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あ
る
新
聞
記
者
の
病
と
死

―
萬
朝
報
入
社
前
後
の
堺
利
彦
と
そ
の
交
友

清
水 

哲
郎

表
題
か
ら
読
者
が
想
像
さ
れ
る
よ
う
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
私
は
全
く
の
門
外
漢
で
あ
り
、
こ
こ
で
発
表
す
る
の
は
不
遜
な
こ

と
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
え
て
筆
を
執
る
の
は
、
以
下
で
述
べ
る

よ
う
な
事
情
で
私
が
所
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
手
書
き
の
小
冊
子
と
拓
本
各
一
点
が
あ
り
、
こ
れ
を
こ
の
ま
ま
放
置
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
と
い
う
思
い
を
持
ち
つ
つ
、
何
も
し
な
い
ま
ま
人
生
の
最
後
の
時
期
に
来
て
し
ま
っ
て
お
り
、
何
と
か
し
な
け
れ
ば

と
い
う
思
い
に
動
か
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
提
示
す
る
も
の
は
、
決
し
て
研
究
成
果
で
は
な
い
。
冊
子

と
拓
本
に
つ
い
て
、
素
人
が
つ
け
た
さ
さ
や
か
な
備
忘
録
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
に
記
す
こ
と
に
つ
い
て
、
も
し
研
究
に
価
す
る
と

思
っ
て
い
た
だ
け
る
方
が
お
ら
れ
た
な
ら
、
こ
れ
を
、
こ
れ
ら
の
資
料
に
添
え
ら
れ
た
不
出
来
な
カ
タ
ロ
グ
の
説
明
書
き
と
し
て

託
し
た
い
と
思
い
、
こ
こ
に
公
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
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一　

杉
田
天
涯
墓
碑
と
『
鎌
倉
日
誌
』

ま
ず
、
本
備
忘
録
の
元
と
な
っ
た
二
点
の
託
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
こ
れ
ら
は
父
方
の
祖
母
（
永
島
小
千
代
）
の

さ
さ
や
か
な
遺
品
の
中
に
あ
っ
た
（
戦
災
で
ほ
と
ん
ど
は
焼
か
れ
、
わ
ず
か
に
疎
開
先
に
持
っ
て
い
っ
た
行
李
二
、三
箱
が
残
っ

て
い
た
。
金
銭
的
な
価
値
が
あ
り
そ
う
な
も
の
は
全
く
な
く
、
祖
母
の
思
い
出
が
籠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
）。
坪
内
雄
蔵
（
逍
遥
）

か
ら
祖
父
に
あ
て
た
某
氏
の
推
薦
状
、
島
崎
藤
村
か
ら
の
新
聞
連
載
に
つ
い
て
の
連
絡
、
在
仏
時
の
年
賀
状
を
は
じ
め
と
す
る
数

通
の
封
書
、
ひ
と
く
く
り
の
拓
本
（
寒
山
拾
得
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
が
目
立
つ
）、
数
冊
の
冊
子
な
ど
に
交
じ
っ
て
い
た
、
そ

の
二
点
が
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る 1
。
一
つ
は
墓
碑
の
拓
本
で
あ
り
、
同
じ
も
の
が
四
部
あ
っ
た
。
大
き
さ
は
上
部
と
下
部
の
枠
の

部
分
全
体
で
縦
一
八
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
ヨ
コ
五
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
墓
碑
の
上
部
に
一
行
二
字
で
三
行
に
分
け
て

「
杉
田
天
涯
之
墓
」
と
大
き
く
書
か
れ
、
そ
の
下
部
に
十
五
行
の
碑
文
が
な
ら
ん
で
い
る
。
文
中
の
日
付
を
見
る
と
、
杉
田
の
死

亡
は
、
明
治
三
十
二
年
十
一
月
二
十
八
日
、
碑
文
最
終
行
に
記
さ
れ
た
日
付
は
明
治
三
十
四
年
五
月
で
あ
る
。

碑
文
の
概
要
は
次
の
と
お
り―

杉
田
藤
太
（
天
涯
）
は
下
野
上
三
川
村
（
栃
木
県
小
山
の
北
方
）
で
生
ま
れ
、
幼
少
よ
り
奇

童
と
し
て
周
辺
に
知
ら
れ
て
い
た
。
句
読
（
漢
文
の
素
読
）
を
学
ん
で
か
ら
、
慶
應
義
塾
に
進
み
、
卒
業
後
、
朝
野
新
聞
に
入
社
、

新
朝
野
新
聞
に
進
ん
だ
が
、
同
社
が
破
綻
し
た
た
め
、
萬
朝
報
に
移
っ
て
新
聞
記
者
生
活
を
続
け
た
。
姦
商
を
誌
上
で
署
名
入
り

で
批
判
し
て
読
者
に
は
大
い
に
受
け
た
が
、
訴
え
ら
れ
、
誹
毀
罪
で
有
罪
と
な
り
、
入
獄
す
る
。
し
か
し
肺
病
が
発
症
し
た
の
で

療
養
の
た
め
解
放
さ
れ
、
鎌
倉
で
療
養
、
さ
ら
に
は
入
院
生
活
を
送
っ
た
が
、
か
い
な
く
死
に
い
た
っ
た
。
萬
朝
報
社
を
中
心
に

葬
儀
が
行
わ
れ
、
遺
骨
は
小
山
の
某
寺
に
葬
ら
れ
た
。
碑
文
に
は
以
上
の
生
涯
の
ま
と
め
の
後
、
人
柄
を
ほ
め
、
皆
に
愛
さ
れ
た
、

『
鎌
倉
日
誌
』
と
い
う
著
が
あ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
（
図
1
）。

