動
と
は
リ
ア
リ
テ
ィ
が
無
h
u
v
と
い
う
よ
う
な

意
見
も
あ
る
。
確
か
に
佐
々
木
氏
の
指
摘
の
通
り
、
こ
の
作
品
を
よ
く
読

り
馴
染
み
の
な
い
場
所
」
の
よ
う
に
描
い
て
お
り
、

め
ば
、
敬
太
郎
の
行
動
は
不
自
然
と
い
う
他
は
な
い
。
そ
れ
は
や
は
り
作

者
激
石
が
、
面
白
味
を
ね
ら
う
あ
ま
り
、
敬
太
郎
に
知
悉
し
て
い
る
筈
の

場
所
を
、
不
案
内
の
場
所
の
様
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
構
成

的
な
面
で
の
無
理
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
の
敬
太
郎
の

探
偵
行
動
の
描
写
に
価
値
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

激石「彼岸過迄」論

後
に
、
敬
太
郎
は
、
探
偵
の
対
象
に
な
っ
た
松
本
か
ら
事
情
を
聞
き
、

自
分
の
行
為
の
無
意
味
さ
を
知
る
の
で
あ
る
、
そ
の
場
面
を
激
石
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

敬
太
郎
は
、

田
口
の
義
弟
に
当
る
松
本
が
、

叔
父
と
い
ふ
資
格

で
、
彼
の
娘
と
時
聞
を
極
め
て
停
留
所
で
待
ち
合
は
し
た
上
、
あ
る

料
理
庖
で
会
食
し
た
と
い
ふ
事
実
を
、
世
間
の
出
来
事
の
う
ち
で
最

も
平
凡
を
極
め
た
も
の
斗
一
つ
の
様
に
見
た
。
そ
れ
を
込
み
入
っ
た

文
で
も
隠
し
て
ゐ
る
や
う
に
、

一
生
懸
命
に
自
分
の
燃
や
し
た
陽
炎

を
散
ら
つ
か
せ
な
が
ら
、
後
を
追
掛
け
て
歩
い
た
の
が
、
左
も
/
¥

馬
鹿
/
¥
し
く
な
っ
て
来
た
。
(
「
報
告
」
十
一
二
)

」
こ
で
も
、
激
石
は
敬
太
郎
の
探
偵
と
い
う
行
為
が
無
意
味
で
あ
っ
た
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」
と
を
、
敬
太
郎
が
見
た
と
思
っ
た
ロ
マ
ン
は
、
平
凡
な
現
実
で
し
か
な

か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

以
上
、
激
石
は
、
敬
太
郎
を
し
て
、
森
本
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ま
た
、

田
口
と
の
関
係
に
お
い
て
、

ロ
マ
ン
が
暗
い
現
実
に
変
貌
し
た
り
、
平
凡

な
現
実
で
し
か
な
か
っ
た
り
し
て
無
意
味
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
体
験
を

さ
せ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敬
太
郎
は
、
須
永
と
千
代
子
と
の
関

係
に
お
い
て
も
、
現
実
を
み
よ
う
と
し
な
い
で
、

ロ
マ
ン
を
み
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
関
係
が
、
敬
太
郎
の
想
像
し
た
関
係
と

全
く
違
っ
て
い
た
こ
と
は
、
作
品
後
半
に
な
っ
て
明
白
に
な
る
。
作
者
激

石
の
眼
は
敬
太
郎
に
対
し
て
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
も

か
く
、
敬
太
郎
が
っ
く
り
あ
げ
た
三
つ
の
ロ
マ
ン
が
次
々
と
崩
壊
し
て
い

く
と
こ
ろ
に
作
品
「
彼
岸
過
迄
」
の
世
界
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
間

違
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
敬
太
郎
に
と
っ
て
一
つ
の
問
題
は
、
彼

が
こ
れ
ら
の
体
験
を
十
分
内
面
化
し
え
て
い
る
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
彼

に
現
実
が
み
え
て
き
た
の
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
彼
は
、

自
己
の
体
験
を
作
品
内
に
お
い
て
は
内
面
化
し
え
て
い
な
い
、
彼
に
は
現

実
が
み
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
敬

太
郎
に
変
化
、
成
長
を
認
め
る
意
見
も
あ
る
が
、
私
は
認
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
今
迄
み
て
き
た
如
く
、
敬
太
郎
の
森
本
へ
の
ロ

マ
ン
が
崩
壊
し
た
こ
と
が
、
次
の
田
口
か
ら
依
頼
を
受
け
た
探
偵
と
い
う

行
為
に
は
生
か
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
、
探
偵
と
い
う
行
為
に
対
し
て
、

敬
太
郎
は
「
あ
ん
な
小
万
細
工
を
し
て
後
な
ん
か
煤
け
る
よ
り
、
直
に
会

っ
て
聞
き
た
い
事
丈
遠
慮
な
く
聞
い
た
方
が
、
ま
だ
手
数
が
省
け
て
、
こ

う
し
て
動
か
な
い
確
か
な
所
が
分
り
ゃ
し
な
い
か
と
思
ふ
の
で
す
」
(
「
報
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告
」
六
)
と
反
省
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
行
為
の
中
で
の
幻
滅
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
さ
ら
に
次
の
須
永
と
千
代
子
の
関
係
に
ロ
マ
ン
を
み
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、

ま
た
二
人
の
関
係
の
実
態
を
知
っ
た
結
果
ど

う
な
っ
た
か
は
、
作
品
内
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
し

て
も
、
敬
太
郎
に
変
化
、
成
長
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
。

若
い
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
で
あ
る
敬
太
郎
が
、

ロ
マ
ン
を
追
い
求
め
る
、

し

か
し
、
そ
れ
が
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
同
時
に
作
者
激
石
の
面

白
味
を
ね
ら
う
こ
と
の
無
意
味
さ
も
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
、
そ
し

正)

て
、
そ
の
事
は
、
作
品
後
半
に
い
た
っ
て
、
面
白
味
を
描
こ
う
と
す
る
作

者
の
姿
勢
が
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

勝

れ
は
、
坂
本
浩
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

本

作
者
激
石
の
心
内
に
は
、
初
め
は
気
が
乗
ら
ぬ
ま
ま
に
書
き
進
ん

で
ゆ
く
う
ち
に
、
い
つ
し
か
作
家
と
し
て
の
本
来
の
文
学
的
情
熱
が

芽
生
え
か
け
て
き
て
、
作
品
の
面
白
さ
よ
り
、
そ
の
真
実
性
へ
の
探

求
が
主
力
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

(山

と
な
る
。
ま
た
、

い
い
か
え
れ
ば
、
激
石
は
、
前
述
の
作
家
的
迷
い
を
作

品
を
書
い
て
い
く
う
ち
に
克
服
し
た
と
も
い
え
る
。

次
に
、
作
品
の
後
半
「
雨
の
降
る
日
」

「
須
永
の
話
」

「
松
本
の
話
」

(
「
結
末
」
)
を
中
心
に
、
作
品
世
界
を
考
え
て
い
き
た
い
。
作
品
後
半
は
、

須
永
と
千
代
子
の
関
係
を
軸
と
し
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
二
人
の
関
係

は
ど
の
様
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
敬
太
郎
が
二
人
を

ど
の
よ
う
に
み
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
み
て
い
き
た
い
。
森
本
の

過
去
、
田
口
の
探
偵
に
ロ
マ
ン
を
み
よ
う
と
し
た
敬
太
郎
が
、
次
に
ロ
マ

ン
を
期
待
す
る
の
は
、
須
永
と
千
代
子
の
関
係
で
あ
っ
た
。
敬
太
郎
は
、

須
永
と
此
女
(
千
代
子

l
l筆
者
注
)
が
何
ん
な
文
に
二
人
の
浪

漫
を
織
っ
て
ゐ
る
の
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
(
「
停
留
所
」
二
)

の
で
あ
り
、
ま
た

敬
太
郎
は
須
永
の
門
前
で
後
姿
の
女
を
見
て
以
来
、
此
二
人
を
結

び
付
け
る
縁
の
系
を
常
に
想
像
し
た
。
其
糸
に
は
一
種
の
夢
の
様
な

匂
が
あ
る
(
「
須
永
の
話
」

一、--"

と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
敬
太
郎
は
、
須
永
と
、
千
代
子
と
、
須
永
の

母
の
三
人
を
み
て
、

た
H
A

敬
太
郎
は
偶
然
に
も
自
分
の
前
に
並
ん
だ
三
人
が
、
有
の
俸

の
今
の
姿
で
、
現
に
似
合
は
し
い
夫
婦
と
姑
に
成
り
終
せ
て
ゐ
る
と

い
ふ
事
に
不
図
思
ひ
及
ん
だ
時
、
彼
等
を
世
間
並
の
形
式
で
纏
め
る

の
は
、
最
も
容
易
い
仕
事
の
様
に
考
へ

(
「
須
永
の
話
」
二
)

る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
敬
太
郎
は
、
二
人
の
関
係
に
ロ
マ
ン
を
視
、
ま

