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一
﹁
画
の
悲
み
﹂
は
明
治
三
十
五
年
八
月
発
行
の
『
青
年
界
』
第
一

巻
第
二
号
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
腕
白
だ
が
、
優
秀
で
画
が
好
き
な

少
年
・
岡
本
は
、
日
頃
の
競
争
相
手
だ
っ
た
画
の
天
才
少
年
志
村
と

生
徒
の
製
作
物
の
展
示
会
で
画
技
を
競
っ
て
敗
れ
た
が
、
そ
の
日
、

偶
然
同
じ
川
辺
で
写
生
し
た
の
を
機
に
両
少
年
は
仲
直
り
し
、
そ
れ

以
降
、
連
れ
立
っ
て
故
郷
の
野
山
を
写
生
す
る
う
ち
に
、
二
人
は
友

情
を
深
め
、
自
由
な
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
進
学
の

た
め
に
東
京
に
出
て
い
た
岡
本
は
、
数
年
を
経
て
久
し
ぶ
り
に
帰
郷

し
、
志
村
が
十
七
歳
で
夭
折
し
た
と
い
う
話
を
耳
に
す
る
。
そ
れ
を

後
日
、
岡
本
自
身
が
振
り
返
っ
て
語
る
、
と
い
う
の
が
小
説
の
概
略

で
あ
る
。

﹁
悲
み
﹂
の
語
を
題
名
に
含
む
こ
の
作
品
は
、
結
末
に
ま
た
﹁
自

分
は
思
は
ず
泣
い
た
﹂
と
の
一
句
で
一
篇
を
締
め
括
っ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
そ
こ
に
流
さ
れ
た
涙
の
内
実
を
検
討
す
る
こ
と
が
作
品
全

体
の
主
旨
に
つ
い
て
考
え
る
重
要
な
作
業
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

こ
の
︿
涙
﹀
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
勝
呂
奏
氏
は
﹁
志
村
の
死

を
悼
む
涙
で
あ
る
と
同
時
に
、
少
年
期
へ
の
惜
別
と
青
年
と
な
っ
た

悲
傷
の
涙
で
も
あ
る
。﹁
画
の
悲
み
﹂
と
題
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
由
縁
は
、
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う︶

1
︵

﹂
と
意
味
づ
け
て
い
る
。
勝

呂
氏
と
同
じ
よ
う
な
考
え
方
を
も
つ
論
者
に
北
野
昭
彦
氏
が
い
る
。

﹁
こ
の
少
年
時
代
の
回
想
と
少
年
時
代
喪
失
の
悲
哀
を
モ
チ
ー
フ
に

し
た
作
品
が
『
画
の
悲
み
』
で
あ
る︶

2
︵

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
こ
の

ほ
か
に
、
坂
本
正
恵
氏
に
も
﹁『
画
の
悲
み
』
に
は
、
自
然
や
生
死

国
木
田
独
歩
﹁
画
の
悲
み
﹂
試
論

―
成
立
過
程
か
ら
見
る
独
歩
の
文
学
観

―

曲　
　
　

莉
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に
つ
い
て
の
悲
哀
感
が
漂
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
少
年
の
日
を
思
う
悲

哀
感
も
混
ざ
り
、
よ
り
深
い
︿
悲
し
み
﹀
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で

あ
る︶

3
︵

﹂
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
少
年
時
代
へ
の
郷
愁
お
よ
び
そ
こ
か

ら
派
生
す
る
大
人
と
な
っ
た
後
の
人
生
の
悲
し
み
に
︿
涙
﹀
の
含
意

を
求
め
る
点
に
お
い
て
三
氏
は
共
通
し
て
い
る
。

﹁
画
の
悲
み
﹂
は
﹁
画
﹂
と
い
う
先
行
作
品
を
持
っ
て
い
る
。
明

治
二
十
六
年
四
月
頃
の
執
筆︶

4
︵

と
思
わ
れ
る
こ
の
作
品
は
、
独
歩
の
死

後
、
明
治
四
十
五
年
五
月
、
妻
国
木
田
治
子
を
編
者
と
し
て
刊
行
さ

れ
た
『
独
歩
小
品
』（
新
潮
社
）
に
掲
載
さ
れ
た
。﹁
画
の
悲
み
﹂
と

は
異
な
り
、﹁
画
﹂
は
題
名
通
り
、
画
に
関
す
る
話
題
が
随
想
風
に
仕

立
て
ら
れ
て
い
る
小
品
で
あ
る
。
そ
の
文
中
に
も
涙
に
関
す
る
記
述

が
登
場
す
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

嗚
呼
当
年
の
こ
と
煙
の
如
く
消
え
ぬ
、
瞑
目
し
て
眼
底
に
描
き

得
る
者
は
、
風
呂
敷
包
を
負
ひ
白
の
メ
リ
ヤ
ス
股
引
を
着
け
、

草
鞋
覚
束
な
く
踏
み
た
る
少
年
が
、
み
ぞ
れ
蕭
々
と
降
る
寂
寞

の
境
を
、
茫
然
四
顧
し
て
辿
り
行
く
光
景
な
り
。
予
は
此
想
像

画
に
対
す
る
毎
に
怪
し
き
暗
愁
の
雲
に
幽
か
に
泣
く
。

 

（﹁
画
﹂
全
集
第
九
巻 

三
三
〇
頁
）

さ
れ
ど
嗟
可
憐
な
る
少
壮
の
者
よ
！
予
敢
て
自
ら
可
憐
と
呼

ぶ
、
渠
生
れ
て
地
に
墜
つ
、
年
を
閲
す
る
二
十
一
年
、
樂
し
き

自
然
の
夢
全
く
破
れ
ぬ
。
画
に
向
つ
て
輝
き
し
渠
の
眼
、
今
は

画
を
観
て
暗
涙
を
湛
ふ
る
に
至
れ
り
。

 

（﹁
画
﹂
全
集
第
九
巻 

三
三
二
頁
）

﹁
暗
愁
の
雲
に
幽
か
に
泣
く
﹂
や
﹁
暗
涙
を
湛
ふ
る
﹂
と
あ
る
よ

う
に
、
涙
に
は
﹁
暗
﹂
い
イ
メ
ー
ジ
が
強
固
に
付
き
纏
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、﹁
画
を
観
て
﹂
と
の
叙
述
の
如
く
、
涙
の
誘
因
は
ほ
か
で
も

な
く
画
そ
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、﹁
画
の
悲
み
﹂
は
、
涙
を
流
す
場
所
が
﹁
曾
て
志

村
と
共
に
能
く
写
生
に
出
た
野
末
﹂
に
設
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら

に
は
、﹁
自
分
は
思
は
ず
泣
い
た
﹂
と
い
う
文
言
で
作
品
を
結
ぶ
に
先

立
ち
、﹁
闇
に
も
歓
び
あ
り
、光
に
も
悲
あ
り
麦
藁
帽
の
廂
を
傾
け
て
、

彼
方
の
丘
、
此
方
の
林
を
望
め
ば
、
ま
じ
〳
〵
と
照
る
日
に
輝
い
て

眩
ゆ
き
ば
か
り
の
景
色
﹂
と
、
対
句
め
い
た
表
現
を
用
い
て
あ
ら
た

め
て
故
郷
の
風
景
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
︿
涙
﹀

が
流
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

︿
涙
﹀
に
至
る
ま
で
の
情
動
に
︿
故
郷
の
風
景
﹀
が
果
た
し
た
役
割

は
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
︿
光
﹀
の
漲
っ
て

い
る
光
景
の
な
か
で
流
さ
れ
た
︿
涙
﹀
は
、
は
た
し
て
従
前
の
研
究

で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
内
容
の
み
で
片
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の

か
。本

稿
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
出
発
点
に
、﹁
野
末
﹂
と
い
う
ト
ポ

ス
の
持
つ
意
味
な
ど
、﹁
画
﹂
か
ら
﹁
画
の
悲
み
﹂
に
改
稿
さ
れ
る
際
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に
新
た
に
加
筆
さ
れ
た
部
分
の
意
味
作
用
を
中
心
に
検
討
し
、
作
品

に
書
か
れ
た
︿
涙
﹀
の
内
実
を
問
い
直
し
た
い
と
思
う
。

独
歩
は
︿
人
情
の
幽
音
悲
調
﹀
を
聞
き
伝
え
る
こ
と
を
自
家
の
文

学
理
想
と
し
て
掲
げ
る
作
家
で
あ
る
。
作
中
で
悲
し
み
や
悲
哀
、
お

よ
び
そ
れ
に
類
す
る
言
葉
が
多
用
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、﹁
画
の
悲

み
﹂
以
外
に
も
、﹁
少
年
の
悲
哀
﹂（『
小
天
地
』
明
35
・
8
）
の
よ
う
に

題
名
に
使
わ
れ
る
作
品
も
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
本

作
に
書
か
れ
る
︿
涙
﹀
の
含
蓄
を
読
み
解
く
こ
と
は
、
独
歩
文
学
の

性
格
の
解
明
に
も
繋
が
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

二
先
行
作
品
﹁
画
﹂
を
﹁
画
の
悲
み
﹂
と
照
合
し
て
読
む
と
、
両
作

品
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
主
人
公
の
少
年
が
ラ
イ
バ
ル
の
少
年
と

画
技
を
競
っ
て
敗
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
み
で
あ
り
、
両
少
年
の
間
に

横
た
わ
る
対
抗
意
識
の
解
消
、
二
十
歳
前
後
に
な
っ
て
か
ら
の
帰
郷

や
相
手
の
少
年
の
夭
折
ま
で
を
包
括
す
る
プ
ロ
ッ
ト
は
、す
べ
て﹁
画

の
悲
み
﹂
で
新
た
に
加
筆
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ず
、﹁
自
分
﹂
と
志
村
少
年
が
川
辺
で
水
車
を
写
生
す
る
の
を
機

縁
に
仲
直
り
す
る
場
面
の
描
写
に
注
目
し
た
い
。

水
車
は
川
向
に
あ
つ
て
其
古
め
か
し
い
処
、
木
立
の
繁
み
に
半

ば
被
は
れ
て
居
る
案
排
、（
中
略
）、
自
分
は
堤
を
下
り
て
川
原

の
草
原
に
出
る
と
、
今
ま
で
川
柳
の
蔭
で
見
え
な
か
つ
た
が
、

一
人
の
少
年
が
草
の
中
に
坐
つ
て
頻
り
に
水
車
を
写
生
し
て
居

る
の
を
見
つ
け
た
。
自
分
と
少
年
と
は
四
五
十
間
隔
た
つ
て
居

た
が
自
分
は
一
見
し
て
志
村
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
。
彼
は
一