最
後
に
墓
碑
を
建
立
す
る
由
来
と
、
詩
の
由
来
説
明
の
後
、
四
言
十
六
句
の
辞
（
杉
田
の
生
涯
を
褒
め
る
姿
勢
で
抽
象
的
に
ま
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図 1　杉田天涯墓碑拓本

と
め
た
も
の
）
が
つ
い
て
い
る
。
い
や
、「
最
後
に
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
私
の
関
心
か
ら
み
た
位
置
づ
け
で
、
墓
碑
の

建
前
と
し
て
は
、
こ
の
辞
の
前
書
き
と
し
て
、
右
に
し
め
し
た
生
涯
の
概
観
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

碑
文
の
最
初
の
行
の
下
部
に
は
「
森
保
定
撰
」、
最
終
行
下
半
部
に
は
「
黒
岩
周
六
題
額　

永
島
今
四
郎
書　

壽
歳 2
刻
」
と
あ

る
。
つ
ま
り
、
森
保
定
が
作
文
を
し
、
黒
岩
周
六
が
墓
碑
上
部
の
大
き
な
字
の
部
分
を
書
き
、
永
島
今
四
郎
が
碑
文
を
書
い
た
の

で
あ
る
。

調
べ
て
み
る
と
、
森
保
定
は
号
を
鷗
村
（
一
八
三
一
／
天
保
二
～
一
九
〇
七
／
明
治
四
十
年
）
と
い
う
漢
学
者
。
栃
木
県
下
都

賀
郡
藤
岡
町
に
て
、
農
耕
を
し
な
が
ら
、
家
塾
を
開
き
、
近
隣
の
子
弟
の
教
育
に
尽
力
し
た
人
の
よ
う
で
あ
る 3
。
田
中
正
造
と
も

交
際
が
あ
っ
た
と
い
う
。
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碑
文
に
は
、
十
六
歳
頃
の
こ
と
と
し
て
「
従
余
受
句
讀
」（
私
に
従
っ
て
、
句
讀
を
受
け
た
）
と
あ
る
の
で
、
杉
田
は
鷗
村
の

塾
に
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
上
三
川
（
な
い
し
小
山
）
と
藤
岡
の
距
離
を
考
え
る
と
、
近
隣
で
有
力
な
塾
に
子
弟
（
し
か
も
奇
童

と
目
さ
れ
、
大
い
に
将
来
を
期
待
さ
れ
る
）
を
入
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
十
数
年
し
て
、
七
十
歳
ほ
ど
の

鷗
村
が
、
享
年
二
十
九
歳
で
世
を
去
っ
た
元
教
え
子
の
た
め
に
、
そ
の
生
涯
を
顕
彰
す
る
文
を
も
の
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
題
額
の
黒
岩
周
六
は
号
を
涙
香
、
萬
朝
報
の
創
設
者
に
し
て
主
筆
、
あ
る
い
は
歴
史
の
教
科
書
的
に
は
翻
案
小
説
『
岩

窟
王
』
等
の
涙
香
で
あ
る
。
杉
田
は
萬
朝
報
の
記
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
中
で
、
結
核
を
患
い
、
療
養
の
か
い
な
く
、
つ
い
に

帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
涙
香
が
登
場
し
た
わ
け
で
あ
る
。

最
後
に
、
書
を
担
当
し
た
永
島
今
四
郎
は
号
を
永
洲
、
上
述
の
永
島
小
千
代
の
夫
、
つ
ま
り
私
の
祖
父
で
あ
る
（
慶
応
三

（
一
八
六
七
）
年
生
、
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
歿
）。
慶
応
義
塾
出
で
、
朝
野
新
聞
・
新
朝
野
新
聞
か
ら
時
事
新
報
と
、
や
は
り

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
に
生
き
た
人
で
あ
り
、
朝
野
・
新
朝
野
の
時
代
に
杉
田
は
同
僚
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
碑
文
で
は
、

杉
田
が
著
し
た
「
鎌
倉
日
誌
若
干
巻
」
は
永
島
に
託
さ
れ
て
あ
る
と
あ
り
、
杉
田
は
、
自
ら
の
内
面
を
覗
く
こ
と
に
も
な
る
よ
う

な
も
の
を
遺
贈
す
る
相
手
と
し
て
、
永
島
を
見
て
い
た
こ
と
か
ら
、
両
者
の
深
い
つ
な
が
り
が
推
定
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
こ
う
い

う
墓
碑
の
拓
本
が
私
の
も
と
に
四
枚
も
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
永
島
の
関
わ
り
の
深
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。

さ
て
、
そ
の
『
鎌
倉
日
誌
』
が
、
墓
碑
の
拓
本
と
共
に
私
の
も
と
に
あ
る
も
う
一
つ
の
も
の
で
あ
る
（
図
2
、
6
～
8
）。
日

記
で
あ
り
、
表
紙
に
は
確
か
に
「
鎌
倉
日
誌
」
と
あ
る
。
明
治
三
十
一
年
六
月
八
日
に
新
橋
を
発
っ
て
、
鎌
倉
に
や
っ
て
き
た

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
（
そ
の
直
後
に
前
日
六
月
七
日
の
行
動
に
つ
い
て
の
や
や
詳
細
な
記
述
も
あ
る
が
）、
同
年
九
月

二
十
八
日
で
終
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
先
立
ち
、
冒
頭
の
二
頁
に
こ
の
日
誌
の
趣
旨
が
数
行
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
た
後
、
次
の
よ

う
に
あ
る
（
図
2
）。



死生学研究 17 号

18

の
の
ち
は
白
紙
の
頁
が
百
十
六
頁
続
い
て
い
る
。
確
か
に
、
鎌
倉
の
長
谷
寺
の
一
隅
に
場
所
を
得
て
、
療
養
し
て
い
る
様
子
、
新