た
、
二
人
が
結
び
つ
く
の
は
、

最
も
容
易
な
事
と
し
て
考
え
る
の
で
あ

る
。
彼
の
見
方
は
軽
薄
と
い
う
他
は
な
い
が
、
事
実
は
、

「
須
永
の
話
」

を
中
心
に
展
開
す
る
よ
う
に
、
二
人
の
関
係
は
、
敬
太
郎
が
考
え
る
の
と

全
く
違
っ
て
い
る
こ
と
が
明
き
ら
か
に
な
る
。

敬
太
郎
は
、

そ
の
事
実

を
、
須
永
や
松
本
か
ら
聞
い
て
知
る
の
だ
が
、
既
に
、
須
永
と
千
代
子
の



対
立
は
、
二
人
の
複
雑
な
関
係
は
、
伏
線
的
に
「
雨
の
降
る
日
」
に
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
火
葬
場
で
、
二
人
が
鍵
を
め
ぐ
っ
て
言
い
争
う
場

面
で
あ
る
。二

人
の
問
答
を
後
の
方
で
冷
淡
に
聞
い
て
ゐ
た
須
永
は
、
鍵
な
ら

僕
が
持
っ
て
来
て
ゐ
る
よ
と
云
っ
て
、
冷
た
い
重
い
も
の
を
扶
か
ら

出
し
て
叔
母
に
渡
し
た
。
御
仙
が
夫
を
受
付
口
へ
見
せ
て
ゐ
る
間

た
し

に
、
千
代
子
は
須
永
を
窒
な
め
た
。

激石「彼岸過迄」論

「
市
さ
ん
、
貴
方
本
当
に
悪
ら
し
い
方
ね
。
持
っ
て
る
な
ら
早
く

出
し
て
上
げ
れ
ば
可
い
の
に
。
叔
母
さ
ん
は
宥
子
さ
ん
の
事
で
、
頭

が
盆
槍
し
て
ゐ
る
か
ら
忘
れ
る
ん
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」

須
永
は
唯
微
笑
し
て
立
っ
て
ゐ
た
。

「
貴
方
の
様
な
不
人
情
な
人
は
斯
ん
な
時
に
は
一
層
来
な
い
方
が

可
い
わ
。
育
子
さ
ん
が
死
ん
だ
っ
て
、
涙
一
つ
零
す
ぢ
ゃ
な
し
」

「
不
人
情
な
ん
ぢ
ゃ
な
い
。
ま
だ
子
供
を
持
っ
た
事
が
な
い
か

ら
、
親
子
の
情
愛
が
能
く
解
ら
な
い
ん
だ
よ
」

「
ま
あ
、
能
く
御
母
さ
ん
の
前
で
そ
ん
な
呑
気
な
事
が
云
へ
る
の

ね
。
ぢ
や
妾
な
ん
か
何
う
し
た
の
。
何
時
子
供
持
っ
た
覚
が
あ
っ
て
」

「
あ
る
か
何
う
か
僕
は
知
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
千
代
ち
ゃ
ん
は
女

だ
か
ら
、

大
方
男
よ
り
美
く
し
い
心
を
持
っ
て
ゐ
る
ん
だ
ら
う
」

(
七
)
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須
永
を
「
不
人
情
」
と
批
判
す
る
千
代
子
、

ま
た
、
千
代
子
を
「
美
く

し
い
心
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
い
な
が
ら
も
、
彼
女
の
「
子
供
を
持
っ
た

覚
が
あ
っ
て
」
に
対
し
て
、

に
皮
肉
っ
て
い
る
須
永
、
こ
の
場
面
は
、
二
人
の
対
立
の
深
刻
さ
を
あ
ら

「
あ
る
か
何
う
か
僕
は
知
ら
な
い
」
と
痛
烈

一
篇
は
、
他
の
篇
と
違
っ

て
独
立
し
て
い
る
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
強
い
て
あ
げ
れ
ば
須
永
と
千
代

子
の
対
立
の
伏
線
的
役
割
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
雨
の
降
る
日
」

「
須
永
の
話
」
に
い
た
っ
て
、
須
永
と
千
代
子
の
複
雑
な
関
係
は
、
そ

の
実
態
を
明
白
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、
須
永
が
千
代
子
と
の
関
係
を
敬
太

郎
に
告
白
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
松
浦
武
氏
が
「
な
ぜ
、
須
永

は
あ
の
軽
薄
な
敬
太
郎
に
つ
ら
い
自
己
告
白
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
、
そ
の
必
然
性
が
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
ま
さ
に
そ

の
通
り
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
構
成
上
の
無
理
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し

て
ま
た
、
こ
こ
で
の
作
家
的
反
省
が
、
後
の
「
こ
斗
ろ
」
の
「
先
生
」
と

「
私
」
の
関
係
に
み
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
即
ち
「
こ
h
A

ろ
」
で
、
激

石
は
、
「
先
生
」
が
「
私
」
に
告
白
す
る
必
要
性
を
執
劫
に
聞
い
つ
づ
け
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
須
永
の
悩
み
よ
り
、

「
先
生
」
の
悩
み
の
方
が
よ
り

深
刻
で
あ
っ
た
こ
と
、
須
永
は
、
自
己
の
出
生
の
秘
密
ま
で
は
敬
太
郎
に

告
白
し
て
い
な
い
点
に
多
少
の
問
題
は
あ
る
に
し
て
も
、
も
し
「
私
」
が

敬
太
郎
の
如
き
軽
薄
な
人
物
な
ら
、

「
先
生
」
は
「
私
」

に
告
白
し
て
い

な
い
で
あ
ろ
う
。

「
須
永
の
話
」
に
は
、
須
永
と
千
代
子
の
複
雑
な
関
係
が
描
か
れ
て
い

る
。
須
永
と
千
代
子
は
、
須
永
の
母
に
よ
っ
て
、
結
婚
す
る
こ
と
に
決
め

ら
れ
た
関
係
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
二
人
の
関
係
は
、

お
互
に
、
意
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識
の
上
で
は
明
確
に
愛
を
意
識
し
て
い
な
い
な
が
ら
、
無
意
識
で
は
愛
し

て
い
る
様
な
微
妙
な
関
係
で
あ
る
。
千
代
子
の
須
永
へ
の
愛
に
つ
い
て

は
、
既
に
「
千
代
子
の
心
理
は
外
が
わ
か
ら
描
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
o

千
代
子
の
性
格
は
現
実
性
に
ま
で
倒
達
し
て
い
な
い
ご
と
い
う
岩
上

順
一
氏
の
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
彼
女
の
内
面
の
描
写
が
な
い
の
で
、
よ

く
分
ら
な
い
点
も
あ
る
が
、

た
と
え
ば
、
須
永
が
ず
っ
と
以
前
に
か
い
た

絵
を
大
切
に
も
っ
て
い
た
り
す
る
事
(
「
須
永
の
話
」
十
)
な
ど
に
よ
っ
て

明
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
須
永
の
千
代
子
へ
の
愛
に
つ
い
て
は
、

た

と
え
ば
、
千
代
子
か
ら
結
婚
が
極
っ
た
と
い
う
嘘
を
聞
い
た
時
の
彼
の
態

正)

度
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。

勝

僕
は
自
分
の
気
分
を
変
へ
る
た
め
わ
ざ
と
彼
女
に
何
時
頃
嫁
に
行

本

く
積
か
と
聞
い
た
。
彼
女
は
も
う
直
に
行
く
の
だ
と
答
へ
た
。

山

「
然
し
ま
だ
極
っ
た
訳
ぢ
ゃ
な
い
ん
だ
ろ
う
」

「
い
斗
え
、
も
う
極
っ
た
の
」

彼
女
は
明
ら
か
に
答
へ
た
。
今
迄
自
分
の
安
心
を
得
る
最
後
の
手

段
と
し
て
、

一
日
も
早
く
彼
女
の
縁
談
が
纏
ま
れ
ば
好
い
が
と
念
じ

て
ゐ
た
僕
の
心
臓
は
、
此
答
と
共
に
ど
き
ん
と
音
の
す
る
浪
を
打
つ

た
。
さ
う
し
て
毛
穴
か
ら
這
ひ
出
す
様
な
一
膏
汗
が
、
背
中
と
肢
の
下

を
不
意
に
襲
っ
た
。
千
代
子
は
文
庫
を
抱
い
て
立
ち
上
っ
た
。
障
子

を
開
け
る
と
き
、
上
か
ら
僕
を
見
下
し
て
、

「
嘘
よ
」
と
一
口
判
然

云
ひ
切
っ
た
偉
、
自
分
の
室
の
方
へ
出
て
行
っ
た
。

僕
は
動
く
考
も
な
く
故
の
席
に
坐
っ
て
ゐ
た
。
僕
の
胸
に
は
忌
々

し
い
何
物
も
宿
ら
な
か
っ
た
。
千
代
子
の
嫁
に
行
く
行
か
な
い
が
、

僕
に
何
う
影
響
す
る
か
を
、
此
時
始
め
て
実
際
に
自
覚
す
る
事
の
出

来
た
僕
は
、
そ
れ
を
自
覚
さ
せ
て
呉
れ
た
彼
女
の
翻
弄
に
対
し
て
感

謝
し
た
。
僕
は
今
迄
気
が
付
か
ず
に
彼
女
を
愛
し
て
ゐ
た
の
か
も
知

れ
な
か
っ
た
。
或
は
彼
女
が
気
が
付
か
な
い
う
ち
に
僕
を
愛
し
て
ゐ

た
の
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。

l
l僕
は
自
分
と
い
ふ
正
体
が
、
夫
程

解
り
悪
い
怖
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
考
へ
て
、
し
ば
ら
く
在
然
と
し
て