心
に
な
つ
て
居
る
の
で
自
分
の
近
い
た
の
に
気
も
つ
か
ぬ
ら
し

か
つ
た
。

（
中
略
）。

彼
は
熱
心
に
書
い
て
居
る
草
の
上
に
腰
か
ら
上
が
出
て
、
其
立

て
た
膝
に
画
板
が
寄
掛
け
て
あ
る
、
そ
し
て
川
柳
の
影
が
後
か

ら
彼
の
全
身
を
被
ひ
、
た
ゞ
其
白
い
顔
の
辺
か
ら
肩
先
へ
か
け

て
楊
を
洩
れ
た
薄
い
光
が
穏
か
に
落
ち
て
居
る
。
こ
れ
は
面
白

ろ
い
、
彼
奴
を
写
し
て
や
ら
う
と
、
自
分
は
其
儘
其
処
に
腰
を

下
し
て
、
志
村
其
人
の
写
生
に
取
り
か
ゝ
つ
た
。
そ
れ
で
も
感

心
な
こ
と
に
は
、
画
板
に
向
う
と
最
早
志
村
も
い
ま
〳
〵
し
い

奴
な
ど
思
ふ
心
は
消
え
て
書
く
方
に
全
く
心
を
奪
ら
れ
て
し
ま

つ
た
。 

（
傍
線
引
用
者
）

﹁
一
心
に
﹂
や
﹁
熱
心
に
﹂
な
ど
の
措
辞
か
ら
画
に
夢
中
に
な
る

志
村
少
年
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
、
折
々
愉
快
ら
し
い

微
笑
を
頬
に
浮
べ
る
叙
述
に
結
び
付
け
て
考
え
れ
ば
、志
村
少
年
は
、

単
に
画
板
に
水
車
を
模
写
す
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、被
写
体
の
水
車
、

ひ
い
て
は
故
郷
の
自
然
と
交
流
し
な
が
ら
、
作
画
を
心
か
ら
楽
し
ん
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で
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

一
方
、
少
年
﹁
自
分
﹂
は
画
が
好
き
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
学

校
の
製
作
物
の
展
覧
会
の
出
品
物
と
し
て
、
あ
え
て
﹁
馬
の
顔
を
斜

に
見
た
処
﹂
の
よ
う
な
﹁
少
年
の
手
に
は
余
る
画
題
﹂
に
挑
戦
す
る
。

そ
の
理
由
が
﹁
此
一
挙
に
由
て
是
非
志
村
に
打
勝
う
﹂
と
い
う
意
気

込
み
に
存
し
て
い
た
事
実
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
画
の
好
き
な
気

持
ち
に
は
、実
は
勝
ち
負
け
の
念
が
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、志
村
の
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
画
を
目
に
し
て
、﹁
大
勝
利
﹂
の
﹁
予

期
﹂
の
実
る
は
ず
の
な
い
こ
と
を
自
覚
し
た
と
き
、﹁
自
分
﹂
は
志
村

の
作
と
自
分
を
秤
に
か
け
、
そ
の
際
に
、﹁
画
題
﹂（﹁
馬
の
頭
と
髭
髯

面
を
被
ふ
堂
々
た
る
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
肖
像
と
は
、
一
見
ま
る
で
比
べ
者
に
な

ら
ん
の
で
あ
る
﹂
と
の
評
言
）、
ま
た
あ
る
い
は
﹁
色
彩
﹂（﹁
鉛
筆
の
色

は
ど
ん
な
に
巧
み
に
書
い
て
も
到
底
チ
ヨ
ー
ク
の
色
に
は
及
ば
な
い
﹂
と
の

評
言
）
な
ど
、
要
す
る
に
﹁
技
術
の
巧
拙
﹂
に
そ
の
評
価
軸
が
置
か

れ
て
い
る
。﹁
自
分
﹂
に
と
っ
て
、
画
を
愛
好
す
る
心
が
競
争
と
い

う
形
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
、
結
局
、
あ
る
種
の
制
度
化
さ
れ
た
絵
画

と
し
て
し
か
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
う
し
た

中
で
、
こ
と
さ
ら
に
チ
ョ
ー
ク
を
買
い
と
と
の
え
、
そ
れ
を
用
い
て

水
車
と
い
う
面
白
い
画
題
を
写
生
す
る
た
め
に
川
辺
に
出
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
再
び
志
村
に
﹁
先
へ
先
へ
と
廻
﹂
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ

い
た
﹁
自
分
﹂
が
、
彼
を
﹁
忌
ま
〳
〵
し
い
奴
﹂
と
見
た
の
は
当
然

で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
重
要
な
の
は
、﹁
画
板
に
向
﹂
い
、﹁
書
く
方
に
全
く
心
を
奪

ら
れ
て
し
ま
﹂
う
と
き
、﹁
頭
を
上
げ
て
は
水
車
を
見
、又
画
板
に
向
﹂

い
、﹁
そ
し
て
折
り
〳
〵
左
も
愉
快
ら
し
い
微
笑
を
頬
に
浮
べ
て
居
た

彼
﹂
が
、﹁
微
笑
す
る
毎
に
﹂﹁
自
分
も
我
知
ら
ず
微
笑
せ
ざ
る
を
得

な
か
つ
た
﹂
と
、
自
ら
同
調
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
そ
れ
は
、﹁
自
分
﹂
が
何
よ
り
も
画
そ
の
も
の
の
楽
し
さ
に

目
覚
め
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
に
こ
そ
、﹁
コ
ロ
ン
ブ

ス
は
佳
く
出
来
て
居
た
ね
。
僕
は
驚
い
ち
や
ツ
た
﹂
と
、﹁
自
分
﹂
に

も
、
画
の
出
来
ば
え
を
素
直
に
語
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、﹁
自
分
﹂
の
気
持
ち
の
変
化
を
用
意

し
て
い
る
場
が
﹁
川
辺
﹂
で
あ
り
、広
い
意
味
で
の
︿
故
郷
の
自
然
﹀

で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る︶

5
︵

。
学
校
と
い
う
、
無
闇
に
競
争
心
を
掻
き

立
て
る
成
績
序
列
の
場
で
見
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
作
画
自
体
の
楽
し

み
が
、
志
村
少
年
の
︿
仲
介
﹀
を
経
由
し
て
故
郷
の
自
然
の
中
で
蘇

生
さ
れ
た
と
い
う
設
定
は
興
味
深
い
。

こ
う
し
て
自
然
の
中
で
清
ら
か
な
画
心
を
取
り
戻
し
て
こ
そ
、
画

を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
と
心
が
交
流
す
る
可
能
性
が
一
段
と

広
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。﹁
自
分
﹂
は
そ
の
後
、
志
村
少
年
と
画
板

を
携
え
て
野
山
を
写
生
し
、
中
学
校
に
上
が
っ
た
後
で
も
、
帰
省
の

際
に
は
道
端
の
写
生
に
時
間
の
た
つ
の
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
か
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ら
考
え
れ
ば
、
東
京
か
ら
帰
郷
し
た
﹁
自
分
﹂
が
、
画
板
と
鉛
筆︶

6
︵

と

い
っ
た
画
具
を
揃
え
て
家
を
出
る
も
の
の
、
結
局
何
も
書
い
て
み
る

気
に
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
は
、﹁
自
分
﹂
と
自
然
と
の
交
感
の
分
断

・
崩
壊
を
も
意
味
す
る
だ
ろ
う
。﹁
自
分
﹂に
と
っ
て
、そ
の
改
変
が
、

﹁
人
生
の
問
題
に
な
や
ま
さ
れ
、
生
死
の
問
題
に
深
入
り
﹂
す
る
と

い
う
内
在
的
要
因
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
明
治
三
十
二
年
の
中
学
校
令
改
正
に
従
い
、
府
県
に
対
し
て
﹁
一

箇
以
上
ノ
中
学
校
ヲ
設
置
ス
ベ
シ
﹂
と
い
う
形
で
中
学
校
の
設
置
が

拡
大
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
前
は
一
府
県
一
校
設
置
を
原
則
と
し

て
い
た
の
で
あ
る︶

7
︵

。
そ
の
た
め
、
中
学
入
学
者
数
は
非
常
に
限
ら
れ

て
お
り
、『
学
制
百
年
史
』
の
統
計
資
料
に
よ
る
と
、明
治
三
十
一
年
、

全
国
の
国
、
公
、
私
立
中
学
校
在
学
者
数
は
合
計
で
六
万
千
六
百
三

十
二
人︶

8
︵

で
、
当
時
の
総
人
口
数
の
ご
く
僅
か
し
か
占
め
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、﹁
県
の
中
央
な
る
某
町
﹂
の

中
学
に
入
学
し
、
し
か
も
、
の
ち
東
京
に
出
て
上
級
の
学
校
に
進
学

し
た
﹁
自
分
﹂
は
、
エ
リ
ー
ト
な
い
し
エ
リ
ー
ト
予
備
群
の
知
識
層︶

9
︵

の
青
年
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る︶

₁₀
︵

。

東
京
は
、
西
洋
か
ら
の
近
代
文
明
が
最
も
早
く
流
入
し
て
く
る
都

市
の
一
つ
で
あ
り
、
明
治
期
に
は
立
身
出
世
を
夢
見
て
故
郷
を
後
に

し
た
青
年
達
が
群
を
な
し
て
蝟
集
し
て
い
る
。
し
か
し
、
近
代
国
家

の
整
備
に
伴
う
人
材
登
用
の
縮
小
や
、
産
業
の
発
展
に
よ
る
都
市
人

口
の
急
増
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
一
部
の
青
年
達
が
新
聞
記
者
や
教

師
や
会
社
員
な
ど
、
頭
脳
労
働
を
特
徴
と
す
る
最
初
の
都
会
俸
給
生

活
者
層
を
構
成
し
て
い
た
反
面
、
そ
の
他
の
人
々
の
多
く
は
、
時
代

の
閉
塞
感
の
中
で
生
き
方
に
迷
い
を
感
じ
、
明
治
二
十
、
三
十
年
代

の
キ
リ
ス
ト
教
入
信
者
数
の
激
増
と
い
う
現
象︶

₁₁
︵

を
も
含
め
、
生
命
や

生
死
な
ど
の
内
面
へ
の
関
心
の
高
ま
り
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。

青
年
期
の
独
歩
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
民
友
社
の
領
袖
徳
富
蘇

峰
に
﹁
心
理
的
老
翁
﹂
と
い
う
論
文
が
あ
る
。
明
治
二
十
四
年
五
月

の
『
国
民
之
友
』
第
一
〇
八
号
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
蘇
峰
は
﹁
未
た
世
に
要
め
ず
し
て
、
早
く
も
世
と
絶
ち
、
世
に
失

望
せ
ず
し
て
、
早
く
も
厭
世
者
流
と
化
す
る
者
あ
り
。（
中
略
）、
吾

人
は
実
に
、
彼
の
精
神
的
修
養
を
事
と
す
と
明
言
す
る
青
年
輩
に
於

て
之
を
見
る
な
り
。
是
れ
実
に
現
時
の
一
大
怪
事
と
云
ふ
べ
し
﹂と
、

青
年
間
に
蔓
延
し
て
い
る
悲
哀
・
厭
世
の
風
潮
を
問
題
視
し
、
そ
れ

ら
の
青
年
に
﹁
心
理
的
老
翁
﹂、﹁
曲
亭
翁
が
所
謂
哀
傷
郷
の
住
民
﹂

と
の
形
容
を
与
え
、﹁
人
生
何
物
ぞ
。
生
何
物
ぞ
。
死
何
物
ぞ
。
人
類

あ
り
て
以
来
、
之
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ざ
る
者
な
し
、（
中
略
）
若
し
之