聞
記
者
仲
間
と
俳
句
を
作
り
、
批
評
し
あ
う
様
子
、
そ
し
て
喀
血
を
繰
り
返
す
記
録
な
ど
、
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
「
著
」

で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
鎌
倉
日
誌
の
続
き
が
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
は
「
日
記
」
と
い
う
形
式
の
著
作
と
し
て
、
故
人
の
代
表

作
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
二
冊
目
以
降
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
だ
が
、
も
し
そ
う
な
ら
、
一
冊
目
が

九
月
二
十
八
日
付
の
記
入
で
唐
突
に
終
わ
り
、
八
十
三
頁
以
下
が
空
白
で
あ
る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
確
か
に
天
涯
は
こ
れ
を
永
洲
に
託
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
そ
の
妻
小
千
代
は
、
疎
開
先
に
ま
で
持
っ
て
い
き
、 図 2　『鎌倉日誌』

余
ハ
遠
カ
ラ
ズ
シ
テ
死
セ
ン
、
死
去
ノ
後
、
此
ノ
日
誌
／
ハ
、
永

島
今
四
郎
氏
ニ
因
ッ
テ
、
保
存
サ
レ
ン
、

想
／
フ
ニ
氏
の
友
于
ニ
篤
キ
、
余
カ
倚
托
ニ
背
カ
ラ
サ
ル
ベ
キ
ヲ

／
信
ス

　

明
治
三
十
一
年
七
月
四
日　

鎌
山
ノ
風
雨
老
松
新
竹
ヲ
／
吹
キ

黒
ウ
ス
ル
ノ
処
ニ
於
テ

杉
田
藤
太 4

こ
れ
を
永
島
に
託
す
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
碑
文
の
言
及
と
一

致
す
る
。
し
か
し
で
あ
る
。
ぱ
ら
ぱ
ら
と
め
く
っ
て
見
た
限
り
で
は
、

「
そ
の
著
に
『
鎌
倉
日
誌
』
若
干
巻
あ
り
」
な
ど
と
、
碑
文
に
わ
ざ
わ

ざ
書
く
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
、
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
筆
が
入
っ

た
部
分
は
計
八
十
二
頁
に
過
ぎ
ず
（
百
六
十
～
百
九
十
字
／
頁
）、
そ
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大
事
に
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
私
の
と
こ
ろ
に
ま
で
来
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
は
何
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
、
受
け
継
い
で
し
ま
っ
た
私
の
務
め
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
。

祖
父
永
島
今
四
郎
に
つ
い
て
は
、
幼
い
頃
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
社

会
主
義
運
動
の
草
分
け
で
あ
る
堺
利
彦
（
一
八
七
〇
／
明
治
三
年
～

一
九
三
三
／
昭
和
八
年
）
が
親
友
で
あ
っ
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
い
た

（
図
3
） 5
。
昭
和
二
十
年
代
後
半
、
我
が
家
に
は
し
ば
し
ば
「
堺
の
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
」（
後
で
分
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
堺
利
彦
の
継
妻
為
子
）
が
訪
れ

て
、
祖
母
と
一
時
を
過
ご
し
て
い
た
し
（
図
4
）、
祖
母
に
連
れ
ら
れ
て

お
宅
に
う
か
が
っ
た
こ
と
も
あ
る
。「
ま
が
ら
さ
ん
」（
近
藤
真
柄

：

堺
の

長
女
、
母
は
美
知
、
社
会
主
義
運
動
史
に
お
い
て
は
、
女
性
の
運
動
家
の

草
分
け
と
し
て
有
名
、
戦
後
は
有
権
者
同
盟
で
活
躍
）
と
も
交
流
が
あ
っ

た
。祖

父
と
堺
の
交
友
に
つ
い
て
少
し
大
き
く
な
っ
て
か
ら
聞
か
さ
れ
た
こ

と
で
、
印
象
に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
二
点
あ
る
。
一
つ
は
、
堺
が
萬
朝
報

に
入
社
し
た
際
に
、
祖
父
が
口
を
き
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
に
日

露
戦
争
に
際
し
て
非
戦
論
を
唱
え
、
内
村
鑑
三
と
も
ど
も
萬
朝
報
を
辞
し

た
と
い
う
歴
史
を
学
ぶ
頃
に
な
っ
て
聞
か
さ
れ
た
の
で
、
印
象
に
残
っ
た
。

図 4　永島小千代（左）と堺為子（昭和 20 年代後半） 図 3　堺利彦色紙
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も
う
一
つ
は
、
や
が
て
社
会
主
義
運
動
に
進
ん
で
か
ら
も
、
堺
は
折
に
触
れ
祖
父
の
も
と
を
訪
ね
て
き
た
が
、
そ
の
際
に
は
刑
事

の
尾
行
が
つ
い
て
い
て
、
家
の
前
で
待
っ
て
い
て
、
堺
が
辞
す
る
と
、
そ
の
あ
と
を
ま
た
つ
い
て
行
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で

あ
る
。
し
か
し
、
祖
父
自
身
は
、
公
安
か
ら
睨
ま
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
で
、
何
し
ろ
福
沢
諭
吉
系
の
時
事
新
報
の
社
会
部

長
で
、
思
想
的
に
は
「
健
全
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
堺
の
萬
朝
報
入
社
は
明
治
三
十
二
年
七
月
頃
の
こ
と
で
あ
り
、
鎌
倉
日
誌
が
記
さ
れ
た
時
期
よ
り
ほ
ぼ
一
年
後
で
は
あ

る
が
、
杉
田
の
死
亡
時
に
は
、
少
な
く
と
も
形
の
上
で
は
堺
は
杉
田
の
同
僚
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、
杉
田
と
永
島
の
関
係
を
知
る
に
は
、
堺
利
彦
（
枯
川
）
が
書
き
残
し
た
も
の
を
見
る
の
が
い
い
だ
ろ