ゐ
た
。
(
「
須
永
の
話
」
十
)

こ
こ
で
須
永
の
「
気
が
付
か
な
い
う
ち
に
愛
し
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な

い
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
意
味
は
大
き
い
。
激
石
は
こ
こ
で
、
須
永
に
と

っ
て
も
、
千
代
子
に
と
っ
て
も
、
愛
は
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
激
石
は
、
須
永
に
と
っ
て
も
、
千
代
子
に

と
っ
て
も
、
愛
は
不
透
明
な
も
の
、
明
確
に
意
識
さ
れ
え
な
い
も
の
、
捉

え
難
い
も
の
と
し
て
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
愛
を

描
い
た
と
こ
ろ
に
、
夏
目
激
石
の
作
家
と
し
て
の
認
識
の
深
ま
り
、
近
代

性
を
指
摘
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
須
永
は
、
千
代
子
と
の
関
係
を
次
の
様
に
分
析
す
る
。

千
代
子
が
僕
の
所
へ
嫁
に
来
れ
ば
必
ず
残
酷
な
失
望
を
経
験
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
中
略
)
彼
女
は
、
頭
と
腕
を
挙
げ
て
実
世
間

に
打
ち
込
ん
で
、
肉
眼
で
指
す
事
の
出
来
る
権
力
か
財
力
を
撰
ま
な

く
っ
て
は
男
子
で
な
い
と
考
へ
て
ゐ
る
。
単
純
な
彼
女
は
、
た
と
ひ

僕
の
所
へ
嫁
に
来
て
も
、

矢
張
き
う
云
ふ
働
き
振
を
僕
か
ら
要
求



し
、
又
要
求
さ
へ
す
れ
ば
僕
に
出
来
る
も
の
と
の
み
思
ひ
詰
め
て
ゐ

る
。
二
人
の
聞
に
横
た
は
る
根
本
的
不
幸
は
此
所
に
存
在
す
る
と
云

っ
て
も
差
支
な
い
の
で
あ
る
。
僕
は
今
云
っ
た
通
り
、
妻
と
し
て
の

彼
女
の
美
く
し
い
感
情
を
、
さ
う
多
量
に
受
け
入
れ
る
事
の
出
来
な

〈
す

い
至
っ
て
慎
ぶ
っ
た
性
質
な
の
だ
が
、
よ
し
焼
石
に
水
を
滋
い
だ
時

の
様
に
、
そ
れ
を
悉
く
吸
ひ
込
ん
だ
所
で
、
彼
女
の
望
み
通
り
に
利

用
す
る
訳
に
は
到
底
も
行
か
な
い
。
(
「
須
永
の
話
」
十
二
)

ま
た
、
須
永
は
、
そ
の
よ
う
な
二
人
の
関
係
を
、

「
恐
れ
る
男
」
(
「
須
永
の
話
」
十
二
)
の
関
係
と
も
い「
い恐
かれ
えな
てい
い女
るハ」

18 
0，-，と

激石「彼岸過迄J論

「
恐
れ
る
男
」
で
あ
る
自
分
と
、

「
恐
れ
な
い
女
」
で
あ
る
千
代
子
が
結

ば
れ
る
こ
と
は
不
幸
で
し
か
な
い
と
須
永
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
点
に
限
っ
て
い
え
ば
、
激
石
は
、
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
問
題
が
あ
る

と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
二
人
の
気
質
、
も
し
く
は
性
絡
の
相
違
に
よ
っ

て
、
二
人
が
結
ば
れ
な
い
と
須
永
に
理
解
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
須
永
と
千
代
子
の
関
係
は
、
性
格
悲
劇
的
様
相
を
呈
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
須
永
の
認
識
も
、
彼
に
と
っ
て
は
、

へ
V
F

し

ょ

せ

ん

「

頭

」

の

理

解

で

し

か

な

く

、

自

己

の

「

胸

」

(
同
二
十
八
)

(
同
)
を
、

千
代
子
へ
の
思
い
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と

が
、
後
述
の
よ
う
な
出
来
事
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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四

そ
の
出
来
事
は
、
須
永
が
、
夏
休
み
に
、
千
代
子
に
招
か
れ
て
鎌
倉
に

い
っ
た
時
に
会
っ
た
高
木
と
い
う
男
を
意
識
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で

あ
る
。

眼
の
当
り
に
此
高
木
と
い
ふ
男
を
見
る
迄
は
、
さ
う
い
ふ
名
の
付

く
感
情
に
強
く
心
を
奪
は
れ
た
試
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
僕
は
其

時
高
木
か
ら
受
け
た
名
状
し
難
い
不
快
を
明
ら
か
に
覚
え
て
ゐ
る
。

さ
う
し
て
自
分
の
所
有
で
も
な
い
、
又
所
有
に
す
る
気
も
な
い
千
代

子
が
源
因
で
、
此
嫉
妬
心
が
燃
え
出
し
た
の
だ
と
思
っ
た
時
、
僕
は

何
う
し
て
も
僕
の
嫉
妬
心
を
抑
え
付
け
な
け
れ
ば
自
分
の
人
格
に
対

し
て
申
し
訳
が
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。
僕
は
存
在
の
権
利
を
失
つ

誰
に
も
見
え
な
い
腹
の
中
で
苦
悶
し
始
め

た
嫉
妬
心
を
抱
い
て
、

た
。
(
「
須
永
の
話
」
十
七
)

こ
こ
で
、
須
永
が
高
木
に
対
す
る
嫉
妬
を
「
存
在
の
権
利
を
失
っ
た
嫉

妬
心
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
後
に
、
激
石
は
「
嫉
妬
は

愛
の
半
面
」
(
「
こ
斗
ろ
」
下
三
十
四
)
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
愛
が
あ

っ
て
こ
そ
嫉
妬
が
あ
る
の
だ
が
、
須
永
に
は
意
識
上
、
千
代
子
へ
の
愛
が

な
い
か
ら
、

「
存
在
の
権
利
を
失
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
高
木
に
嫉
妬
を
感
じ
る
須
永
に
は
、
や
は
り
、
千
代

子
へ
の
無
意
識
の
愛
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
も
か

く
愛
の
実
在
が
信
じ
ら
れ
ず
に
、

嫉
妬
の
実
在
の
み
信
じ
ら
れ
る
須
永

は
、
確
か
に
不
幸
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

須
永
は
「
千
代
子
と
僕
に
高
木
を
加
へ
て
三
つ
巴
を
描
い
た
一
種
の
関

係
が
、
夫
限
発
展
し
な
い
で
、
其
中
の
劣
敗
者
に
当
る
僕
が
、
恰
も
運
命
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の
先
途
を
予
知
し
た
如
き
態
度
で
、
中
途
か
ら
渦
巻
の
外
に
逃
れ
る
」

(
「
須
永
の
話
」
二
十
五
)
よ
う
な
形
で
、
千
代
子
や
高
木
の
い
る
鎌
倉
か

ら
東
京
ヘ
帰
る
の
で
あ
る
。
東
京
へ
帰
っ
た
須
永
は
、

「
ゲ
ダ
ン
ケ
」
と

い
う
書
物
を
読
ん
だ
後
、
次
の
よ
う
な
気
持
ち
に
襲
わ
れ
る
。

僕
は
此
変
な
心
持
と
共
に
、
千
代
子
の
見
て
ゐ
る
前
で
、
高
木
の
脳

天
に
重
い
文
鎮
を
骨
の
底
、
迄
打
ち
込
ん
だ
夢
を
、
大
き
な
眼
を
聞
き

な
が
ら
見
て
、
驚
ろ
い
て
立
ち
上
っ
た
。
ハ
「
須
永
の
話
」
二
十
八
)

」
の
描
写
は
、
須
永
の
千
代
子
へ
の
愛
の
強
さ
と
、
高
木
に
対
す
る
嫉

妬
の
深
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

た
と
え
、
鎌
倉
か
ら
東
京
に

正)

帰
っ
て
も
、
や
は
り
、
千
代
子
と
高
木
の
こ
と
を
強
く
意
識
せ
ざ
る
を
え

な
い
須
永
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
o

激
石
は
、
こ
こ
で
「
防
〕

で
は
わ
か
っ
て
も
、
「
断
〕
は
抑
え
き
れ
な
い
と
い
う
須
永
の
精
神
構
造
を

勝本山

明
確
に
示
し
と
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
鎌
倉
か
ら
母
を
送
っ
て
き
た
千
代
子
に
、
須
永
が
、
必
要
も