を
知
ら
ん
と
欲
し
、
玄
を
鈎
り
、
幽
を
窮
め
ば
、
我
霊
魂
は
、
一
世
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の
間
、
流
星
の
如
く
宇
宙
を
飄
泊
す
る
も
、
遂
に
安
心
の
地
を
索
む

る
を
能
は
ざ
る
べ
し
﹂
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
青
年
達
の
覚
醒
を
促
し

て
い
る
。

こ
れ
ら
に
徴
し
て
見
れ
ば
、
東
京
か
ら
帰
郷
し
て
き
た
青
年
﹁
自

分
﹂
が
抱
え
も
つ
、﹁
人
生
﹂
や
﹁
生
死
﹂
の
問
題
及
び
そ
れ
に
か
ら

む
各
種
の
悩
み
は
、
明
治
早
々
に
、
立
身
出
世
競
争
が
強
い
る
近
代

の
都
市
生
活
を
送
っ
て
い
た
地
方
出
身
知
識
層
に
特
有
の
精
神
感
覚

で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
若
き
独
歩
に
﹁
民
友
記
者
徳
富
猪
一
郎
氏
﹂（『
青
年

文
学
』
明
25
・
10
）
と
題
す
る
人
物
評
が
あ
り
、
そ
こ
で
彼
は
次
の

観
点
か
ら
前
述
の
蘇
峰
の
文
章
を
批
判
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
。

『
心
理
的
老
翁
』
の
中
に
曰
く
、『
彼
の
所
謂
大
人
豪
傑
な
る
者

豈
に
悉
く
哲
学
者
な
ら
ん
や
神
学
者
な
ら
ん
や
彼
等
は
大
体
に

於
て
安
心
を
得
る
の
み
、
既
に
然
り
、
彼
等
復
何
を
要
せ
ん
。

彼
等
は
已
に
上
帝
在
る
を
知
る
。
故
に
彼
等
が
一
身
を
挙
げ
て

造
化
の
翼
中
に
投
じ
以
て
彼
等
が
眼
前
の
職
分
を
実
行
す
る
の

み
、
一
日
復
一
日
、
彼
等
は
遂
に
労
作
し
て
路
傍
に
斃
ほ
る
ゝ

の
み
』
と
之
れ
実
に
彼
の
悲
哀
よ
り
悲
哀
に
沈
み
幽
愁
よ
り
幽

愁
に
押
移
り
、
茫
然
と
し
て
為
す
な
く
、
只
だ
寒
月
の
西
に
傾

く
が
如
く
、
冷
々
寂
々
の
中
に
、
此
の
尊
貴
な
る
人
生
を
空
費

せ
ん
と
す
る
が
如
き
に
較
ぶ
る
時
は
、
誠
に
健
全
宏
恢
な
る
思

想
に
相
違
な
し
。
然
か
れ
ど
も
彼
の
心
理
的
老
翁
は
、
果
て
此

れ
だ
け
の
説
明
に
て
満
足
し
得
べ
き
乎
。
少
な
く
と
も
彼
れ
が

死
灰
の
如
き
精
神
に
向
て
、
一
片
の
光
火
だ
に
通
ふ
る
を
得
べ

き
乎
。 

（
全
集
第
一
巻 

二
〇
五
～
二
〇
六
頁
）

と
、﹁
民
友
記
者
﹂
の
主
張
に
共
感
し
つ
つ
も
、
立
論
の
根
拠
闡
明
が

不
十
分
で
あ
る
が
ゆ
え
に
説
得
力
に
乏
し
い
、
い
わ
ば
﹁
深
透
徹
底

す
る
所
を
闕
﹂
く
点
に
不
満
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
本
作
と
の
関
連
で
注
意
に
値
す
る
の
は
、﹁
心
理
的
老
翁
﹂

に
お
い
て
蘇
峰
が
最
後
に
ク
ラ
ウ
ー
の
詩
、﹁（
前
略
）
世
の
初
め
に

も
、
今
も
猶
、
人
生
は
人
生
に
し
て
人
は
人
な
り
、
天
を
屋
根
と
し

て
其
下
に
呼
吸
す
る
も
の
ゝ
常
と
て
、
喜
に
は
悲
混
り
、
失
望
に
は

望
雑
れ
り
（
後
略
）﹂
と
い
う
一
節
を
引
用
し
て
文
を
結
ん
で
い
る

事
実
で
あ
る
。﹁
画
の
悲
み
﹂
に
も
、﹁
闇
に
も
歓
び
あ
り
、
光
に
も

悲
あ
り
﹂
と
い
う
、
蘇
峰
の
文
章
を
な
ぞ
っ
て
い
た
と
お
ぼ
し
き
叙

述
が
締
め
く
く
り
の
部
分
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
重
ね
て
、﹁
心

理
的
老
翁
﹂
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
の
と
同
様
、
生
死
や
人
生
の

問
題
を
抱
え
持
つ
青
年
が
﹁
画
の
悲
み
﹂
の
後
半
に
登
場
し
て
い
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
文
章
の
間
の
類
縁
性
は
疑
う
べ

く
も
あ
る
ま
い
。﹁
画
の
悲
み
﹂
は
ま
さ
に
蘇
峰
の
﹁
心
理
的
老
翁
﹂

を
多
分
に
意
識
し
た
上
で
書
き
あ
げ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
独
歩
が
こ
の
作
品
の
中
で
、
自
分
が
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か
つ
て
蘇
峰
に
投
げ
か
け
た
批
判
を
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
た
の
か

と
い
う
問
題
が
当
然
出
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
視
座
を
措
定
す
る
と
き
、
分
量
の
大
半
を
占
め
る
、

回
想
に
よ
る
少
年
時
代
の
精
緻
な
︿
再
現
﹀
と
較
べ
て
、
簡
略
に
叙

述
さ
れ
て
い
る
﹁
爾
来
数
年
﹂
以
降
の
、
青
年
﹁
自
分
﹂
の
登
場
す

る
段
落
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ

に
こ
そ
、
本
作
の
作
意
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
以
下
は
青
年
﹁
自
分
﹂
の
、︿
涙
﹀
が
こ
ぼ
れ

て
い
く
様
相
を
中
心
に
分
析
し
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
そ

の
た
め
に
は
、
都
会
に
お
け
る
画
の
鑑
賞
の
し
か
た
に
、
ま
ず
注
目

す
る
必
要
が
あ
る
。

﹁
自
分
は
画
を
思
ひ
つ
ゝ
も
画
を
自
ら
書
か
な
く
な
り
、
た
ゞ
都

会
の
大
家
の
名
作
を
見
て
、
僅
に
自
分
の
画
心
を
満
足
さ
し
て
居
た

の
で
あ
る
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、﹁
自
分
﹂
は
画
の
享
受
の
仕
方
に
つ
い

て
は
田
舎
の
少
年
時
代
と
は
異
な
る
性
格
を
見
せ
て
お
り
、
画
そ
の

も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
序
列
化
さ
れ
た
知
名
度
が
選
定
の
基

準
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
都
会
の
鑑
賞
法
は
、
整
序

的
で
あ
る
あ
ま
り
に
、
硬
直
化
の
嫌
い
も
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
、
心
の
直
接
な
動
き
、
感
覚
の
自
由
が
縛
ら
れ
る
こ
と
を
代
償
に

有
効
性
が
保
証
さ
れ
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
観
念
的
で
秩
序
化
し
た
思
考
し
か
持
っ
て
い
な
い
人

間
に
は
、
再
び
、
子
ど
も
の
と
き
の
よ
う
な
純
粋
な
目
で
故
郷
の
自

然
を
写
生
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、﹁
自
分
﹂
は

﹁
暗
愁
﹂
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
、﹁
曾
て
志
村
と
共
に
能
く
写
生
に
出

た
野
末
﹂
に
足
を
伸
ば
し
た
の
で
あ
る
。

四
野
末
と
は
、﹁
野
の
は
て
﹂
と
い
う
多
少
境
界
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も

つ
場
所
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
。﹁
彼
方
の
丘
、
此
方
の
林
﹂
に

取
り
囲
ま
れ
る
広
大
な
自
然
の
真
っ
只
中
に
﹁
自
分
﹂
が
歩
を
運
ぶ

と
き
、
昔
、
志
村
少
年
と
共
に
写
生
に
出
た
日
々
が
自
ず
か
ら
想
起

さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
回
想
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
自
然
の
中

に
、
志
村
少
年
の
対
自
然
の
あ
り
か
た
に
感
化
さ
れ
、
純
粋
な
画
心

を
回
復
し
た
あ
の
微
笑
ま
し
い
一
幕
も
当
然
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
は
、
成
績
競
争
に
囚
わ
れ
た
心
に
自

由
の
風
を
吹
き
込
ん
だ
︿
故
郷
の
自
然
﹀
―
―
︿
救
済
の
自
然
﹀
と

い
う
思
い
が
自
然
に
生
成
さ
れ
て
来
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
に
重
ね
て
志
村
の
死
を
思
え
ば
、
少
年
の
夭
折
は
こ
こ
で
、

﹁
人
生
﹂
や
﹁
生
死
﹂
の
問
題
に
苛
ま
れ
た
﹁
自
分
﹂
に
救
い
の
ヒ

ン
ト
を
具
体
的
に
提
示
す
る
契
機
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ

う
。﹁
自
分
﹂に
と
っ
て
志
村
少
年
に
関
す
る
記
憶
は
、た
と
え
ば﹁
二

人
で
画
板
を
携
へ
野
山
を
写
生
し
て
歩
い
た
こ
と
も
幾
度
か
知
れ
な
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い
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
が
故
郷
の
野
山
・
自
然
と
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
と
没
交
渉
の
と
こ
ろ
で
の
志
村
少
年

に
つ
い
て
は
、
作
中
に
い
っ
さ
い
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
自
然
と
の

同
化
者
、
と
い
う
形
で
志
村
少
年
に
関
係
す
る
記
憶
が
温
存
さ
れ
て

い
る
書
き
方
を
見
る
限
り
、
志
村
の
夭
折
も
、
当
然
、
回
想
の
働
き

に
お
い
て
は
自
然
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
受
け
止
め
ら
れ
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。︿
自
然
児
﹀
と
し
て
の
志
村
の
像
の
提

出
に
よ
り
、
そ
の
後
、
青
年
﹁
自
分
﹂
に
︿
新
生
﹀
へ
の
道
筋
を
示

唆
す
る
展
開
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

志
村
少
年
の
十
七
歳
の
夭
折
は
先
行
作
品
﹁
画
﹂
に
な
か
っ
た
設

定
で
あ
る
。
志
村
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
瀨
沼
茂
樹
氏
は
岩
国
の
錦