う
と
ま
ず
思
っ
た
。
そ
し
て
、
堺
の
自
伝
や
日
記
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
見
込
通
り
、
こ
の
三
人
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
交
友
が

見
え
て
き
た
。

こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
堺
の
日
記
か
ら
、
杉
田
の
死
と
、
墓
碑
成
立
に
関
す
る
記
述
を
提
示
し
て
お
く
。
堺
利
彦
『
三
十

歳
記
』（
明
治
三
十
二
年
一
月
か
ら
始
ま
り
、
同
三
十
五
年
三
月
に
及
ぶ
日
記
、
全
集 6
第
一
巻
所
収
）
の
明
治
三
十
二
年
十
二
月

二
日
付
の
日
記
に
、
杉
田
の
死
と
葬
式
に
関
す
る
、
堺
の
日
記
の
通
常
の
記
し
方
に
比
し
て
み
れ
ば
、
相
当
詳
細
な
記
述
が
あ
る
。

次
に
引
用
し
て
お
く
。

十
一
月
廿
八
日
、
杉
田
藤
太
赤
十
字
病
院
に
死
す
、
将
に
死
せ
ん
と
す
る
時
諸
友
人
に
告
げ
て
曰
く
、
久
し
く
世
話
に
な
り

ぬ
る
哉
、
諸
君
願
わ
く
ば
健
康
を
保
ち
自
ら
正
し
う
し
て
天
下
の
事
に
当
れ
と
、
何
ぞ
其
堂
々
た
る
や
。

遺
書
あ
り
、
医
学
社
会
に
多
少
の
寄
与
を
為
さ
ん
と
欲
す
る
が
故
に
遺
骸
を
解
剖
に
附
せ
よ
と
謂
ふ
也
、
然
れ
ど
も
医
士
に

謀
る
に
病
状
何
等
の
奇
な
く
解
剖
に
附
す
と
も
学
者
を
益
す
る
に
足
ら
ず
と
謂
ふ
が
故
に
止
み
ぬ
。

廿
九
日
赤
十
字
病
院
の
死
室
に
於
て
天
涯
の
遺
骸
の
前
に
夜
を
徹
し
た
り
、
せ
め
て
永
別
の
情
を
表
す
る
也
。
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三
十
日
、
天
涯
を
麻
布
善
福
寺
に
葬
る
、
会
す
る
者
百
人
計
、
盛
な
る
葬
儀
な
り
、
天
涯
の
生
前
多
く
の
友
人
に
敬
愛
せ
ら

れ
た
り
し
を
見
る
べ
し
。

・
天
涯
の
老
父
、
体
は
強
健
に
し
て
情
は
即
ち
脆
し
、
其
焼
香
す
る
姿
を
見
て
我
は
涙
を
禁
じ
得
ざ
り
き
。

後
に
よ
り
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
堺
は
、
杉
田
と
永
島
の
二
人
に
深
い
友
情
を
抱
い
て
お
り
、
日
記
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
に

し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
堺
に
と
っ
て
、
杉
田
の
死
は
な
ん
と
も
痛
ま
し
い
こ
と
だ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
文
面
か
ら
も
見

て
と
れ
る
。

杉
田
の
枕
元
に
は
友
人
が
何
人
か
集
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
人
た
ち
に
、
堂
々
と
し
た
奨
励
の
詞
を
残
し
て
、
杉
田

は
逝
っ
た
。
当
時
と
し
て
珍
し
い
こ
と
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
浅
学
の
身
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
結
核
で
死
に
い
た
っ
た
自
分
の

遺
体
を
解
剖
し
て
、
医
学
の
発
達
の
た
め
に
使
っ
て
く
れ
と
い
う
要
請
が
遺
言
の
中
に
あ
っ
た
。
が
、
医
師
か
ら
は
、
と
く
に
変

わ
っ
た
病
状
で
は
な
い
の
で
解
剖
す
る
価
値
が
な
い
と
そ
っ
け
な
く
言
わ
れ
て
、
そ
の
話
は
立
ち
消
え
た
。
翌
二
十
九
日
に
通
夜

を
し
、
堺
も
そ
の
席
に
連
な
っ
て
い
る
。「
せ
め
て
永
別
の
情
を
表
す
る
」―

永
久
の
別
れ
と
し
て
、
堺
は
杉
田
と
の
交
友
に

終
止
符
を
打
た
ね
ば
な
ら
な
い
悲
し
み
を
、
故
人
に
向
か
っ
て
表
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
故
人
を
送
ろ
う
と
し
た
と
読
め
る
。

次
に
、
墓
碑
に
つ
い
て
は
、
堺
の
日
記
の
明
治
三
十
四
年
十
二
月
十
七
日
付
で
、
次
の
よ
う
な
言
及
が
見
出
さ
れ
る
。

杉
田
藤
太
の
墓
が
出
来
た
、
石
ず
り
を
送
っ
て
よ
こ
し
た
の
を
見
れ
ば
頗
る
大
き
な
石
、
文
章
な
り
、
や
り
方
な
り
、
少
し

虚
飾
に
過
ぎ
て
有
り
が
た
く
思
は
れ
ぬ

墓
碑
に
碑
文
の
制
作
日
に
つ
い
て
、
明
治
三
十
四
年
五
月
と
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
頃
、
碑
文
の
起
草
や
、
清
書
を
行
い
、
制
作
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を
開
始
し
て
、
そ
の
年
の
暮
れ
に
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
石
ず
り
を
送
っ
て
よ
こ
し
た
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
お
そ