な
い
の
に
高
木
の
こ
と
を
聞
い
た
時
、
二
人
の
関
係
は
、
決
定
的
と
も
い

え
る
深
刻
な
事
態
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
唯
何
故
愛
し
て
も
ゐ
ず
、
細
君
に
も
し
ゃ
う
と
思
っ
て
ゐ
な
い

妾
に
対
し
て
:
:
:
」

彼
女
は
此
所
へ
来
て
急
に
口
龍
っ
た
。
不
敏
な
僕
は
其
後
ヘ
何
が

出
て
来
る
の
か
、
ま
だ
覚
れ
な
か
っ
た
。

「
御
前
に
対
し
て
」
と
半

ば
彼
女
を
促
が
す
様
に
聞
を
掛
け
た
。
彼
女
は
突
然
物
を
衝
き
破
つ

た
風
に
、

「
何
故
嫉
妬
な
さ
る
ん
で
す
」
と
云
ひ
切
っ
て
、
前
よ
り

ほ
て

は
劇
し
く
泣
き
出
し
た
。
僕
は
さ
っ
と
血
が
顔
に
上
る
時
の
熱
り
を

両
方
の
頬
に
感
じ
た
。
(
「
須
永
の
話
」
三
十
五
)

こ
こ
で
の
千
代
子
の
、
鎌
倉
で
の
須
永
の
と
っ
た
行
為
へ
の
批
判
の
言

葉
は
、
ま
さ
に
須
永
と
い
う
存
在
を
完
全
に
う
ち
の
め
し
た
と
い
え
よ

ぅ
。
彼
女
の
批
判
の
通
り
、
須
永
は
醜
い
嫉
妬
を
さ
ら
け
だ
し
た
卑
怯
な

人
間
で
あ
り
、

エ
ゴ
イ
九
ト
な
の
で
あ
る
。

た
だ
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
須
永
と
千
代
子
の
関

係
に
お
い
て
、
問
題
は
須
永
の
方
に
あ
る
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
千
代
子
の
方
も
、
作
者
に
よ
っ
て
、
否
定
的
な
存
在
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
こ
で
引
用
し
た
部
分
に
み

ら
れ
る
よ
う
な
鋭
い
言
葉
を
、
男
性
に
吐
い
た
女
性
は
、
今
迄
の
激
石
の

作
品
に
は
い
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
は
正
宗
白
鳥
氏
が
、
「
私
は
、
『
須
永
の

話
』
を
中
心
と
し
た
『
彼
岸
過
迄
』
に
於
て
、

は
じ
め
て
、
激
石
の
頭
か

ら
描
き
だ
さ
れ
た
溌
刺
た
る
女
性
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
千
代
子

は
よ
く
描
か
れ
て
ゐ
る
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
と

も
か
く
と
し
て
、

(
「
須
永
の
話
」

須
永
は
、

自
分
の
こ
と
を
「
我
憧
」

五
)
、
「
意
地
の
強
い
」
(
同
八
)
、
「
気
随
」
(
同
九
)
、
「
片
意
地
」

(
同
)

と
否
定
的
に
い
う
一
方
で
、
千
代
子
に
対
し
て
は
、
繰
り
返
し
「
純
粋
」

(
つ
須
永
の
話
」
七
、
十
一
、
十
二
、
三
十
一
)
と
い
う
が
、
そ
の
言
葉
は
、

彼
女
の
一
面
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

ぅ
。
作
者
激
石
は
、
千
代
子
に
対
し
て
意
外
に
辛
隷
な
の
で
あ
る
。
今
そ

の
具
体
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。



ま
ず
「
雨
の
降
る
日
」
で
あ
る
。
松
本
の
雨
の
降
る
日
に
客
を
断
る
評

判
を
聞
い
た
千
代
子
は
、

「
あ
の
叔
父
さ
ん
も
随
分
変
っ
て
る
の
お
。
雨
が
降
る
と
一
し
き

り
能
く
御
客
を
断
わ
っ
た
事
が
あ
っ
て
よ
。
今
で
も
左
う
か
知
ら
」

r-¥ 

一、、J

と
い
っ
て
い
る
が
、
既
に
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
や
は
り
、
彼

女
が
、
松
本
の
、
有
子
を
失
っ
た
悲
し
み
を
理
解
し
え
て
い
な
い
こ
と
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
有
子
の
葬
式
、
焼
香
の
時
の
場

面
で
あ
る
。

激石「彼岸過迄J論

寺
で
は
読
経
も
焼
香
も
形
式
通
り
済
ん
だ
。
千
代
子
は
広
い
本
堂

(
中
略
)

に
坐
っ
て
ゐ
る
問
、
不
思
議
に
涙
も
何
も
出
な
か
っ
た
。

う

ち

〈

ベ

焼
香
の
時
、
重
子
が
香
を
撮
ん
で
香
櫨
の
裏
へ
煽
る
の
を
間
違
へ

て
、
灰
を
一
撮
み
取
っ
て
、
抹
香
の
中
へ
打
ち
込
ん
だ
折
に
は
、
可

笑
し
く
な
っ
て
吹
き
出
し
た
位
で
あ
る
。
(
六
)

こ
こ
で
の
千
代
子
は
、
宥
子
の
死
を
あ
ま
り
悲
し
ん
で
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。
後
に
、
千
代
子
は
前
に
引
用
し
た
「
七
」
の
火
葬
場
の
場
面
で
、

須
永
を
「
不
人
情
」
と
批
判
す
る
が
、
こ
の
言
葉
は
、
千
代
子
自
身
に
も

向
け
ら
れ
る
言
葉
で
あ
っ
た
と
も
う
え
よ
う
。
そ
し
て
「
雨
の
降
る
日
」

の
最
後
で
千
代
子
は
、

「
叔
母
さ
ん
又
奮
発
し
て
、
有
子
さ
ん
と
瓜
二
つ
の
様
な
子
を
持

-11ー

へ
て
頂
戴
。
可
愛
が
っ
て
上
げ
る
か
ら
」

と
い
い
、
叔
母
か
ら
、

「
宥
子
と
同
じ
子
、
ち
ゃ
不
可
な
い
で
せ
う
、
宥
子
で
な
く
っ
ち

や
。
御
茶
碗
や
帽
子
と
違
っ
て
代
り
が
出
来
た
っ
て
、
亡
く
し
た
の

を
忘
れ
る
訳
に
や
行
か
な
い
ん
だ
か
ら
」
(
八
)

か
け
が
え
の
な
い
我
が
子

と
い
う
批
判
を
う
け
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
、

管
子
の
死
を
悲
し
ん
で
い
る
叔
母
の
気
持
ち
を
理
解
で
き
な
い
千
代
子
が

描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
雨
の
降
る
日
」
の
三
つ
の
描
写
か
ら
、
千
代
子

に
対
す
る
作
者
激
石
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
姿
勢
が
う
か
が
い
し
れ
る
の
で

あ
る
。ま

た
、

「
須
永
の
話
」

の
中
か
ら
あ
げ
れ
ば
、

先
に
み
た
場
面
で
あ

る
が
、

千
代
子
が
結
婚
が
き
ま
っ
た
と
い
う
嘘
を
須
永
に
い
っ
た
こ
と

(十)、

電
話
を
一
緒
に
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
須
永
の
好
奇
心
を
挑
発

す
る
行
為
を
し
た
こ
と
(
同
)
な
ど
か
ら
も
、
彼
女
の
「
技
巧
」
、
エ
ゴ
イ

ズ
ム
は
明
き
ら
か
で
あ
る
。
後
に
須
永
が
、

鎌
倉
へ
行
く
迄
千
代
子
を
天
下
の
女
性
の
う
ち
で
、
最
も
純
粋
な

一
人
と
信
じ
て
ゐ
た
僕
は
、
鎌
倉
で
暮
し
た
僅
か
二
日
間
の
間
に
、

始
め
て
彼
女
の
技
巧
を
疑
ひ
出
し
た
の
で
あ
る
。
(
「
須
永
の
話
」
三

十
一
)

と
千
代
子
の
「
技
巧
」
を
疑
い
出
す
が
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
既
に

千
代
子
の
「
技
巧
」
、

エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
描
か
れ
て
い
た
と
も
い
よ
う
。

以
上
の
考
察
か
ら
み
て
明
き
ら
か
な
如
く
、
千
代
子
に
は
須
永
が
い
う

よ
う
な
「
純
粋
」
で
あ
る
一
面
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
の
み
で
な
く
、

「
技
巧
者
」
で
、
他
人
へ
の
思
い
や
り
の
な
い
、
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
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h
h

、、

4μ
し

エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
る
一
面
も
確
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
須
永
が
鎌
倉
か
ら
帰
っ
た
時
、
無
論
「
執
濃
い
油
絵
」
(
「
須