見
小
学
校
時
代
の
学
友
市
川
秀
助
と
し
て
い
る
が︶

₁₂
︵

、桑
原
伸
一
氏
は
、

『
国
木
田
独
歩

：

山
口
時
代
の
研
究
』（
一
九
七
二 
笠
間
書
院
）
の
な

か
で
、
志
村
の
素
材
と
な
っ
た
人
物
に
つ
い
て
、
錦
見
小
学
校
時
代

の
学
友
市
山
秀
助
や
、
山
口
中
学
時
代
で
萩
の
親
元
へ
の
帰
省
を
と

も
に
す
る
国
弘
栄
一
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い

る
。
一
方
、
谷
林
博
氏
の
調
査
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
独
歩
の
錦

見
小
学
校
時
代
の
同
級
生
に
市
山
秀
助
と
い
う
生
徒
は
い
な
い
と
い

う︶
₁₃
︵

。
志
村
少
年
の
夭
折
が
、
ど
の
程
度
事
実
に
立
脚
し
て
い
る
か
は

知
る
由
も
な
い
が
、
と
も
あ
れ
重
要
な
の
は
、
つ
ね
に
自
然
と
相
関

さ
せ
て
語
ら
れ
て
い
る
少
年
の
夭
折
が
、﹁
自
分
﹂
に
﹁
生
死
﹂
の
問

題
を
探
求
す
る
新
た
な
基
盤
を
用
意
す
る
方
向
で
機
能
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
東
京
に
お
い
て
、
精
神
の
昏
迷
を
自
己
増
殖
す
る
要
因

と
な
っ
て
い
る
﹁
人
生
﹂
や
﹁
生
死
﹂
に
ま
つ
わ
る
難
題
が
、︿
故
郷

の
自
然
﹀
に
向
き
合
う
中
で
、
特
に
自
然
と
断
ち
切
れ
な
い
志
村
少

年
に
関
す
る
記
憶
が
蘇
生
す
る
の
に
伴
い
、
志
村
少
年
に
導
か
れ
て

純
粋
な
画
心
に
回
帰
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
シ
ー
ン
や
、
更
に
は
少

年
の
死
、
と
い
っ
た
一
連
の
連
想
作
用
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
と

切
り
離
せ
な
い
も
の
と
し
て
の
自
然
が
新
た
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
抽
象
的
な
観
念
で
し
か
な
か
っ
た
﹁
人
生
﹂

や
﹁
生
死
﹂
の
問
題
は
、
内
的
な
繋
が
り
を
生
成
し
な
が
ら
、
自
然

の
地
平
に
着
地
し
、
そ
こ
に
統
合
さ
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
解
決
へ
の

手
が
か
り
を
得
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

は
た
し
て
そ
の
後
、﹁
闇
に
も
歓
び
あ
り
、
光
に
も
悲
あ
り
﹂
と
い

う
詩
的
詠
嘆
が
発
せ
ら
れ
、﹁
人
生
﹂
や
﹁
生
死
﹂
な
ど
の
抽
象
的
な

思
索
に
取
っ
て
代
わ
り
、﹁
歓
び
﹂
や
﹁
悲
﹂
し
み
と
い
っ
た
主
情
的

要
素
へ
の
関
心
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
青
年
﹁
自
分
﹂
の
抱
え

持
つ
﹁
人
生
﹂
や
﹁
生
死
﹂
の
問
題
は
図
ら
ず
も
自
然
と
い
う
基
盤

に
ま
で
転
回
し
解
決
し
て
い
く
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を

経
由
し
て
、﹁
自
分
﹂
の
中
で
一
旦
消
滅
し
た
、
画
を
経
由
し
た
自
然

と
の
連
帯
感
が
、︿
詩
﹀
と
い
う
別
の
ラ
イ
ン
で
呼
び
戻
さ
れ
て
く
る

の
で
あ
る
。
げ
ん
に
、
先
に
掲
げ
た
詩
的
つ
ぶ
や
き
の
後
に
、﹁
彼
方
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の
丘
、
此
方
の
林
﹂、﹁
ま
じ
〳
〵
と
照
る
日
に
輝
い
て
眩
ゆ
き
ば
か

り
の
景
色
﹂
と
の
叙
述
が
あ
る
如
く
、︿
故
郷
の
自
然
﹀
が
光
の
中
で

﹁
自
分
﹂
の
目
に
あ
ら
た
め
て
映
り
出
し
た
。
そ
こ
で
、
感
情
の
高

揚
を
伴
う
中
で
、﹁
暫
時
も
自
分
を
安
め
な
い
﹂﹁
暗
愁
﹂
が
よ
う
や

く
︿
涙
﹀
と
化
し
、﹁
自
分
は
思
は
ず
泣
い
た
﹂
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
自
然
を
拠
り
所
に
、﹁
人
生
﹂
や
﹁
生
死
﹂
の
悩
み
が
織
り
出
す

難
問
を
、
そ
れ
と
の
関
係
構
造
の
中
に
見
据
え
る
視
点
を
新
た
に
手

に
入
れ
た
か
ら
こ
そ
、︿
新
生
﹀
へ
と
開
か
れ
る
可
能
性
も
そ
こ
に
立

ち
現
れ
て
く
る
。
小
品
文
﹁
画
﹂
の
暗
澹
た
る
雰
囲
気
と
は
対
照
的

に
、﹁
画
の
悲
み
﹂
に
お
い
て
輝
か
し
い
﹁
光
﹂
が
締
め
く
く
り
の
部

分
に
描
か
れ
て
い
る
事
実
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
︿
新
生
﹀
を
予
告

す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
で
も
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

﹁
た
ゞ
花
に
眠
る
胡
蝶
の
如
く
、
或
る
自
然
の
馨
ば
し
き
香
に
う

た
れ
て
醉
て
自
ら
知
ら
ず
、
夢
み
て
自
ら
知
ら
ざ
り
き
﹂
と
い
う
よ

う
な
、
作
画
を
純
粋
に
楽
し
ん
だ
無
邪
気
な
少
年
時
代
へ
の
回
想
を

通
し
、﹁
動
も
す
れ
ば
冷
か
な
る
涙
の
、
蒼
頬
を
つ
た
ふ
と
共
に
哀
し

き
変
化
は
寒
霧

4

4

の
如
く
、画
に
対
す
る
感
想
の
上
に
掩
ひ
始
め
ぬ（
傍

点
、
引
用
者
）﹂
と
い
う
形
で
、
そ
こ
か
ら
の
隔
離
感
が
余
儀
な
く
意

識
さ
せ
ら
れ
、
つ
い
に
﹁
画
に
向
つ
て
輝
き
し
渠
の
眼
、
今
は
画
を

観
て
暗
涙
を
堪
ふ
る
に
至
﹂
る
、
と
い
う
の
が
小
品
文
﹁
画
﹂
の
世

界
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、﹁
画
の
悲
み
﹂
と
い
う
作
品
は
﹁
曾
て

志
村
と
共
に
能
く
写
生
に
出
た
野
末
﹂
と
い
う
ト
ポ
ス
を
用
意
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
二
十
歳
の
﹁
自
分
﹂
を
回
想
の
働
き
の
中
で
﹁
小

供
の
時
﹂
と
結
節
点
を
持
た
せ
、︿
自
然
児
﹀
に
造
形
さ
れ
る
志
村
少

年
と
そ
の
夭
折
に
よ
り
、
自
然
と
い
う
基
盤
を
浮
き
彫
り
に
し
、﹁
人

生
﹂
や
﹁
生
死
﹂
の
問
題
で
迷
い
悩
む
青
年
﹁
自
分
﹂
に
、︿
新
生
﹀

へ
の
道
筋
を
感
得
さ
せ
る
方
向
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
少

年
時
代
喪
失
の
物
語
な
の
で
は
な
く
、
回
想
的
働
き
に
お
い
て
意
識

的
に
構
築
さ
れ
た
物
語
と
し
て
、さ
ら
に
は
少
年
時
代
を
踏
み
台
に
、

喪
失
を
逆
手
に
と
っ
た
新
生
の
物
語
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。さ

ら
に
い
う
と
、
同
じ
く
青
年
の
抱
え
持
つ
人
生
や
生
死
の
問
題

を
扱
い
な
が
ら
も
、
少
年
時
代
へ
の
回
想
を
方
法
的
に
用
い
る
こ
と

で
、
具
体
的
な
理
由
と
根
拠
を
明
示
せ
ず
、
た
だ
そ
れ
ら
の
問
題
に

ま
つ
わ
る
思
考
を
放
棄
し
、代
わ
り
に
﹁
眼
前
の
職
分
﹂
を
﹁
実
行
﹂

せ
ん
と
高
唱
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
蘇
峰
の
議
論
を
、
人
生

や
生
死
の
難
問
を
考
え
る
視
座
―
―
︿
自
然
﹀
―
―
を
具
体
的
に
提

出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
止
揚
す
る
の
が
こ
の
作
品
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
生
や
生
死
の
問
題
に
対
す
る
蘇
峰
の
あ
り
か
た
へ

の
反
発
意
識
を
端
的
に
表
わ
す
の
が
、
例
え
ば
、
日
記
『
欺
か
ざ
る

の
記
』
の
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

嘗
て
徳
富
君
が
余
に
対
ひ
語
り
し
事
を
今
な
ほ
記
憶
す
。
曰
く
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﹁
余
は
極
め
て
幼
少
の
頃
よ
り
人
生
の
問
題
を
考
へ
は
じ
め
、

而
し
て
十
八
歳
頃
ま
で
熱
心
に
考
へ
た
れ
ど
も
、
到
底
わ
か
る

も
の
に
非
ず
と
知
り
た
る
が
ゆ
ゑ
に
放
棄
し
た
り
﹂
と
。
余
は

思
ふ
。
放
棄
し
得
べ
き
は
人
生
に
就
き
未
だ
何
も
考
へ
ざ
る
が

故
な
り
と
。
一
言
に
し
て
云
へ
ば
渠
は
自
然
の
児
な
ら
ぬ
が
故

な
り
と
。
こ
れ
に
は
大
に
論
あ
り
。
論
に
非
ず
説
明
な
り︶

₁₄
︵

。

﹁
画
の
悲
み
﹂
は
ま
さ
し
く
独
歩
の
か
か
る
考
え
の
一
つ
の
結
実

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
注
意
し
た
い
の
は
、
先
に
引
用
し
た
文