ら
く
遺
族
の
誰
か
が
、
あ
る
い
は
、
永
島
家
に
四
部
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
は
永
島
か
も
し
れ
な
い
が
、
拓
本
を
杉
田
に

生
前
親
し
か
っ
た
人
々
に
送
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
日
記
の
記
述
か
ら
、
堺
が
こ
の
墓
碑
を
気
に
入
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。「
頗
る
大
き
な
石
、
文
章
な
り
、
や

り
方
な
り
、
少
し
虚
飾
に
過
ぎ
て
有
り
が
た
く
思
は
れ
ぬ
」―

墓
碑
の
見
か
け
も
、
書
か
れ
た
内
容
も
「
大
げ
さ
」
だ
、
そ
の

よ
う
に
し
て
故
人
を
顕
彰
し
よ
う
、
忍
ぼ
う
と
い
う
や
り
方
も
「
大
げ
さ
」
だ
と
い
う
批
評
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
虚
飾
」
だ
と
い

う
。
小
さ
な
こ
と
を
さ
も
大
し
た
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
飾
り
立
て
て
い
て
、
実
物
大
の
故
人
杉
田
藤
太
を
偲
ぶ
こ
と
に
な
ら
な
い

（
＝
有
り
が
た
く
思
は
れ
ぬ
）
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。

こ
の
堺
の
記
述
を
引
き
合
い
に
出
せ
ば
、
わ
ず
か
の
間
の
記
録
で
あ
る
日
記
『
鎌
倉
日
誌
』
を
、「
鎌
倉
日
誌
若
干
巻
」
と
わ

ざ
わ
ざ
石
碑
に
書
い
た
こ
と
も
、
な
る
ほ
ど
と
納
得
が
行
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
碑
文
に
あ
る
他
の
こ
と
ど
も
も
、
針
小
棒
大
の

記
述
に
な
っ
て
い
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

森
鷗
村
と
い
う
老
境
の
漢
学
者
に
撰
を
依
頼
し
た
た
め
に
、
堺
に
虚
飾
と
言
わ
れ
る
顕
彰
文
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
黒

岩
涙
香
で
あ
れ
、
永
島
永
洲
で
あ
れ
、
ま
た
、
堺
枯
川
で
あ
れ
、
筆
は
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
近
し
い
人
が
書
い
た
方

が
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
ど
う
し
て
ま
た
鷗
村
に
頼
ん
だ
の
か
、
と
思
っ
て
い
た
が
、
気
が
付
い
た
。
こ
れ
は
、
杉
田

の
故
郷
の
肉
親
の
手
配
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
恩
師
で
も
あ
り
、
そ
の
地
方
で
は
高
名
な
鷗
村
に
碑
文
を
撰
し
て
も
ら
う
、
そ
し
て
、

勤
務
先
の
上
司
の
黒
岩
、
新
聞
記
者
と
し
て
の
先
輩
に
し
て
、
筆
が
立
つ
と
い
う
評
価
の
高
い
永
島
（
杉
田
と
同
じ
慶
応
義
塾
出

身
で
も
あ
っ
た
）
に
筆
を
と
っ
て
も
ら
う
、
と
い
う
こ
と
が
、
故
人
へ
の
最
高
の
遇
し
方
で
あ
り
、
夭
折
し
た
前
途
有
望
な
青
年

へ
の
肉
親
の
無
念
の
思
い
を
い
く
ら
か
で
も
慰
め
る
手
立
て
だ
っ
た
の
だ
。

以
上
が
、
こ
れ
ら
二
点
の
私
に
託
さ
れ
た
も
の
（
と
私
が
思
っ
て
い
る
も
の
）
へ
の
、
最
初
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
。
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以
下
、
ま
ず
は
堺
利
彦
の
自
伝
お
よ
び
日
記
を
資
料
と
し
て
、
杉
田
お
よ
び
永
島
と
の
交
流
の
経
過
を
み
る
こ
と
と
す
る
。

二　

堺
利
彦　

明
治
二
十
七
年
～
三
十
年

　

堺
利
彦
は
、
明
治
二
十
七
年
～
三
十
二
年
（
堺
二
十
五
～
三
十
歳
）
の
間
に
、
母
、
父
、
兄
（
本
吉
（
堺
）
欠
伸
）、
そ
し

て
杉
田
の
死
の
直
後
に
長
子
不
二
彦
を
次
々
と
亡
く
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
は
結
核
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
妻
美
知
も

肺
尖
カ
タ
ル
と
診
断
さ
れ
て
い
る
（
三
十
七
年
歿
）。
私
の
手
元
に
あ
る
の
は
昭
和
八
年
発
行
の
堺
利
彦
全
集
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
堺
利
彦
伝
』（
自
著
、
大
正
十
五
年
六
月
脱
稿
、
明
治
三
十
二
年
七
月
ま
で
の
半
生
を
描
い
た
も
の
、
全

集
第
六
巻
所
収
）、『
三
十
歳
記
』（
既
出
）
を
見
て
い
く
と
、
肉
親
を
次
々
と
失
う
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
そ
う
い
う
中
で
、
堺

は
杉
田
、
そ
し
て
杉
田
を
介
し
て
永
島
と
出
会
い
、
こ
の
二
人
と
親
友
の
間
柄
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
様
子
を
追
っ
て
み
る
。

堺
と
杉
田
の
出
会
い

明
治
二
十
七
年
夏
、
日
清
戦
争
が
は
じ
ま
る
。
当
時
、
堺
は
『
新
浪
華
』
の
記
者
で
、
小
説
を
書
く
な
ど
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
日
清
戦
争
に
つ
い
て
は
、「
国
粋
主
義
者
」
で
は
な
い
が
、
師
団
の
出
征
に
遭
遇
し
て
「
痛
く
胸
を
打
た
れ
て
、
し
き
り
に