永
の
話
」
二
十
九
)

の
よ
う
な
自
分
と
の
比
較
も
一
因
で
は
あ
る
が
、

「
一
筆
が
き
の
朝
貌
の
様
な
」
(
同
)
単
純
な
作
の
発
見
に
い
た
る
の
で
あ

る
。
高
木
文
雄
氏
は
、

帰
京
し
た
か
れ
は
、
女
中
の
作
の
、
女
ら
し
い
と
こ
ろ
に
気
づ
き
、

「
彼
女
の
身
の
周
囲
か
ら
出
る
落
付
い
た
、
気
安
い
、
大
人
し
や
か

正)

な
空
気
を
愛
し
た
」
(
五
の
二
十
六
)
。
だ
が
千
代
子
を
か
つ
て
に
技

巧
者
と
き
め
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
千
代
子
も
、
作
の
よ
う
に
な
に

円

mu

も
考
え
な
い
単
純
な
女
な
の
だ
。

勝

と
、
作
と
千
代
子
を
同
じ
よ
う
な
単
純
な
女
性
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、

今
迄
の
考
察
で
明
き
ら
か
な
如
く
、
作
と
千
代
子
は
別
の
タ
イ
プ
の
女
性

本(山

な
の
で
あ
る
。
激
石
は
明
き
ら
か
に
作
を
千
代
子
と
の
対
照
に
お
い
て
設

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
須
永
が
作
に
魅
か
れ
る
の

で
あ
句
し
か
し
作
も
単
純
な
女
性
で
あ
り
つ
*
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
激
石
は
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
、
作
が
千
代
子
を
意
識
す
る
場

面
に
明
き
ら
か
で
あ
る
。

千
代
子
は
作
が
出
て
来
て
も
、
作
で
な
い
外
の
女
が
出
て
来
た
と

同
じ
様
に
、
な
ん
に
も
気
に
留
め
な
か
っ
た
。
作
の
方
で
は
一
旦
起

っ
て
、
梯
子
段
の
傍
迄
行
っ
て
、
も
う
降
り
ゃ
う
と
す
る
間
際
に
舵

度
振
り
返
っ
て
、
千
代
子
の
後
姿
を
見
た
。
僕
は
自
分
が
鎌
倉
で
高

木
を
傍
に
見
て
暮
し
た
二
日
間
を
思
ひ
出
し
て
、
材
料
が
な
い
か
ら

何
も
考
へ
な
い
と
明
言
し
た
作
に
、
千
代
子
と
い
ふ
ハ
イ
カ
ラ
な
有

毒
の
材
料
が
与
へ
ら
れ
た
の
を
憐
れ
に
眺
め
た
。
(
「
須
永
の
話
」
一
ニ

十
作
者
激
石
は
、
作
に
対
し
て
も
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
場
面
は
、
激
石
の
現
実
認
識
の
暗
さ
を
示
す
場
面
と
も
い
え
よ
う
。

須
永
と
千
代
子
の
二
人
の
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
い
の
は
、
先
に
述
べ

た
性
格
悲
劇
的
な
面
が
あ
る
と
と
も
に
、
た
と
え
あ
ら
わ
れ
方
は
違
っ
て

も
、
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
も
つ
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
我
執
が
大
き
な
ウ
エ
ー
ト

を
占
め
る
と
激
石
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
松
本
に
よ
れ
ば

二
人
は
「
真
し
や
か
に
前
後
に
通
じ
な
い
嘘
」
(
「
松
本
の
話
」

一
)
で
成

り
立
つ
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
結
局
須
永
と
千
代
子
の
関
係

は
、
松
本
の

二
人
は
或
る
意
味
で
密
接
に
引
き
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
も
其

引
き
付
け
ら
れ
方
が
又
傍
の
も
の
に
何
う
す
る
権
威
も
な
い
宿
命
の

力
で
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
ん
だ
か
ら
恐
ろ
し
い
。
取
り
澄
ま
し
た
警
句

を
用
ひ
る
と
、
彼
等
は
離
れ
る
為
に
合
ひ
、
合
ふ
為
に
離
れ
る
と
云

っ
た
風
な
気
の
毒
な
一
対
を
形
づ
く
っ
て
ゐ
る
。
(
「
松
本
の
話
」
一
)

と
い
う
通
り
で
あ
ろ
う
。
繰
り
返
す
が
、
須
永
と
千
代
子
の
関
係
は
、

お

互
が
愛
し
合
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
さ
え
は
っ
き
り
し
な
い
関
係
で
あ

り

一
方
で
は
愛
し
合
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
存
在
す
る
嫉
妬
や
憎
し
み
が

前
面
に
あ
り
、
そ
の
一
方
で
、
愛
そ
の
も
の
は
、
二
人
に
は
、
ま
た
読
者

さ
え
に
も
不
透
明
で
あ
る
よ
う
な
特
異
な
関
係
で
あ
る
。
同
時
代
に
「
作



者
が
、
須
永
と
い
ふ
人
物
を
通
し
て
嫉
妬
感
情
そ
の
も
の
を
弄
ん
で
居
る

嫌
ひ
が
あ
る
。
」
と
い
う
批
判
が
あ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か

く
と
し
て
、
山
田
智
彦
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
二
人
の
関
係
を
評
し
て
、

恋
愛
関
係
と
は
は
っ
き
り
言
え
な
い
よ
う
な
恋
愛
関
係
で
あ
る
。

が
、
同
時
に
、
須
永
と
千
代
子
の
関
係
こ
そ
、
ま
さ
に
恋
愛
関
係
な

の
だ
、
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
よ
い
よ
う
な
気
も
す
る
。

や

須
永
と
千
代
子
の
関
係
は
、
男
と
女
の
関
係
の
一
つ
の
新
し
い
典
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型
で
あ
り
、
二
人
の
恋
愛
は
一
方
で
は
対
立
し
な
が
ら
又
、

は
愛
し
合
う
男
と
女
の
永
遠
の
課
題
で
も
あ
る
。

一
方
で

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
激
石
は
、
作
品
「
彼
岸
過
迄
」
に
お
い
て
、
須
、
水

と
千
代
子
の
関
係
を
通
し
て
、
時
代
に
先
ん
じ
た
新
し
い
恋
愛
の
形
を
描

い
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

五

「
松
本
の
話
」
に
い
た
っ
て
、
問
題
は
、
須
永
と
千
代
子
の
関
係
よ
り
、

須
永
個
人
の
問
題
に
、
彼
の
性
格
と
、
出
生
の
秘
密
の
問
題
に
し
ぼ
ら
れ

て
く
る
の
で
あ
る
。
須
永
市
蔵
と
い
う
人
聞
は
、
松
本
に
よ
っ
て
次
の
よ

う
に
説
明
さ
れ
る
。
松
本
は
、

市
蔵
は
自
我
よ
り
外
に
当
初
か
ら
何
物
も
有
っ
て
ゐ
な
い
男
で
あ

内。

る
。
(
二
)

と
い
い
、
そ
し
て

市
蔵
と
い
ふ
男
は
世
の
中
と
接
触
す
る
度
に
内
へ
と
ぐ
ろ
を
捲
き

込
む
性
質
で
あ
る
。
(
一
)

と
い
う
。
そ
こ
に
「
市
蔵
の
命
根
に
横
は
る
一
大
不
幸
」
(
一
)
が
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
で
あ
る
市
蔵
は
、
今
迄
の
激
石
の
作

品
に
は
な
か
っ
た
内
部
的
な
人
間
で
あ
る
。

須
永
の
母
か
ら
市
蔵
の
結
婚
の
事
で
相
談
を
受
け
た
松
本
は
、

時
、
須
永
に
、
松
本
が
解
剖
し
て
み
せ
た
「
内
へ
と
ぐ
ろ
を
捲
く
」
須
永

の
性
絡
に
関
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る

そ
の

「
一
種
の
僻
み
」
(
四
)

こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
須
永
は
、
そ
の
「
僻
み
」
が
ど
こ
か
ら
出
た
の

が
あ
る

か
、
ど
う
し
て
こ
う
な
っ
た
の
か
を
知
ら
せ
て
く
れ
と
、
松
本
を
問
い
詰

め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
松
本
は
や
む
な
く
、
須
永
が
小
間
使
い
の
子
で

あ
る
こ
と
、
従
っ
て
、
母
と
は
本
当
の
母
子
で
は
な
い
の
で
あ
る
と
い
う

秘
密
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
。
須
永
の
出
生
の
秘
密
に
つ
い
て
、