章
と
同
じ
日
に
し
た
た
め
ら
れ
た
﹁
余
は
人
の
大
な
る
部
分

4

4

4

4

4

、
光
の

4

4

部
分

4

4

を
見
ん
こ
と
を
希
ふ
な
り
。
小
説
家
の
研
究
と
は
自
か
ら
異
な

る
（
傍
点
、
引
用
者
）﹂
と
い
う
述
懐
で
あ
る
。
そ
の
底
に
、
独
歩
が

自
分
に
課
し
た
、
文
学
者
と
し
て
の
重
要
な
要
件
の
一
つ
が
宿
っ
て

い
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
︿
健
全
﹀
と
い
う
思
想
で
あ
る
。

五
独
歩
が
編
集
の
主
幹
を
担
当
し
た
と
思
わ
れ
る
『
青
年
文
学
』
第

十
六
号
（
明
26
・
2
・
20
）
は
、
分
量
の
半
分
が
雑
誌
月
評
で
埋
め

ら
れ
て
お
り
、
一
風
変
わ
っ
た
構
成
を
見
せ
て
い
る
。
留
意
し
た
い

の
は
、﹁『
文
学
界
』
第
一
号
﹂
の
題
下
に
、
藤
村
、
禿
木
、
透
谷
の

文
章
を
取
り
あ
げ
、
個
々
に
批
評
を
ほ
ど
こ
し
た
後
に
、『
文
学
界
』

第
一
号
全
体
を
総
括
し
、
次
の
よ
う
な
批
判
を
投
げ
か
け
て
い
る
点

で
あ
る
。

文
学
界
第
一
号
は
此
の
如
し
、
其
の
文
は
和
、
其
の
想
は
高
。

其
の
性
は
女
、
其
の
病
は
不
健
全
、
見
よ
何
ぞ
夫
れ
自
ら
好
ん

で
涙
に
誇
る
の
甚
だ
し
き
。
涙
元
と
よ
り
味
あ
り
、
意
あ
り
、

天
地
由
て
以
て
観
ず
る
に
足
る
、
然
か
れ
ど
も
、
其
の
涙
を
以

て
、
殊
更
に
世
の
前
に
示
し
、
内
自
ら
得
意
な
る
に
至
て
は
、

寧
ろ
卑
陋
の
事
に
あ
ら
ず
や
。
夫
れ
真
に
造
化
自
然
の
聲
を
聞

き
人
情
至
微
の
音
に
泣
く
者
何
ぞ
漫
り
に
矯
気
高
舌
、
他
を
冷

笑
す
る
者
な
ら
ん
や
。若
も
夫
れ
根
本
の
懐
疑
を
抹
殺
す
る
に
、

妄
想
の
空
言
を
以
て
し
て
自
ら
知
ら
ず
、
毒
涙
を
酌
ん
で
、
世

の
醇
良
な
る
ハ
ー
ト
に
注
ぐ
が
如
き
事
あ
ら
ば
、﹁
神
﹂
を
賊
し

﹁
聖
﹂
を
汚
す
事
、
将
に
紛
々
た
る
世
俗
醜
怪
の
文
字
に
百
倍

す
可
き
也
。 

（
全
集
第
九
巻 

六
四
〇
頁
）

『
文
学
界
』
の
涙
の
︿
濫
用
﹀
を
糾
弾
し
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
涙

を
﹁
不
健
全
﹂
の
﹁
毒
涙
﹂
と
裁
断
し
、﹁
世
の
醇
良
な
る
ハ
ー
ト
﹂

に
あ
た
え
る
弊
害
が
﹁
世
俗
醜
怪
の
文
字
に
百
倍
す
﹂
と
し
て
危
惧

を
表
明
す
る
、
手
厳
し
い
批
判
で
あ
る︶

₁₅
︵

。

こ
の
無
署
名
の
文
章
に
つ
い
て
、
山
田
博
光
氏
が
﹁
国
木
田
独
歩

の
新
資
料
﹂（『
国
文
学
』
昭
34
・
1
～
2
）
に
お
い
て
、
日
記
『
欺
か

ざ
る
の
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
雑
誌
編
集
へ
の
関
与
に
関
す
る
記
録
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や
、
文
章
表
記
法
の
特
徴
、
お
よ
び
独
歩
の
常
用
語
の
多
用
、
の
三

点︶
₁₆
︵

を
拠
り
所
に
独
歩
作
と
判
断
し
て
い
る
。
な
お
、
学
習
研
究
社
版

『
国
木
田
独
歩
全
集
』
は
実
例
に
鑑
み
、
慎
重
を
要
す
る
態
度
か
ら

判
断
を
留
保
し
、
こ
れ
を
未
確
定
雑
稿
と
し
て
第
九
巻
に
収
録
し
て

い
る
。

な
る
ほ
ど
た
し
か
に
、
水
谷
真
雄
、
引
頭
百
太
や
今
井
忠
治
な
ど

の
『
青
年
文
学
』
の
編
集
陣
は
独
歩
と
濃
密
な
交
友
関
係︶

₁₇
︵

に
あ
り
、

親
友
で
あ
る
だ
け
に
読
書
歴
も
重
な
る
部
分
が
多
い
た
め
、
文
学
観

や
常
用
語
に
共
通
点
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
分
、
無
署
名
の
文
章
に

関
し
て
は
、
そ
の
作
者
の
判
定
が
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
本
稿
で
あ
え
て
未
確
定
雑
稿
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、

独
歩
の
日
記
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明
治
二
十
六
年
二
月
二
十
三
日
の

条
に
そ
れ
に
相
似
す
る
内
容
が
綴
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

夫
れ
悲
哀
に
二
ツ
あ
り
、
一
は
﹁
我
﹂
よ
り
出
で
一
は
﹁
神
﹂

よ
り
来
る
、﹁
我
﹂
よ
り
出
づ
る
者
、
之
れ
毒
泉
な
り
、
飲
む
者

は
悶
死
し
、﹁
神
﹂
よ
り
来
る
者
は
ウ
ォ
ル
ズ
ウ
ォ
ル
ス
の
所
謂

ゆ
る T

he still, sad m
usic of hum

anity 

に
し
て
其
の
音
や
、

清
く
、
高
く
、
遠
く
、
幽
静
な
り
、
心
の
清
き
者
に
非
ら
ざ
れ

ば
聞
く
能
は
ず
、
能
く
之
れ
を
聞
く
者
は
理
想
の
人
た
り
―
―

則
ち
愛
と
誠
と
労
作
の
人
た
り
、
已
に
然
り
豈
に
煩
悶
あ
ら
ん

や
、
天
命
を
信
じ
て
事
業
に
斃
る
、
ク
リ
ス
ト
の
如
き
之
れ
な

り
、
ウ
ォ
ル
ズ
ウ
ォ
ル
ス
の
如
き
、
皆
然
り
、
固
よ
り
涙
あ
り
、

情
あ
る
な
り
、
同
胞
人
類
の
為
め
に
、
神
の
為
め
に
心
の
最
低

よ
り
湧
き
来
る
な
り
、﹁
我
﹂
よ
り
出
づ
る
悲
悶
は
神
の
罰
也
。

悲
哀
を
源
流
に
よ
っ
て
二
分
し
、﹁
我
﹂
よ
り
来
る
も
の
を
﹁
毒
泉
﹂

と
し
、﹁
神
﹂
に
淵
源
す
る
も
の
を
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
い
う
＂T

he 

still, sad m
usic of hum

anity

＂
に
言
い
当
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

﹁
悲
哀
﹂
を
﹁
涙
﹂
に
お
き
か
え
れ
ば
、
こ
の
二
通
り
の
悲
哀
に
関

す
る
叙
述
が
そ
れ
ぞ
れ
﹁『
文
学
界
』
第
一
号
﹂
評
の
文
中
の
﹁
世

の
前
に
示
し
、
内
自
ら
得
意
な
る
﹂﹁
涙
﹂
と
﹁
真
に
造
化
自
然
の

聲
を
聞
き
人
情
至
微
の
音
に
泣
く
﹂﹁
涙
﹂
に
対
応
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
同
じ
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
の
明
治

二
十
六
年
四
月
二
十
日
の
項
に
も
﹁
涙
に
健
全
の
涙
あ
り
。
人
情
の

幽
音
悲
調
を
聞
い
て
注
ぐ
涙
は
、
心
霊
を
洗
ふ
神
泉
な
り
。
彼
の
薄

志
と
空
想
に
報
い
ら
れ
た
る
涙
は
至
情
氷
心
を
殺
す
者
也
﹂
と
書
き

綴
ら
れ
て
い
る
。

﹁
健
全
の
涙
﹂、﹁
神
泉
﹂
↑
↓
﹁﹁
我
﹂
よ
り
出
づ
る
﹂﹁
悲
哀
﹂、﹁
毒

泉
﹂
↓
﹁
毒
涙
﹂、﹁
不
健
全
﹂
の
﹁
涙
﹂。
鍵
語
の
酷
似
は
、
何
よ
り

も
こ
の
三
つ
の
文
章
の
間
に
確
た
る
内
的
関
連
が
存
在
す
る
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
点
か
ら
直
ち
に
﹁『
文
学
界
』
第
一
号
﹂

評
の
作
者
を
独
歩
に
確
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
た
だ
、『
青
年
文
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学
』
第
十
六
号
の
中
心
編
集
者
の
一
人
で
あ
っ
た
独
歩
は
、
日
記
の

記
述
に
よ
る
と
、
雑
誌
の
発
売
日
に
、﹁
一
見
の
情
﹂
が
﹁
切
﹂
で
あ

る
あ
ま
り
、
自
由
社
勤
務
か
ら
の
帰
途
中
に
神
田
の
引
頭
百
太
の
下

宿
先
に
立
ち
寄
り
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
﹁
不
知
の
客
﹂
お
よ
び

引
頭
百
太
と
の
間
に
『
亜
細
亜
』
と
『
国
民
之
友
』
の
良
し
悪
し
に

つ
い
て
争
論
を
繰
り
広
げ
た︶

₁₈
︵

と
い
う
。
こ
れ
は
興
味
深
い
記
事
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、『
青
年
文
学
』
第
十
六
号
に
扱
わ
れ
た
雑
誌
の
中

に『
亜
細
亜
』（
第
貳
巻
第
壹
号
）が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
国

民
之
友
』
は
雑
誌
月
評
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
お
な

じ
『
青
年
文
学
』
第
十
六
号
掲
載
の
﹁『
城
南
評
論
』
第
十
一
号
﹂

の
記
事
中
に
﹁
民
友
子
よ
り
『
亜
細
亜
』
の
政
治
論
を
抜
き
た
る
も

の
ゝ
如
し
と
評
さ
れ
た
る
城
南
評
論
﹂
と
あ
る
か
ら
、
蘇
峰
が
ど
こ

か
で
『
亜
細
亜
』
や
『
城
南
評
論
』
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。
げ
ん
に
、『
城
南
評
論
』
第
十
一
号
（
明
26
・
1

・
21
）
の
﹁
新
刊
文
書
﹂
欄
の
﹁
国
民
新
聞
の
評
﹂
の
題
下
に
、『
青

年
文
学
』に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
叙
述
が
見
あ
た
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
評
は
明
治
二
十
六
年
一
月
五
日
付
『
国
民
新