涙
を
垂
ら
」
す
ほ
ど
の
「
愛
国
者
」
で
あ
り
、
小
説
の
代
わ
り
に
「
戦
争
美
談
」
を
載
せ
る
な
ど
し
て
い
た
と
い
う
。
秋
に
広
島

大
本
営
に
て
臨
時
議
会
が
開
か
れ
、
堺
は
記
者
と
し
て
そ
こ
に
出
向
き
、
杉
田
と
出
会
う
。

私
は
国
民
協
会
所
属
新
聞
記
者
と
し
て
、
東
京
か
ら
来
て
い
た
朝
野
新
聞
の
杉
田
藤
太
（
天
涯
）
君
、
…
…
な
ど
ゝ
共
に
、

協
会
で
準
備
し
た
合
宿
所
に
宿
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
私
は
殊
に
杉
田
君
と
親
し
く
な
っ
た
。
杉
田
君
の
朝
野
新
聞
は
川
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村
惇
氏
の
経
営
で
あ
っ
た
が
、
私
の
『
新
浪
華
』
と
同
じ
程
度
の
貧
弱
さ
で
あ
っ
た
。
外
の
新
聞
記
者
が
旅
費
や
電
報
料
を

豊
富
に
持
っ
て
い
る
間
に
立
っ
て
、
見
す
ぼ
ら
し
い
服
装
を
し
た
、
そ
し
て
文
章
自
慢
の
二
青
年
が
、
忽
ち
に
し
て
、
意
気

投
合
し
た
の
は
誠
に
自
然
で
あ
っ
た
。
杉
田
君
は
廿
四
歳
で
あ
り
、
私
は
廿
五
歳
で
あ
っ
た
。
杉
田
君
は
古
ぼ
け
た
背
広
を

着
て
居
り
、
私
は
怪
し
げ
な
羽
織
袴
を
着
て
居
た
。

他
の
新
聞
記
者
に
は
、
私
は
一
人
の
知
己
も
持
た
な
か
っ
た
。
…
…

広
島
か
ら
の
帰
途
、
杉
田
は
大
阪
の
堺
の
家
に
泊
ま
る
。
堺
の
自
伝
で
は
次
の
よ
う
に
回
想
さ
れ
て
い
る

彼
は
東
京
へ
の
帰
途
、
大
阪
に
寄
っ
て
私
の
北
野
の
家
に
一
宿
し
た
が
、
後
に
彼
は
そ
の
一
宿
に
つ
い
て
よ
く
人
に
語
っ
て

ゐ
た
。「
枯
川
の
家
」
に
宿
っ
て
「
環
堵
蕭
然
」
た
る
二
階
の
六
畳
に
寝
せ
ら
れ
た
が
、
朝
に
な
る
と
、
年
を
取
っ
た
お
っ

か
さ
ん
が
味
噌
汁
を
拵
え
て
く
れ
て
、「
サ
ァ
な
ん
に
も
御
坐
ん
せ
ん
が
と
言
っ
て
ね
、
僕
は
ほ
ん
と
に
ホ
ロ
リ
と
し
た
よ
」

と
。
さ
う
云
い
な
が
ら
彼
は
既
に
又
、
少
し
く
鼻
を
つ
ま
ら
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
た
。
あ
あ
天
涯
、
彼
は
実
に
人
情
に
厚
い

涙
も
ろ
い
、
美
し
い
心
持
の
青
年
で
あ
っ
た
。

堺
が
こ
の
よ
う
に
書
い
た
の
は
大
正
十
四
年
な
い
し
十
五
年
頃 7
、
天
涯
は
と
う
の
昔
に
世
を
去
っ
て
い
た
。
堺
の
天
涯
に
対
す

る
追
憶
の
情
が
「
あ
あ
天
涯
」
以
下
の
文
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

そ
の
年
の
暮
れ
、
堺
は
新
浪
華
の
仕
事
で
し
ば
ら
く
上
京
す
る
が
、
母
が
悪
い
と
の
知
ら
せ
で
大
阪
に
戻
り
、
母
を
看
取
る

（
明
治
二
十
八
年
二
月
二
十
四
日
）。
そ
の
後
、
新
浪
華
を
辞
し
て
、
父
と
共
に
上
京
し
、
杉
田
と
再
会
す
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、

堺
の
杉
田
に
つ
い
て
の
思
い
が
よ
く
で
て
い
る
の
で
、
引
用
す
る
（
文
中
の
「
彼
」
と
は
杉
田
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な



清水哲郎

ある新聞記者の病と死

25

い
）。私

は
東
京
に
来
て
す
ぐ
に
深
く
彼
と
親
し
ん
だ
。
彼
は
、
文
章
は
上
手
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
文
人
型
で
は
な
か
っ
た
。
む
し

ろ
志
士
型
で
あ
っ
た
。
彼
は
栃
木
県
小
山
の
産
と
し
て
、
大
い
に
意
気
を
尚
ぶ
と
い
ふ
風
が
あ
っ
た
。
一
夜
、
彼
と
私
と
二

人
、
芳
原
に
遊
ん
だ
。
彼
は
幾
許
も
酒
を
飲
ま
ず
、
ま
た
常
習
的
の
遊
蕩
者
で
も
な
か
っ
た
。
然
し
彼
と
私
と
は
、
広
島
に

お
い
て
も
、
東
京
に
お
い
て
も
、
共
に
足
を
遊
里
に
入
れ
る
こ
と
に
依
っ
て
特
に
そ
の
親
し
み
を
増
し
た
。
そ
の
翌
朝
早
く
、

二
人
は
上
野
公
園
の
摺
鉢
山
に
立
っ
て
ゐ
た
。
彼
ら
は
秋
風
落
葉
を
捲
く
と
い
う
光
景
の
間
に
、
悲
痛
な
顔
色
を
し
て
人
生