激

石

は
、
「
須
永
の
話
」
の
中
で
、
そ
の
伏
線
を
何
度
も
繰
り
返
し
描
写
し
て
い

る
。
父
が
死
ぬ
前
に
い
っ
た
「
市
蔵
、

お
れ
が
死
ぬ
と
御
母
さ
ん
の
厄
介

に
な
ら
な
く
っ
ち
ゃ
な
ら
な
い
ぞ
。
知
っ
て
る
か
」
(
三
)
と
い
う
言
葉
、

父
の
死
後
の
「
御
父
さ
ん
が
御
亡
く
な
り
に
な
っ
て
も
、
御
母
さ
ん
が
今

迄
通
り
可
愛
が
っ
て
上
げ
る
か
ら
安
心
な
さ
い
よ
」
(
同
)
と
い
う
母
の

言
葉
。
妙
と
い
う
妹
が
「
僕
の
事
を
常
に
市
蔵
ち
ゃ
ん
/
'
¥
と
云
っ
て
、

兄
さ
ん
と
は
決
し
て
呼
ば
な
か
っ
た
。
」
(
四
)
こ
と
、
そ
の
妹
の
死
後
、

父
が
「
母
に
向
っ
て
、
ま
こ
と
に
御
前
に
は
気
の
毒
な
事
を
し
た
と
い

っ
た
」
(
向
)
こ
と
。
千
代
子
と
の
結
婚
に
つ
い
て
、
須
永
が
母
に
千
代
子
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は
血
属
だ
か
ら
厭
だ
と
い
っ
た
時
、
母
は
千
代
子
が
生
れ
た
時
に
頼
ん
で

い
た
の
だ
か
ら
と
い
う
。
須
永
が
何
故
そ
ん
な
事
を
頼
ん
だ
の
か
と
聞
い

た
時
に
、
母
の
答
え
る
場
面
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

仕
舞
に
涙
ぐ
ん
で
、
実
は
御
前
の
為
で
は
な
い
、
全
く
私
の
為
に

頼
む
の
だ
と
云
ふ
。
し
か
も
何
う
し
て
夫
が
母
の
為
に
な
る
の
か
、

其
理
由
は
幾
何
聞
い
て
も
語
ら
な
い
。
(
六
)

以
上
は
、
須
永
の
出
生
の
秘
密
の
明
き
ら
か
な
伏
線
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
多
く
の
伏
線
に
よ
っ
て
激
石
は
何
を
語
り
た
か
っ
た
の
か
。
須
永
の

「
僻
み
」
、
内
向
的
性
格
の
原
因
が
、
彼
の
出
生
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

正)

と
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
、
運
命
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
い
え

勝

ば
、
須
永
が
千
代
子
と
う
ま
く
い
か
な
い
の
は
、
前
述
の
二
人
の
性
格
の

本

相
違
や
、
二
人
そ
れ
ぞ
れ
に
も
つ
我
執
が
原
因
で
あ
る
こ
と
は
無
論
で
あ

(山

る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、

よ
り
根
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
須
永
の
背
負

っ
た
運
命
、
「
宿
命
の
力
」
(
「
松
本
の
話
一
一
)
が
あ
る
こ
と
を
も
物
語
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
激
石
が
、

か
つ
て
「
コ
一
四
郎
」
で
、
広
田
先
生
が
、

出
生
の
秘
密
を
、
自
分
が
不
義
の
子
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
「
結
婚
に
信

仰
を
置
か
な
く
な
る
」
(
十
一
)
こ
と
を
描
い
て
い
た
と
い
う
事
実
に
も
通

じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
須
永
と
千
代
子
の
関

係
は
、

よ
り
須
永
自
身
に
関
わ
り
を
も
っ
運
命
悲
劇
的
な
様
相
を
呈
し
て

く
る
と
も
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
注
意
し
て
お
き
た
い
乙
と
は
、
そ
れ
以
外
に
、
前
述

の
伏
線
と
違
っ
た
種
類
の
伏
線
が
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

彼
が
鎌
倉
か
ら
帰
っ
て
か
ら
、
小
間
使
い
の
作
を
発
見
す
る
と
い
う
事

実
、
千
代
子
が
島
田
に
結
っ
た
姿
を
見
て
、
須
永
が
、

「
大
変
美
く
し
く

出
来
た
よ
。
是
か
ら
何
時
で
も
島
田
に
結
ふ
と
可
い
」
(
「
須
永
の
話
」
一
ニ

十
三
)
と
い
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
伏
線
は
、
須
永
が
松

本
か
ら
出
生
の
秘
密
を
聞
い
て
、
彼
の
本
当
の
母
が
小
間
使
い
で
あ
り
、

島
田
に
結
っ
て
い
た
事
が
あ
る
こ
と
を
聞
い
て
始
め
て
伏
線
で
あ
る
こ
と

が
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
前
述
の
伏
線
と
は
明
き
ら
か
に
違
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
後
述
の
伏
線
は
、
前
述
の
伏
線
の
強
調
と
い
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
激
石
は
、
こ
の
後
述
の
伏
線
に
よ
っ
て
、
人

聞
の
も
つ
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
運
命
の
暗
さ
、
恐
ろ
し
き
を
須
永
の
出
生

い
い
か
え
れ
ば
、
激
石
は
、
こ
の

よ
う
な
描
写
を
通
し
て
、
合
理
的
、
理
性
的
に
割
り
切
れ
な
い
人
間
存
在

に
み
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

の
閣
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
須
永
に
と
っ
て
は
、
決

定
的
な
「
運
命
の
ア
イ
ロ
ニ
一
♂
(
「
須
永
の
話
」
十
一
一
)
で
あ
っ
た
と
も

い
〉
え
よ
〉
フ
。

そ
れ
で
は
、
次
に
須
永
が
出
生
の
秘
密
を
知
っ
た
意
味
、
そ
れ
以
後
の
須

永
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
松
本
か
ら
出
生
の
秘
密
を
聞
い
た
須
永
は
、

「
御
話
を
聞
い
て
凡
て
が
明
白
に
な
っ
た
ら
、
却
っ
て
安
心
し
て

気
が
楽
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
怖
い
事
も
不
安
な
事
も
あ
り
ま
せ
ん
。

其
代
り
何
だ
か
急
に
心
細
く
な
り
ま
し
た
。
淋
し
い
で
す
。
世
の
中

に
た
っ
た
一
人
立
っ
て
ゐ
る
様
な
気
が
し
ま
す
」
(
「
松
本
の
話
」
六
)

と
い
い
、
自
己
の
苦
悩
の
克
服
の
た
め
、
旅
に
出
る
の
で
あ
る
。
そ
の
旅



先
か
ら
の
松
本
へ
の
手
紙
の
最
後
の
方
で
、
須
永
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

J

、H
h
I
t
、、

「
僕
が
こ
ん
な
煩
潰
し
い
事
を
物
珍
ら
し
さ
う
に
報
道
し
た
ら
、

叔
父
さ
ん
は
物
数
奇
だ
と
云
っ
て
定
め
し
苦
笑
な
さ
る
で
せ
う
。
然

し
是
は
旅
行
の
御
蔭
で
僕
が
改
良
し
た
証
拠
な
の
で
す
。
僕
は
自
由

な
空
気
と
共
に
往
来
す
る
事
を
始
め
て
覚
え
た
の
で
す
。
こ
ん
な
詰

ら
な
い
話
を
一
々
書
く
面
倒
を
厭
は
な
く
な
っ
た
の
も
、

つ
ま
り
は

考
ヘ
ず
に
観
る
か
ら
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
考
へ
ず
に
観
る
の
が
、

今
の
僕
に
は
一
番
薬
だ
と
思
ひ
ま
す
。
僅
か
の
旅
行
で
、
僕
の
神
経

だ
か
性
癖
だ
か
が
直
っ
た
と
云
っ
た
ら
、
直
り
方
が
あ
ま
り
安
っ
ぽ

激石「彼岸過迄」論

く
て
恥
づ
か
し
い
位
で
す
よ
(
「
松
本
の
話
」
十
二
)

こ
こ
で
須
永
は
、
「
考
へ
ず
に
観
る
」
姿
勢
の
確
立
に
よ
っ
て
、
自
己
を

「
改
良
」
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
松
本
が
、
須
永
に
秘
密
を
打
ち
明
け
た

時

一
切
の
秘
密
は
そ

僕
は
誰
に
で
も
明
言
し
て
樺
か
ら
な
い
通
り
、

れ
を
開
放
し
た
時
始
め
て
自
然
に
復
る
落
着
を
見
る
事
が
で
き
る

(
「
松
本
の
話
」
五
)

と
い
っ
て
い
る
言
葉
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
先

の
須
永
の
言
葉
が
「
結
末
」
を
除
け
ば
、
作
品
の
最
後
に
あ
た
る
こ
と
も

あ
っ
て
、

一
見
、
須
永
は
、
彼
自
身
に
ま
つ
わ
る
「
内
へ
と
ぐ
ろ
を
捲
き

込
む
性
質
」
を
、
旅
に
出
「
考
へ
ず
に
観
る
」
姿
勢
の
確
立
に
よ
っ
て
、

-15ー

「
改
良
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
事
実
、
土
居
健
郎
氏

t主

松
本
が
須
永
に
彼
の
秘
密
を
知
ら
せ
た
こ
と
は
非
常
な
治
療
的
効

果
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
(
中
略
)
そ
れ
は
真
実
が
慰
轄

を
与
え
、
真
実
が
治
療
的
効
果
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相

手
に
対
し
て
僻
ん
で
い
る
と
い
っ
た
だ
け
で
は
、
そ
の
僻
み
を
直
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
相
手
と
の
関
係
に
含
ま
れ
て
い
た
虚
偽
を
取
り