聞
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
当
該
新
聞
に
あ
た

っ
て
み
る
と
、
そ
の
日
の
紙
面
の
二
面
と
三
面
に
わ
た
っ
て
、
去
る

明
治
二
十
五
年
の
文
壇
を
回
顧
す
る
、﹁
文
学
界
の
概
況
﹂
と
題
す
る

文
章
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
﹁
第
三 

新
聞
雑
誌
﹂
と
い
う
サ
ブ
タ
イ

ト
ル
の
下
に
、『
亜
細
亜
』
や
『
城
南
評
論
』
が
取
り
あ
げ
ら
れ
、﹁
亜

細
亜
な
る
雑
誌
は
、
三
宅
の
人
物
論
を
除
き
て
は
殆
ん
ど
観
る
に
足

る
も
の
な
し
、
其
毎
号
下
ら
ぬ
随
筆
の
多
き
は
、
看
者
を
し
て
幾
た

び
か
欠
伸
せ
し
む
る
な
り
﹂、﹁
城
南
評
論
は
此
年
三
月
発
刊
す
、
亜

細
亜
よ
り
政
治
論
を
抜
き
た
る
如
き
も
の
に
て
、
大
に
保
守
的
の
傾

向
あ
り
、
其
随
筆
類
は
亜
細
亜
に
類
し
て
逆
流
的
陳
言
多
し
﹂
と
あ

る
。
引
頭
百
太
の
下
宿
で
起
き
た
『
亜
細
亜
』、『
国
民
之
友
』
を
め

ぐ
る
論
議
は
こ
う
し
た
背
景
の
下
で
『
青
年
文
学
』
第
十
六
号
掲
載

の
雑
誌
月
評
を
そ
の
直
接
的
な
引
き
金
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
推
察
さ
れ
る
。
独
歩
が
そ
の
夜
、『
青
年
文
学
』
第
十
六
号
を
確

実
に
﹁
一
見
﹂
で
き
た
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、
先
に
見
て
き
た
﹁『
文
学
界
』
第
一
号
﹂

評
と
日
記
文
と
の
叙
述
上
の
類
似
は
、
単
な
る
偶
然
で
済
ま
せ
ら
れ

な
い
も
の
で
あ
り
、﹁『
文
学
界
』
第
一
号
﹂
評
も
独
歩
の
手
に
よ
る

も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
独
歩
が
『
青
年
文
学
』
の
評
論
に
触
発

さ
れ
て
日
記
の
記
事
を
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
い
ず

れ
か
だ
ろ
う
。
た
だ
、『
青
年
文
学
』
発
売
か
ら
二
个
月
経
っ
た
明
治

二
十
六
年
四
月
二
十
日
の
日
記
に
も
﹁
健
全
の
涙
﹂
へ
の
言
及
が
な

さ
れ
た
こ
と
に
徴
す
れ
ば
、
か
か
る
悲
哀
観
、﹁
涙
﹂
の
捉
え
方
は
や

は
り
独
歩
固
有
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、今
後
確
実
な
傍
証
の
発
見
を
期
す
る
し
か
な
い
が
、
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本
稿
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、︿
不
健
全
﹀
の
涙
、﹁
我
﹂
よ
り
出
る

悲
哀
や
﹁
薄
志
と
空
想
﹂
に
由
来
す
る
涙
を
毒
害
の
あ
る
も
の
と
し

て
追
放
し
、
対
し
て
﹁
心
の
最
低
よ
り
湧
き
来
る
﹂
涙
や
﹁
人
情
の

幽
音
悲
調
を
聞
い
て
注
ぐ
﹂
涙
に
至
高
の
価
値
を
与
え
る
、と
い
う
、

﹁
健
全
﹂
な
る
も
の
へ
の
志
向
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
同
じ
『
青
年
文
学
』
の
第
十
五
号
（
明
26
・

1
・
15
）
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
、不
知
庵
（
内
田
魯
庵
）
訳
﹁
罪
と
罰
﹂

（
巻
一
）
に
つ
い
て
の
独
歩
の
評
を
見
て
み
よ
う
。

然
れ
ど
も
、
吾
人
は
断
じ
て
こ
の
類
の
小
説
を
以
て
健
全
な
る

文
学
と
信
ず
る
能
は
ず
。
吾
人
は
由
て
以
て
人
間
性
情
の
暗
黒

な
る
方
面
を
知
り
、慄
然
と
し
て
魂
戦
の
ゝ
く
を
感
ず
れ
ど
も
、

吾
が
心
霊
の
暗
黒
は
為
め
に
何
等
の
光
明
を
も
認
む
る
能
は

ず
。
寧
ろ
、
吾
心
何
と
な
く
荒
ら
立
ち
、
自
ら
罪
を
見
る
と
左

様
恐
ろ
し
き
を
感
ぜ
ざ
る
が
如
く
感
ず
る
な
り
。
凡
そ
人
間
の

心
、
皆
な
幾
分
か
の
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
を
有
す
。

此
書
を
読
む
や
、
吾
が
心
の
渠
は
、
書
中
の
渠
と
親
み
、
渠
の

毒
血
を
吸
ふ
て
己
れ
の
毒
を
肥
す
を
覚
ゆ
。
夫
れ
か
の
淫
猥
文

学
が
如
何
に
人
間
淫
猥
の
情
を
刺
撃
す
る
か
を
思
は
ゞ
、
こ
の

如
き
深
刻
な
る
罪
悪
文
学
の
、
我
が
心
霊
を
蝕
す
る
も
の
決
し

て
少
か
ら
ざ
る
を
知
る
可
し
。
我
が
精
神
已
に
健
全
、
我
が
信

仰
已
に
堅
実
な
ら
ば
、
元
と
よ
り
超
然
物
情
の
外
に
立
つ
て
、

冷
眼
以
て
何
者
を
か
味
ふ
を
得
ざ
ら
ん
や
、
之
れ
只
だ
大
人
の

事
の
み
。

 

（
傍
線
引
用
者
。﹁
不
知
庵
訳
『
罪
と
罰
』﹂
全
集
第
一
巻 

二
三
二
頁
）

﹁
人
間
性
情
﹂
の
暗
黒
な
面
を
暴
き
だ
し
、
戦
慄
を
覚
え
さ
せ
る

こ
と
に
成
功
し
た
が
、﹁
心
霊
﹂
が
そ
れ
に
よ
っ
て
﹁
光
明
﹂
を
失
わ

れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、﹁
罪
と
罰
﹂
お
よ
び
そ
れ
に
類
似
す
る

小
説
を
﹁
健
全
﹂
で
な
い
文
学
と
断
じ
、
そ
れ
ら
の
心
霊
を
腐
蝕
す

る
﹁
罪
悪
文
学
﹂
の
取
り
扱
い
に
慎
重
を
期
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考

え
を
示
し
て
い
る
。

独
歩
の
『
罪
と
罰
』
評
に
つ
い
て
は
、﹁
北
村
透
谷
の
『
罪
と
罰
』

評
と
く
ら
べ
る
ま
で
も
な
く
独
歩
の
文
学
上
の
理
想
の
弱
点
の
面
を

示
す
も
の︶

₁₉
︵

﹂
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
た
し
か
に
、『
国
民
之
友
』
掲
載

の
馬
琴
主
義
の
勧
善
懲
悪
思
想
に
立
脚
し
た
依
田
学
海
評
へ
の
異
議

申
し
立
て
か
ら
出
発
し
、『
罪
と
罰
』
の
主
眼
が
﹁
最
暗
黒
の
社
会
に

い
か
に
お
そ
ろ
し
き
魔
力
の
潜
む
あ
り
て
学
問
は
あ
り
分
別
あ
る
脳

髄
の
中
に
、
学
問
な
く
分
別
な
き
も
の
す
ら
企
つ
る
こ
と
を
躊
躇
ふ

べ
き
ほ
ど
の
悪
事
を
た
く
ら
ま
し
め
た
る
か
を
現
は
す︶

₂₀
︵

﹂
と
い
う
透

谷
の
主
張
は
見
識
の
高
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い︶

₂₁
︵

。
対
し
て
、

独
歩
の
評
は
、﹁
人
間
性
情
の
暗
黒
な
る
方
面
﹂、
つ
ま
り
、﹁
気
鬱
病

に
罹︶

₂₂
︵

﹂
っ
た
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
精
神
の
狂
乱
に
つ
い
て
の
緻
密

な
描
写
が
読
者
に
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
弊
害
に
関
心
を
示
し
た
も
の
で
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あ
る
。
こ
れ
は
透
谷
、
独
歩
が
各
自
に
依
拠
し
て
い
る
文
学
観
に
起

因
す
る
差
異
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

﹁
田
家
文
学
と
は
何
ぞ
﹂（『
青
年
文
学
』
明
25
・
11
）
は
独
歩
の
は

じ
め
て
の
ま
と
ま
っ
た
文
学
論
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

彼
は
文
学
者
の
標
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。﹁
只
だ
渠
は
詩

眼
を
以
て
『
人
間
は
如
何
に
生
活
す
可
き
か
』（how

 to live

）
て
ふ

問
題
に
付
て
感
得
し
た
る
理
想
を
ば
、
詩
情
を
以
て
詩
文
に
現
は
し

以
て
同
胞
人
類
を
真
理
と
善
徳
に
導
く
可
き
使
命
を
有
す
る
者
、
之

れ
を
文
学
者
の
標
準
と
信
ず
﹂。
そ
れ
に
、
同
年
九
月
二
十
二
日
田

村
三
治
宛
書
簡
の
一
節
に
﹁
如
何
に
生
く
可
き
乎
（how

 to live

）
之

れ
最
初
の
問
題
に
し
て
最
後
の
問
題
な
り
。
元
と
よ
り
肉
体
的
の
意

味
に
あ
ら
ず
道
徳
的
の
意
味
な
り
﹂
云
々
と
あ
る
。
文
学
は
﹁
如
何

に
生
活
す
可
き
か
﹂
の
道
徳
観
念
を
含
蓄
す
べ
き
も
の
で
、
文
学
者

の
機
能
は
﹁
同
胞
人
類
﹂
の
精
神
的
救
済
に
あ
る
、
と
い
う
文
学
観

の
一
端
が
伺
え
る
。

そ
も
そ
も
、﹁
田
家
文
学
と
は
何
ぞ
﹂
に
お
い
て
、
独
歩
は
、﹁
近
来

の
文
学
社
会
﹂
に
流
行
す
る
﹁
ド
ラ
マ
論
、
悲
劇
論
、
沙
翁
崇
拝
﹂

に
批
判
を
投
げ
か
け
、
そ
れ
を
﹁
一
種
の
迷
信
﹂
と
難
じ
、
更
に
は

﹁
又
た
一
種
の
謬
説
あ
り
、
之
れ
審
美
論
よ
り
起
り
し
者
な
り
﹂
と
、

審
美
論
に
対
す
る
批
判
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼

は
更
に
そ
の
筆
勢
で
、﹁
只
だ
美
と
言
ふ
事
を
空
に
唱
へ
、
理
想
、
信

仰
、
等
の
者
を
余
り
重
ぜ
す
、
縫
箔
的
文
学
を
以
て
詩
文
の
真
面
目

と
な
す
に
至
り
二
種
相
合
し
て
終
に
理
想
無
き
文
壇
に
没
理
想
論
の

大
戦
争
を
惹
き
起
し
て
、
意
外
の
悲
劇
否
な
滑
稽
戯
を
見
る
の
奇
怪

な
る
現
象
を
呈
す
る
に
至
り
た
り
﹂
と
し
て
、
没
理
想
論
争
を
槍
玉

に
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
﹁
美
﹂
の
︿
恣
意
的
﹀
な
︿
空
論
﹀