を
語
り
、
世
事
を
談
じ
た
。
天
涯
は
例
の
鼻
を
つ
ま
ら
せ
た
声
に
な
っ
て
い
た
。
枯
川
も
頻
り
に
胸
の
迫
る
を
覚
え
た
。
そ

の
時
以
後
、
私
と
彼
と
、
何
か
生
涯
の
約
束
を
し
た
気
持
に
な
っ
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
二
青
年
の
相
許
し
た
交
わ
り
で
あ
っ
た
。

堺
の
こ
の
時
の
上
京
は
明
治
二
十
八
年
九
月
。「
親
友
」
と
い
う
言
葉
の
本
来
の
意
味
が
ぴ
っ
た
り
の
関
係
が
成
立
し
た
の
で

あ
る
。
堺
は
、
杉
田
の
死
の
直
後
十
二
月
の
は
じ
め
に
萬
朝
報
に
追
悼
文
を
載
せ
て
い
る
が
、
以
上
の
経
過
に
つ
い
て
同
様
の
こ

と
を
書
い
て
い
る
。
こ
と
に
右
の
上
野
の
件
は
、
堺
に
と
っ
て
印
象
深
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。

翌
年
晩
秋
の
一
日
、
君
と
予
と
二
人
、
早
暁
霜
を
踏
ん
で
上
野
に
遊
ぶ
。
悲
風
落
葉
の
間
、
二
人
茶
を
三
宜
亭
に
啜
る
。
語

る
所
何
事
ぞ
。
只
胸
塞
が
り
て
涙
の
湧
く
あ
り
。
必
ず
し
も
不
遇
を
歎
く
に
あ
ら
ず
、
只
知
己
の
涙
也
。
君
と
予
の
交
や
う

や
く
深
し 8
。

や
が
て
、
こ
の
関
係
は
、
永
島
を
加
え
た
三
人
の
間
柄
へ
と
発
展
す
る
。
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杉
田
君
は
永
島
今
四
郎
（
永
洲
）
君
の
家
に
同
居
し
て
ゐ
た
。
彼
ら
は
共
に
慶
応
義
塾
の
出
身
で
、
今
は
同
じ
く
朝
野
新
聞

の
記
者
で
あ
っ
た
。
私
は
す
ぐ
に
永
島
君
と
親
し
く
な
っ
た
。
永
島
君
は
我
々
よ
り
二
三
年
の
年
長
で
「
温
厚
の
長
者
」
と

い
ふ
風
が
あ
っ
た
。
そ
の
蒼
白
い
顔
と
、
痩
せ
た
細
い
弱
々
し
い
か
ら
だ
と
に
係
は
ら
ず
、
彼
は
常
に
友
人
間
の
先
輩
で

あ
っ
た
。
私
は
間
も
な
く
し
て
深
く
彼
の
徳
風
に
推
服
し
た
。
永
洲
、
天
涯
、
私
は
こ
の
二
友
人
を
得
た
こ
と
に
依
っ
て
大

い
な
る
力
を
感
じ
た
。

こ
こ
で
少
し
、永
島
今
四
郎
に
つ
い
て
記
し
て
お
く
。
宮
武
外
骨
・
西
田
長
寿
著
『
明
治
新
聞
雑
誌
関
係
者
略
伝
』（
一
九
八
五
）

の
記
述
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

慶
応
三
年
生
、
大
正
六
年
八
月
八
日
歿
。
五
十
一
歳
。（
一
八
六
七
～
一
九
一
七
）
新
聞
記
者
。
埼
玉
県
行
田
在
犬
塚
村
の

名
主
加
藤
栄
之
助
次
男
。
出
で
て
永
島
家
を
嗣
ぐ
。
名
は
今
四
郎
。
明
治
二
十
三
年
慶
応
義
塾
卒
業
、
直
ち
に
『
朝
野
新

聞
』
に
入
社
。「
千
代
田
の
大
奥
」
の
連
載
が
あ
り
、
こ
れ
は
の
ち
に
単
行
書
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
二
十
六
年
十
一
月

『
朝
野
新
聞
』
は
一
旦
廃
刊
し
た
が
、『
新
朝
野
新
聞
』
と
し
て
再
刊
さ
れ
る
と
、
そ
の
社
に
残
っ
た
。
し
か
し
『
新
朝
野
新

聞
』
は
社
勢
極
め
て
不
安
定
で
あ
っ
た
た
め
、
明
治
二
十
九
年
『
時
事
新
報
』
に
転
じ
、
歿
時
に
至
っ
た
。
著
書
に
右
の
ほ

か
『
虞
拉
斯
頓
公
伝
』（
望
月
小
太
郎
と
共
訳
）
が
あ
る
。
末
松
謙
澄
の
『
谷
間
の
姫
百
合
』
も
そ
の
大
半
は
こ
の
人
の
手

に
な
る
と
い
う
。

い
く
つ
か
蛇
足
を
加
え
て
お
く
。
永
島
今
四
郎
は
、
現
在
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
検
索
す
る
と
、
一
六
一
〇
件
と
い
っ
た
数
が

ヒ
ッ
ト
す
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
、『
千
代
田
城
大
奧
』
と
い
う
太
田
贇
雄
と
い
う
人
と
の
共
著
（
明
治
二
五
年
刊
、
上
下
二
冊
本
、
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戦
後
に
な
っ
て
『
定
本　

江
戸
城
大
奥
』
と
し
て
再
刊
さ
れ
て
い
る
）
に
つ
い
て
の
情
報
で
あ
る
。
古
書
店
の
在
庫
情
報
が
多
い

（
つ
ま
り
、
結
構
売
れ
た
と
み
え
て
、
部
数
も
多
く
今
も
古
書
店
で
流
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
）。
こ
れ
は
朝
野
新
聞
に
連
載
さ
れ