除
き
、
そ
の
関
係
を
真
実
の
基
礎
の
上
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
初
め

て
信
頼
が
生
ま
れ
、
僻
み
が
消
失
す
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
秋
山
公
男
氏
は
、

激
石
は
松
本
の
「
所
置
」
で
、
須
永
を
救
済
し
た
心
算
で
い
た
の

で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
激
石
は
、
先
に
引
用

し
た
松
本
の
言
葉
(
「
松
本
の
話
」
五
)
の
前
に
、
或
学
者
の
構
演
を
引
用

し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
に
、

物
の
真
相
は
知
ら
ぬ
内
こ
そ
知
り
た
い
も
の
だ
が
、

い
ざ
知
っ
た

と
な
る
と
、
却
っ
て
知
ら
ぬ
が
仏
で
済
ま
し
て
ゐ
た
昔
が
羨
ま
し
く

っ
て
、
今
の
自
分
を
後
悔
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
(
「
松
本
の
話
」

五

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
松
本
の
い
っ
た
言
葉
と
は
逆
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
激
石
は
、

一
方
で
は
真
実
を
知
る
こ
と
、
即
ち
須
永
に
と

つ
て
は
、
出
生
の
秘
密
を
知
る
こ
と
を
肯
定
的
に
、

一
方
で
は
否
定
的
に

表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
須
永
が
真
実
を
知
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
己
の
「
改
良
」
が
可
能
で
あ
っ
た
と
読
み
と
る
こ
と
は
む
ず
か
し
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い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
先
程
の
松
本
へ
の
手
紙
の
最
後
に
い
っ
た
須
永

の
一
言
葉
に
「
直
り
方
が
あ
ま
り
安
っ
ぽ
く
て
恥
づ
か
し
い
位
」
と
い
う
言

葉
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
作
者
激
石
の
気
持
ち
で
も
あ
ろ
う
。
激

石
は
、
作
品
の
一
応
の
結
末
と
し
て
、
須
永
の
「
改
良
」
と
い
っ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
激
石
自
身
、
須
永
を
真
実
に
改
良
せ
し
め
た
と

思
っ
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
苦
悩
の
克
服
の
旅

に
し
て
か
ら
が
、
堀
井
哲
夫
氏
の

書
簡
中
に
登
場
す
る
人
物
が
、
「
く
り
く
り
坊
主
」
(
「
松
本
の
話
」

十
)
の
お
ば
さ
ん
、
「
昔
の
通
人
」
(
同
十
一
)

の
お
祖
父
さ
ん
、
西

正〉

洋
人
の
男
女
(
同
十
二
)
と
い
う
、
現
実
離
れ
し
た
様
相
を
呈
し
て

い
る
の
も
、
旅
の
意
味
を
明
か
し
て
い
も
〉

勝本

と
い
う
意
見
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
旅
行
は
、
須
永
に
と
っ
て
逃
避
行
で

し
か
な
か
っ
た
、
「
一
時
の
休
島
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

(山

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
旅
行
以
後
の
須
永
、
実
は
作
品
「
彼
岸
過
迄
」
は
そ

」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、

の
状
態
を
み
て
も
明
き
ら
か
で
あ
ろ

ま
す

t
‘、

う
。
こ
の
旅
行
か
ら
一
年
後
、
敬
太
郎
に
「
君
は
益
偏
屈
に
傾
く
ぢ
ゃ
な

い
か
」
(
「
須
永
の
話
」
二
)
と
い
わ
れ
た
須
永
は
、

「
何
う
も
自
分
な
が

ら
厭
に
な
る
事
が
あ
る
」
(
同
)
と
い
っ
て
い
る
し
、
松
本
も
、
旅
行
以
後

の
須
永
、
現
在
の
須
永
を
、
「
今
は
其
浮
気
を
渇
望
し
て
ゐ
る
。
(
中
略
)

け
れ
ど
も
実
行
は
未
だ
に
出
来
な
い
で
藻
掻
い
て
ゐ
る
。
」
(
「
松
本
の
話
」

一
)
と
、
敬
太
郎
に
語
っ
て
い
る
。
以
上
の
如
く
、

た
と
え
須
永
に
「
改

良
」
を
認
め
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
一
時
的
な
も
の
で
し
か
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
い
や
む
し
ろ
、
彼
が
松
本
へ
の
手
紙
の
中
で
、
自
己
を
改
良
し
た
と

い
っ
た
の
は
、
自
分
を
心
配
し
て
く
れ
る
松
本
へ
の
思
い
や
り
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
結
局
、
須
永
は
彼
自
身
を
改
良
す
る
こ
と
は
出
来
な
か

た
と
え
出
生
の
秘
密
と
い
う
決
定
的
な
真
実
を

知
っ
た
と
し
て
も
、
暗
い
運
命
の
中
で
、
孤
独
な
自
我
の
中
で
苦
悩
し
続

け
て
い
く
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
た
と
え
鎌
倉
か
ら
帰
っ
た
後
の

決
定
的
と
も
思
え
る
須
永
と
千
代
子
の
衝
突
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
と
し

っ
た
の
で
あ
り
、
彼
は
、

て
も
、
二
人
の
関
係
は
結
局
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
続
い
て
い
く
こ
と
と

ハ叩
m
v

照
応
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
無
論
須
永
が
出
生
の
秘
密
を
知
る
以
前
と

以
後
と
で
は
、
全
く
同
じ
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
市
蔵

は
始
め
浮
気
を
軽
蔑
し
て
懸
っ
た
。
今
は
其
浮
気
を
渇
望
し
て
ゐ
る
」

一
)
程
度
の
変
化
が
、
彼
の
内
部
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実

(
「
松
本
の
話
」

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は
、
結
局
「
世
の
中
に
た
っ
た
一
人
立
っ
て
ゐ

る
様
な
気
が
し
ま
す
」
(
同
六
)
と
い
う
孤
独
の
中
で
、
「
内
へ
と
ぐ
ろ
を

捲
き
込
む
性
質
」
で
あ
り
続
け
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
で
明
き
ら
か
な
如
く
、

「
彼
岸
過
迄
」
と
い
う
作
品
は
、

激
石
に
と
っ
て
、
構
成
上
の
色
々
の
問
題
点
は
あ
る
に
し
て
も
、
須
永
と

千
代
子
の
微
妙
な
関
係
、
須
永
と
い
う
内
部
的
人
間
の
描
写
と
い
う
点
に

お
い
て
意
義
あ
る
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

註(
1
)

但
し
、
一
月
一
日
は
「
彼
岸
過
迄
に
就
て
」
を
載
せ
、
本
文
は
二
日
よ
り

掲
載
。
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
に
は
「
彼
岸
過
迄
に
就
て
」
が
載
っ
て
い
な
い

の
で
、
一
月
二
日
よ
り
連
載
と
な
る
。
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(
2
)
八
激
石
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ヱ

1
ム
ス
受
容
に
つ
い
て

l
『
彼
岸
過
迄
』

論
の
手
が
か
り
と
し
て

l
V
「
日
本
近
代
文
学
」
お
集
昭
和
田
年
9
月

六
O
頁

他
に
、
伊
豆
利
彦
氏
も
「
『
彼
岸
過
迄
』
論
序
説
」
(
「
講
座
夏
目
激
石
」

第
三
巻
有
斐
閣
昭
和
田
年
U
月
)
で
、
ジ
ェ

l
ム
ス
の
多
元
的
宇
宙
と

の
関
係
に
お
い
て
、
「
彼
岸
過
迄
」
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

(
3
)

八
『
彼
岸
過
迄
』
の
構
成

V
「
国
文
学
研
究
」
句
集
早
稲
田
大
学
園
文

学
会
昭
和
田
年

m月
一

O
三
頁

各
短
篇
が
謎
の
提
出
と
、
そ
の
解
決
と
い
う
指
摘
は
、
既
に
内
田
道
雄
氏

の
「
『
彼
岸
過
迄
』
一
面
」
(
「
古
典
と
現
代
」
幻
号
昭
和
必
年

m月
二

九
頁
)
や
、
清
水
孝
純
氏
「
『
彼
岸
過
、
迄
』
の
構
造
|
運
命
の
ア
イ
ロ
ニ
ー

と
そ
の
超
脱
|
」
(
内
田
道
雄
・
久
保
田
芳
太
郎
編
「
作
品
論
夏
目
激
石
」

双
文
社
昭
和
田
年
9
月
二
二

O
頁
)
が
あ
る
。

(
4
)

八
『
彼
岸
過
迄
』
の
構
造
l
須
永
の
意
識
構
造
と
作
品
構
造
l
V
「
文
学

・
語
学
」
幻
号
昭
和
田
年
日
月

(
5
)
そ
れ
以
外
に
は
、
た
と
え
ば
玉
井
敬
之
氏
の
「
森
本
の
『
冒
険
諒
』
は
、

後
に
展
開
さ
れ
る
須
永
の
話
と
ほ
と
ん
ど
等
質
の
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
よ