に
対
す
る
警
戒
心
が
基
底
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
前
掲
の
文
学
者
の
標

準
を
語
る
文
章
の
中
で
、
独
歩
は
﹁
必
ず
し
も
審
美
学
を
知
る
に
及

ば
ず
﹂
と
念
入
り
に
前
置
き
し
つ
つ
、﹁
同
胞
人
類
を
真
理
と
善
徳
に

導
く
﹂
と
の
叙
述
が
な
さ
れ
る
如
く
、﹁
真
理
と
善
徳
﹂
に
言
い
お
よ

び
な
が
ら
も
、︿
美
妙
﹀
と
い
う
語
を
厳
に
忌
避
す
る
と
い
う
書
き
方

を
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
﹁
理
想
、
信
仰
﹂
を
重
視
す
る
道
徳
的

文
学
観
が
も
っ
と
も
端
的
な
か
た
ち
と
し
て
『
罪
と
罰
』
評
が
発
想

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
健
全
な
涙
の
源
を
﹁
神
﹂
に
溯
上

す
る
こ
と
も
、
ま
た
そ
れ
に
﹁
神
泉
﹂
の
形
容
を
与
え
る
こ
と
も
、

そ
の
底
に
同
様
な
文
学
意
識
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。﹁（how

 to live

）
て
ふ
問
題
﹂
に
関
す
る
﹁
感
得
﹂
を
﹁
理
想
﹂
と

す
る
独
歩
の
捉
え
方
と
照
合
し
て
考
え
れ
ば
、
人
生
や
生
死
の
難
問

を
抱
え
る
青
年
に
、
回
想
の
働
き
に
お
い
て
、
自
然
と
い
う
そ
れ
ら

の
問
題
を
考
え
る
基
盤
を
新
た
に
提
示
す
る
﹁
画
の
悲
み
﹂
は
、
ま

さ
に
独
歩
の
文
学
的
﹁
理
想
﹂
を
全
面
的
に
表
わ
し
て
い
る
作
品
な
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の
で
あ
る
。
ま
た
、も
ち
ろ
ん
、か
か
る
﹁
理
想
﹂
を
内
面
的
に
﹁
感

得
﹂
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
担
保
に
し
て
、﹁
自
分
﹂
が
締
め
く
く

り
と
な
る
部
分
に
流
し
た
︿
涙
﹀
は
、
独
歩
の
い
う
︿
健
全
な
涙
﹀

に
属
し
、﹁
ウ
ォ
ル
ズ
ウ
ォ
ル
ス
の
所
謂
ゆ
る T

he still, sad m
usic 

of hum
anity 

に
し
て
其
の
音
や
、
清
く
、
高
く
、
遠
く
、
幽
静
な
り
、

心
の
清
き
者
に
非
ら
ざ
れ
ば
聞
く
能
は
﹂
ぬ
も
の
と
し
て
性
格
づ
け

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
結
末
に
﹁
闇
に

も
歓
び
あ
り
、
光
に
も
悲
あ
り
﹂
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
端
的
に
表
し

て
い
る
よ
う
な
詩
的
な
感
興
が
生
ま
れ
て
く
る
の
は
当
然
の
帰
結
で

あ
ろ
う
。

た
だ
、
一
口
に
、
青
年
﹁
自
分
﹂
が
少
年
時
代
へ
の
回
想
を
足
が

か
り
に
︿
故
郷
の
自
然
﹀
の
中
で
︿
新
生
﹀
を
遂
げ
た
と
言
っ
て
も
、

青
年
﹁
自
分
﹂
に
と
っ
て
、
そ
の
自
然
が
も
は
や
﹁
小
供
の
時
﹂
と

全
く
異
な
る
様
相
に
映
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

﹁
小
供
の
時
﹂
は
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
主
に
画
を

経
由
す
る
、
自
然
と
の
純
粋
な
交
感
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
青
年
﹁
自
分
﹂
に
は
、
こ
の
よ
う
な
純
粋
な
関
係
が
消
滅
し

て
い
る
が
、
そ
れ
に
ひ
き
か
え
て
、﹁
人
生
﹂
や
﹁
生
死
﹂
な
ど
、
青

年
な
ら
で
は
の
問
題
の
収
斂
す
る
︿
自
然
﹀
の
発
見
に
よ
っ
て
、
自

然
と
の
新
し
い
関
わ
り
か
た
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
対
自
然
の
関
係
の
変
化
に
こ
そ
、︿
画
﹀
か
ら
︿
詩
﹀
へ
の
転
換
の

必
然
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
過
程
の
中
で
、﹁
小
供

の
時
﹂
へ
の
回
想
が
装
置
と
し
て
方
法
的
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、﹁
画
の
悲
み
﹂
は
、

独
歩
の
文
学
﹁
理
想
﹂
及
び
提
出
の
方
法
を
示
す
テ
キ
ス
ト
と
し
て

読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

＊ 

独
歩
の
引
用
本
文
は
、『
定
本
国
木
田
独
歩
全
集
』（
昭
和
五
十
三
年

増
訂
版　

学
習
研
究
社
）
に
従
っ
た
。
な
お
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
、

旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。

︻
注
︼

（
1
）
勝
呂
奏
﹁
国
木
田
独
歩
『
画
の
悲
み
』
―
―
追
憶
の
哀
詩
﹂（『
月
刊

国
語
教
育
』
平
3
・
4
）
九
六
頁

（
2
）
北
野
昭
彦
『
宮
崎
湖
処
子
国
木
田
独
歩
の
詩
と
小
説
』（
93
・
6 

和
泉

書
院
）
第
十
一
章 ﹁
国
木
田
独
歩
﹁
春
の
鳥
﹂
と
﹁
画
の
悲
み
﹂﹂
三

四
七
頁

（
3
）
坂
本
正
恵
﹁
国
木
田
独
歩
『
少
年
の
悲
哀
』
と
『
画
の
悲
み
』
に
つ

い
て
﹂（『
皇
學
館
論
叢
』
平
13
・
10
）
七
八
頁

（
4
）『
欺
か
ざ
る
の
記
』
の
明
治
二
十
六
年
四
月
十
二
日
の
項
に
﹁
午
前
『
画
』

を
作
る
。
丁
吉
治
氏
来
り
、（
中
略
）、帰
つ
て
『
画
』
を
作
る
。（
中
略
）
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『
画
』
は
吾
を
し
て
往
年
の
事
を
懐
は
し
め
、
大
に
得
る
処
あ
り
た
り
﹂

と
あ
る
。

（
5
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
す
で
に
坂
本
正
恵
氏
（
前
掲
論
文
）
に
よ
る
指

摘
が
あ
る
。
た
だ
、
坂
本
氏
の
自
然
に
対
す
る
関
心
は
、
の
ち
﹁
自

然
の
悠
久
の
中
に
喜
び
を
見
る
の
も
悲
し
み
を
見
る
の
も
人
間
で
あ

る
。
自
然
は
、
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ

を
見
る
人
間
の
成
長
が
自
然
の
時
間
の
流
れ
と
違
っ
て
い
る
た
め
、

変
化
を
見
出
す
の
で
あ
る
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、︿
変
﹀
と
︿
不
変
﹀
の

対
比
の
中
で
﹁
自
然
の
い
か
に
悠
久
で
あ
る
か
﹂、﹁
人
の
存
在
の
有
無

は
、
自
然
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
﹂
と
い
う
結
論
に
向
っ
て

お
り
、
本
稿
と
は
問
題
意
識
や
論
旨
の
展
開
の
方
向
を
異
に
す
る
こ

と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

（
6
）
こ
こ
で
の
﹁
鉛
筆
﹂
も
、
そ
の
後
、
少
年
﹁
自
分
﹂
の
画
に
対
す
る

あ
り
方
の
変
化
、
す
な
わ
ち
、
チ
ョ
ー
ク
な
ど
画
道
具
の
買
い
求
め

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
技
巧
へ
の
執
着
か
ら
離
れ
て
、
描
く
対
象
（
自

然
）と
の
交
感
へ
と
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

（
7
）
文
部
省
編
『
学
制
百
年
史
・
記
述
篇
』（
昭
47
・
10 

帝
国
地
方
行
政
学

会
）
三
四
五
頁
参
照
。

（
8
）
同
書
資
料
篇 

四
三
九
頁
参
照
。

（
9
）
色
川
大
吉
に
よ
る
と
、
明
治
二
、
三
十
年
代
、﹁
農
村
か
ら
の
都
市
へ

の
逃
亡
者
、
立
身
出
世
の
た
め
の
移
住
者
が
、
地
方
城
下
町
出
身
の

知
識
人
と
共
に
、
東
京
を
舞
台
と
し
た
都
市
知
識
人
の
プ
ー
ル
に
合

流
し
た
と
こ
ろ
に
﹂﹁
智
識
階
級
﹂
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
。（『
明
治

の
文
化
』
70
・
4 

岩
波
書
店
﹁
Ⅵ
明
治
文
化
の
担
い
手 

―
―
日
本
知

識
階
級
の
成
立
﹂）

（
10
）
中
学
入
学
者
が
極
め
て
少
数
で
あ
っ
た
時
代
に
、﹁
数
学
は
勿
論
、
其

他
の
学
力
も
全
校
生
徒
中
、
第
二
流
以
下
で
あ
る
﹂
志
村
少
年
が
﹁
自

分
﹂
と
と
も
に
﹁
中
学
校
に
入
る
こ
と
ゝ
な
﹂
っ
た
と
い
う
﹁
画
の

悲
み
﹂
の
設
定
は
、
時
代
状
況
と
照
合
し
て
み
る
場
合
に
や
や
難
点

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
先
行
作
品
の
﹁
画
﹂
は
﹁
其

後
間
も
な
く
予
は
中
学
に
入
り
ぬ
﹂（
全
集
第
九
巻 

三
二
九
頁
）
と
あ

る
よ
う
に
、
優
等
生
﹁
予
﹂
だ
け
の
中
学
進
学
と
な
っ
て
い
る
。
全

集
第
十
巻
収
録
の
草
稿
﹁
無
題
（
画
）﹂
に
は
、﹁︹
以
下
八
十
七
字
抹
消
、

其
後
間
も
な
く
中
学
校
に
生
徒
慕
集
あ
り
、
吾
が
小
学
校
よ
り
も
十

数
名
の
受
験
あ
り
、
其
の
う
ち
に
余
―
抹
消
し
て
予
及
び
村
田
も
加

は
り
ぬ
。
多
く
は
数
学
に
て
落
弟
せ
り
、
村
田
も
落
弟
者
の
中
間
に

入
り
ぬ
。
余
は
数
人
の
及
弟
者
と
共
に
︺
其
の
後
間
も
な
く
余
は
中

学
に
入
り
ぬ
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
最
初
の
草
稿

の
段
階
で
は
、
余
の
中
学
進
学
お
よ
び
村
田
少
年
の
落
第
の
経
緯
ま

で
が
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。﹁
画
の
悲
み
﹂
で
あ
え
て
少

年
二
人
共
々
の
進
学
と
い
う
設
定
を
行
な
っ
た
理
由
は
、
私
見
で
は
、

作
品
の
前
後
の
文
脈
か
ら
考
え
れ
ば
、
中
学
に
あ
が
っ
て
も
、
故
郷
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に
い
る
間
、
志
村
少
年
と
共
に
い
る
か
ぎ
り
は
画
心
を
忘
れ
ず
に
自