(
「
『
彼
岸
過
、
富
論
i
空
想
か
ら
現
実
へ

l
」
帝
塚
山
学
院
短
期
大
学
「
研

究
年
報
」
幻
号
昭
和
初
年
ロ
月
四
頁
)
と
い
う
意
見
や
、
喜
多
川
恒
男

氏
の
「
敬
太
郎
と
い
う
形
式
的
主
人
公
の
、
ま
だ
若
い
青
年
ら
し
い
女
性
へ

の
関
心
で
も
っ
て
、
激
石
は
、
各
短
篇
を
つ
な
い
で
行
く
と
い
う
手
法
を
と

っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
(
「
『
彼
岸
過
迄
』
考
!
お
も
し
ろ
さ
の
舞
台

装
置
l
」
「
論
集
『
日
本
文
学
・
日
本
語
』
5
現
代
」
角
川
書
広
昭
和
田

年
8
月
一
四
頁
)
と
い
う
意
見
が
あ
る
。

(
6
)

〈
『
彼
岸
過
迄
』
の
連
鎖
的
構
成
!
夏
目
激
石
あ
錯
誤
と
そ
の
意
味
す
る

も
の

l
V
「
名
古
屋
市
立
保
育
短
期
大
学
研
究
紀
要
」
四
号
昭
和
白
年
6

月

-17-

7 

八
『
彼
岸
過
迄
』
試
論
l
「
松
本
の
話
」
の
機
能
と
時
間
構
造

i
V
'
「閏

語
と
国
文
学
」
時
巻
2
号
昭
和
田
年
2
月

(
8
)

八
『
彼
岸
過
迄
』
質
疑

V
「
日
本
近
代
文
学
」
銘
集

(
9
)

註
(
3
)
に
同
じ
。

(
叩
)
赤
木
桁
平
(
池
崎
忠
孝
)
著
「
夏
目
激
石
」
新
潮
社

版
二
三
六
頁

(
日
)
八
日
常
と
深
淵
l
激
石
・
修
善
寺
大
患
前
後

V
「
文
芸
」
叩
巻
日
号

出
書
房
新
社
昭
和
必
年
ロ
月
一
九
四
頁

(
ロ
)
八
「
彼
岸
過
迄
」
敬
太
郎
を
め
ぐ
っ
て

V
別
冊
国
文
学
M
「
夏
目
激
石
必

携
E
」
学
燈
社
昭
和
町
年
5
月
一
三
六
頁

(
臼
)
註

(
7
)
に
同
じ
。
六
六
J
六
八
頁

(
M
)

八
「
彼
岸
過
迄
」
の
世
界

V
「
日
本
文
芸
学
」
国
号
昭
和
町
年
3
月

六
頁

(
日
)
平
岡
敏
夫
氏
は
「
『
彼
岸
過
迄
』
論
!
青
年
と
運
命
|
」
(
「
文
学
」
ぬ
巻
ロ

号
岩
波
書
庖
昭
和
必
年
ロ
月
)
で
、
「
『
あ
る
か
何
う
か
僕
は
知
ら
な

い
。
』
と
は
き
め
て
峻
烈
な
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
ば
を
吐
い
て
い

い
の
か
。
軽
い
冗
談
と
し
て
聞
き
の
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど
の
女
性
と

い
う
存
在
に
対
す
る
不
信
、
と
い
っ
て
言
い
過
。
き
な
ら
、
そ
れ
を
不
可
能
だ

と
す
る
意
識
が
あ
る
よ
(
一

O
頁
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

(
凶
)
註

(
6
)
に
同
じ
。
六
頁

(
口
)
「
激
石
入
門
」
中
央
公
論
社
昭
和
泊
年
ロ
月
一
四
九
頁

(
路
)
こ
の
よ
う
な
須
永
の
分
析
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
須
永
に
と
っ
て
千

代
子
は
捉
え
難
い
女
性
で
あ
り
、
そ
こ
に
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
須
永
の
苦
悩

が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
「
『
須
永
の
話
』
二
十

五
」
の
如
く
で
あ
る
。
ま
た
、
外
面
的
、
内
面
的
と
い
う
こ
と
を
別
に
す
れ

ば
、
敬
太
郎
が
始
め
て
千
代
子
を
見
た
場
面
で
の
捉
え
難
さ
(
「
停
留
所
」

二
十
九
)
と
も
奇
妙
に
照
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
事
は
一
考
の
余
地

が
あ
ろ
う
。

(
印
)
「
作
家
論
」
創
一
克
文
庫

昭
和
郎
年
9
月

大
正
6
年
6
月
再河

昭
和
お
年
9
月

一
九
四
頁



。。

(
却
)
八
須
永
市
蔵

V
「
国
文
学
」
臼
巻
3
号

四

t
五
五
頁

(
包
)
吉
田
精
一
氏
の
「
お
作
の
よ
う
な
女
性
が
(
中
略
)
須
永
に
適
当
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
彼
は
ま
た
父
の
轍
を
踏
む
こ
と
に
な
る
。

父
と
女
中
と
の
関
係
が
、
別
な
形
で
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
匂
わ
せ
ら
れ
て
い
る

と
見
る
の
は
、
考
え
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
」
(
夏
目
激
石
全
集
第
九
巻
『
彼

岸
過
迄
他
』
解
説
角
川
書
広
昭
和
印
年
6
月

再

販

四

O
三
頁
)
と
い

う
指
摘
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
作
設
定
の
意
味
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

(
幻
)
「
帝
国
文
学
」
幼
巻
日
号
大
正
3
年
U
月
一
三
一
頁

(お

)

A愛
と
嫉
妬
と

V
夏
目
激
石
全
集
第
九
巻
『
彼
岸
過
迄
他
』
角
川
書
信

昭
和
印
年
6
月
再
販
四
一
二
頁
と
四
一
六
頁
。

(
M
)

前
述
の
作
が
千
代
子
を
意
識
す
る
場
面
(
「
須
永
の
話
」
三
十
)
を
、
註

(
幻
)
に
お
け
る
、
吉
田
精
一
民
の
指
摘
の
如
く
考
え
れ
ば
、
あ
る
意
味
で
、

こ
れ
も
出
生
の
秘
密
の
伏
線
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
「
運
命
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
」

の
あ
ら
わ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
お
)
「
激
石
の
心
的
世
界
」
至
文
堂
昭
和
川
崎
年
6
月
一
二
ハ
頁
J
一
一
七

頁

(
お
)
註
(
7
)
に
同
じ
。

(
幻
)
八
激
石
後
期
三
部
作
付
!
帰
来
見
命
根

V
「
女
子
大
国
文
」
作
号
京
都

女
子
大
学
国
文
学
会
昭
和
切
年
6
月

幻

頁

(
却
)
越
智
治
雄
八
『
彼
棒
過
迄
』
の
こ
ろ

i
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ

l
V
「
文
学
」

お
巻
6
号
岩
法
書
応
昭
和
必
年
6
月

一

四

頁

(m)
小
宮
豊
監
氏
は
、
こ
の
二
人
の
衝
突
以
後
「
須
永
と
千
代
子
と
の
関
係

は
、
一
往
こ
れ
で
断
た
れ
て
し
ま
っ
た
と
見
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
」
(
激
石

全
集
第
十
巻
解
説
岩
波
書
広
昭
和
白
年
4
月
四
刷
二
八
七
頁
)

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
氏
の
意
見
は
、
た
と
え
ば
、
時
間
的
に
み
て
、
二

人
の
衝
突
以
後
、
こ
の
事
件
の
こ
と
を
聞
い
た
松
本
の
「
夫
か
ら
市
蔵
と
千

代
子
と
の
間
が
何
う
な
っ
た
か
僕
は
知
ら
な
い
。
別
に
何
う
も
な
ら
な
い
ん

学
燈
社

昭
和
必
年
2
月

五

正)勝本〈山

だ
ら
う
。
少
な
く
と
も
傍
で
見
て
ゐ
る
と
、
二
人
の
関
係
は
昔
か
ら
今
日
に

至
る
迄
全
く
変
ら
な
い
様
だ
。
」
(
「
松
本
の
話
」
一
)
と
い
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
し
て
も
お
か
し
い
と
思
え
る
。
「
彼
岸
過
迄
」
は
、
そ
の
よ
う
な
一
つ

の
事
件
が
、
決
定
的
な
事
実
と
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
世
界
、
も
っ
と
中
途
半

端
な
状
況
を
志
向
し
て
い
る
作
品
世
界
と
考
え
ら
れ
る
。

付
記
「
彼
岸
過
迄
」
本
文
の
引
用
は
、
新
書
版
「
激
石
全
集
」
第
十
巻
(
岩
波

書
庖
全
部
巻
昭
和
制
年
4
月
四
刷
)
に
よ
っ
た
。