然
と
交
流
し
な
が
ら
写
生
を
し
続
け
て
い
た
と
い
う
設
定
に
よ
っ
て
、

志
村
少
年
を
自
然
と
の
同
化
者
と
し
て
形
象
化
し
、
結
末
の
、
野
末

に
お
け
る
少
年
の
夭
折
を
偲
ぶ
場
面
に
伏
線
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
主

意
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
11
）『
日
本
基
督
教
会
史
』
に
よ
る
と
、
明
治
十
年
か
ら
同
十
四
年
三
月
ま

で
の
受
洗
者
は
六
七
三
人
だ
が
、
明
治
十
四
年
か
ら
同
二
十
三
年
九

月
ま
で
は
九
八
五
〇
人
だ
と
い
う
。（
昭
4
・
10 

日
本
基
督
教
会
事
務

所
編
）
第
十
八
章
﹁
日
本
基
督
教
会
創
立
五
十
年 

二
、
五
十
年
期
の

教
勢
﹂
五
二
一
頁

（
12
）
瀨
沼
茂
樹
氏
は
﹁
こ
の
作
品
は
、
小
品
『
画
』
と
同
じ
に
岩
国
の
錦

見
小
学
校
時
代
の
学
友
市
川
秀
助
に
據
つ
て
書
い
て
ゐ
る
﹂（
学
習
研

究
社
版
『
定
本
国
木
田
独
歩
全
集
』
第
二
巻
解
題 
五
六
七
頁
）
と
述

べ
て
い
る
。

（
13
）『
近
代
文
学
研
究
文
献
叢
書
１ 

国
木
田
独
歩
研
究
⑤ 

青
年
時
代
の
国

木
田
独
歩
︿
復
刻
版
﹀』（
00
・
5 

牧
野
出
版
）
八
五
頁

（
14
）『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明
治
二
十
九
年
三
月
十
三
日

（
15
）『
国
民
之
友
』（
一
八
一
号 

明
26
・
2
・
13
）
掲
載
の
﹁『
文
学
界
』
評
﹂

（
署
名 

無
名
氏
）
も
『
文
学
界
』
第
一
号
の
特
色
を
﹁
女
性
的
﹂﹁
哀

観
的
基
督
教
文
学
﹂
と
見
て
い
る
。
ま
た
、﹁
哀
観
的
文
学
﹂
に
つ
い

て
﹁
涙
は
情
界
の
玉
露
﹂
で
あ
り
、﹁
涙
を
以
て
霑
せ
る
文
学
﹂
で
あ

る
と
定
義
し
て
い
る
。
た
だ
、『
国
民
之
友
』
の
評
は
好
意
的
な
も
の

で
『
文
学
界
』
に
お
け
る
﹁
哀
観
的
文
学
﹂
の
成
長
を
あ
た
た
か
く

見
守
る
姿
勢
を
と
っ
て
お
り
、『
青
年
文
学
』
と
立
場
を
異
に
し
て
い
る
。

（
16
）
山
田
博
光
氏
が
挙
げ
た
根
拠
を
以
下
に
示
す
。（
引
用
は
『
国
木
田
独

歩
論
考
』（
昭
53
・
9 

創
世
紀
）
に
よ
る
）

（
１
）﹁
欺
か
ざ
る
の
記
﹂
の
記
事
を
見
て
も
解
る
通
り
『
青
年
文
学
』

の
十
六
号
は
独
歩
が
殆
ん
ど
一
人
で
編
集
し
て
い
る
。
従
っ
て
無
署

名
の
文
の
筆
者
と
し
て
独
歩
は
有
力
な
候
補
者
で
あ
る
こ
と
。（
２
）

こ
の
時
代
の
独
歩
の
表
記
法
の
特
徴
は
片
仮
名
の
人
名
に
は
傍
線
を

ひ
き
地
名
に
は
二
重
傍
線
を
ひ
く
。
●
●
●
●
●
と
か
○
○
○
○
○

な
ど
を
文
章
の
横
に
よ
く
施
す
な
ど
で
あ
る
が
、こ
れ
は
『
青
年
文
学
』

の
他
の
人
々
の
文
に
は
殆
ん
ど
例
が
な
い
。（
３
）
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
詩

の
一
句
（the still sad m

usic of hum
anity

）
の
訳
語
で
あ
る
﹁
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
の
幽
か
な
る
音
楽
﹂
と
い
う
言
語
を
使
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
ま
も
な
く
﹁
人
情
の
幽
音
悲
調
﹂
と
訳
す
も
の
で
、『
欺
か
ざ

る
の
記
』
に
も
く
り
か
え
し
て
出
て
く
る
如
く
独
歩
文
学
を
解
く
鍵

と
も
な
る
重
要
な
語
句
で
あ
る
。
ま
た
﹁
紛
々
た
る
世
俗
﹂
と
か
﹁
造

化
自
然
の
声
を
聞
き
人
情
至
微
の
音
に
な
く
﹂
な
ど
独
歩
の
常
用
語

が
出
て
い
る
こ
と
。

（
17
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
水
谷
真
雄
『
金
蘭
帖
』（（
十
三
）﹁
異

性
の
相
恋
せ
る
も
の
ゝ
如
く
﹂『
定
本
国
木
田
独
歩
全
集
』
第
十
巻 

五
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四
七
頁
）
に
、﹁
此
の
時
（
独
歩
の
二
度
目
の
上
京
の
明
治
二
十
五
年

六
月
頃
―
引
用
者
注
。
以
下
、
括
弧
内
の
注
釈
は
す
べ
て
引
用
者
に

よ
る
）
恰
も
青
年
文
学
は
、空
湖
（
水
谷
真
雄
）、夏
樹
（
今
井
忠
治
）、

独
歩
、
引
頭
、
白
濤
（
菊
池
謙
譲
）、
縦
横
（
杉
村
楚
人
冠
）、
吐
堂
、

清
艶
（
谷
口
満
雄
）
の
手
裡
に
あ
り
て
、
正
に
青
年
文
学
の
旺
盛
時

代
は
此
の
時
な
り
し
な
り
﹂、﹁
空
湖
は
駿
河
台
に
、
独
歩
は
牛
込
に
夏

樹
は
麹
町
に
相
隔
つ
る
近
か
ら
ざ
る
に
殆
ん
と
毎
日
々
々
会
し
て
飽

か
す
、
談
し
て
尽
き
す
、
笑
ひ
、
泣
き
怒
り
、
楽
み
、
議
論
し
、
放

吟
し
、
去
来
往
復
は
殆
ん
と
異
性
相
恋
せ
る
も
の
ゝ
如
く
用
な
き
に

其
の
門
前
を
通
ふ
に
似
た
る
の
奇
観
あ
り
﹂
云
々
と
あ
る
。

（
18
）
二
十
日
は
過
ぎ
ぬ
。
今
や
二
十
一
日
午
前
一
時
前
な
り
、
吾
今
日
、（
中

略
）、日
暮
れ
て
（
中
略
）
神
田
に
め
ぐ
り
、引
頭
氏
を
訪
ふ
。
蓋
し
﹁
青

年
文
学
﹂
第
十
六
号
の
本
日
発
兌
せ
ら
れ
た
る
を
以
て
、
一
見
の
情

切
な
り
し
を
以
て
な
り
。
已
に
横
澤
源
三
郎
其
他
一
名
客
あ
り
。
不

知
の
客
と
吾
と
の
間
に
、
一
場
の
議
論
は
起
れ
り
。
こ
れ
﹁
亜
細
亜
﹂

と
﹁
国
民
之
友
﹂
と
の
よ
し
悪
し
、
す
き
、
き
ら
ひ
の
論
な
り
し
也
。

引
頭
は
之
れ
を
止
め
た
り
。
乃
ち
又
た
吾
と
引
頭
と
の
間
に
争
論
始

ま
り
た
り
。（『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明
治
二
十
六
年
二
月
二
十
日
）

（
19
）﹁
北
村
透
谷
の
『
罪
と
罰
』
評
と
く
ら
べ
る
ま
で
も
な
く
独
歩
の
文
学

上
の
理
想
の
弱
点
の
面
を
示
す
も
の
だ
が
、
こ
の
弱
点
が
同
時
に
、

短
文
な
が
ら
﹁『
伊
太
利
建
国
三
傑
』
を
読
む
﹂
で
の
革
命
的
な
時
代

批
判
（
略
）
や
、﹁
二
十
三
階
堂
主
人
に
与
ふ
﹂
で
の
＂
下
層
社
会
＂

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
へ
の
関
心
と
支
持
（
略
）
等
の
積
極
的
な
側
面
と

結
び
あ
っ
て
い
る
、と
い
う
関
係
を
見
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
﹂（
小

田
切
秀
雄
﹁
文
学
史
上
の
『
青
年
文
学
』﹂（『
青
年
文
学
』
復
刻
版 

昭

50
・
2 

日
本
近
代
文
学
館﹁
解
説
﹂））と
い
う
示
唆
深
い
指
摘
が
あ
る
。

（
20
）
透
谷
子
﹁『
罪
と
罰
』
の
殺
人
罪
﹂（『
女
学
雑
誌
』
第
三
百
三
拾
六
号 

甲
の
巻
（
明
26
・
1
・
14
））
一
四
頁

（
21
）
ま
た
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、『
早
稲
田
文
学
』（
第
貳
拾
九
号 

明
治
25
・

12
・
15
）
に
も
﹁
露
の
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
ー
が
作
は
露
の
虚
無
党

主
義
の
太
気
中
に
鬱
勃
た
る
件
の
精
神
の
陰
影
な
り
﹂（
二
八
頁
）
と
、

透
谷
に
通
じ
る
評
価
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）（
20
）
に
同
じ
。