た
も
の
を
ま
と
め
て
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
が
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
江
戸
城
大
奥
に
勤
め
て
い
た
「
お
局
」
の
一
人
が
知

り
合
い
に
お
り
、
そ
の
人
か
ら
聞
き
取
っ
た
も
の
が
主
な
情
報
源
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
太
平
洋
戦
争
の
さ
な
か
、
永
洲

の
実
家
の
上
記
犬
塚
村
の
旧
家
に
、
妻
と
次
男
一
家
は
疎
開
先
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
が
（
私
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
、
そ
こ
で

生
ま
れ
た
）、
そ
の
お
局
か
ら
貰
っ
た
絹
が
、
食
糧
な
ど
と
物
々
交
換
す
る
時
に
役
立
っ
た
と
い
う
。
千
代
田
城
大
奥
の
連
載
後
、

永
島
は
今
度
は
、
徳
川
制
度
に
向
か
い
、
江
戸
の
被
差
別
民
の
聞
き
取
り 9
、
さ
ら
に
転
じ
て
、
寛
永
寺
と
、
続
い
て
い
る
。

次
に
時
事
新
報
に
移
っ
た
の
は
明
治
二
十
九
年
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
勤
め
て
い
た
新
朝
野
新
聞
が
廃
刊
に
な
っ
た

（
二
十
八
年
）
た
め
で
あ
る
。
福
沢
諭
吉
創
刊
に
な
る
時
事
新
報
に
移
っ
た
の
は
、
慶
応
義
塾
出
身
で
あ
る
永
島
と
し
て
は
自
然

で
あ
ろ
う
。
私
が
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
永
島
今
四
郎
は
若
い
こ
ろ
、
福
沢
家
で
書
生
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
お
り
、
子
弟
に
書

を
教
え
る
な
ど
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
。
慶
応
義
塾
の
塾
生
で
あ
っ
た
頃
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
歿
時
は
同
社
社
会
部
長 11
。

永
島
の
も
う
一
つ
の
面
に
、
近
代
児
童
文
学
者
草
分
け
の
一
人
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
時
事
新
報
社
発
行
の
『
少
年
』、『
少

女
』
に
数
多
く
の
少
年
小
説
（
七
十
三
篇
、
十
二
篇
）
を
寄
稿
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
上
田
信
道
「
永
島
永
洲
の
児

童
文
学―

冒
険
・
探
偵
小
説
を
中
心
に―

」 11

が
詳
し
い
。
探
偵
小
説
と
い
っ
て
も
、
読
み
手
で
あ
る
良
家
の
子
女
の
現
実
の

生
活
に
根
差
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
評
価
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
冒
険
小
説
の
中
に
出
て
く
る
悪
役
は
、
し
ば

し
ば
い
わ
ゆ
る
第
三
国
人
で
あ
り
、
福
沢
諭
吉
譲
り
の
周
辺
諸
国
に
対
す
る
あ
る
種
の
蔑
視
と
見
ら
れ
て
も
仕
方
の
な
い
と
こ
ろ

も
あ
る
。

さ
て
、
杉
田
は
当
時
、
永
島
家
に
居
候
の
身
分
で
あ
っ
た
。
初
め
は
同
じ
朝
野
新
聞
の
記
者
仲
間
と
し
て
、
永
島
家
に
遊
び
に
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行
き
、
勧
め
ら
れ
る
ま
ま
に
泊
る
と
い
っ
た
こ
と
が
、
や
が
て
こ
ろ
が
り
こ
む
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
何
歳
か
年
上
の

永
島
は
、
こ
の
愛
す
べ
き
青
年
を
後
輩
と
し
て
何
く
れ
と
な
く
面
倒
を
み
た
も
の
ら
し
い
。
永
島
の
出
は
、
埼
玉
県
行
田
近
郊
で

あ
り
、
杉
田
は
栃
木
県
小
山
の
出
で
あ
る
。
現
在
の
交
通
事
情
か
ら
す
る
と
、
あ
ま
り
関
係
な
さ
そ
う
に
も
思
わ
れ
よ
う
が
、
当

時
は
、
鉄
道
と
な
ら
ん
で
、
蒸
気
船
も
新
し
い
強
力
な
交
通
手
段
で
あ
り
、
両
国
か
ら
江
戸
川
、
利
根
川
、
渡
良
瀬
川
と
遡
っ
て

藤
岡
（
鷗
村
の
塾
が
あ
り
、
杉
田
は
十
五
歳
頃
か
ら
し
ば
ら
く
こ
こ
で
過
ご
し
た
と
思
わ
れ
る
）
に
至
る
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
。
杉

田
の
故
郷
小
山
へ
の
ル
ー
ト
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
渡
良
瀬
川
に
入
ら
ず
に
利
根
川
を
遡
る
路
線
を
辿
り
、
適
当
な
所
（
須
賀
、

あ
る
い
は
北
河
原
）
で
降
り
れ
ば
、
永
島
の
故
郷
は
目
と
鼻
の
先
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
も
親
近
感
を
増
す
要
因
と
な
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

永
島
夫
人
小
千
代
も
大
変
好
評
で
あ
る
。
私
が
知
っ
て
い
る
小
千
代
は
し
っ
か
り
者
で
、
こ
わ
い
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
で
あ
っ

た
が
、
こ
こ
に
登
場
す
る
の
は
未
だ
二
十
歳
前
後
の
初
々
し
い
姿
で
あ
っ
た
。

永
島
君
の
家
は
築
地
に
あ
っ
た
。
こ
れ
も
小
さ
い
、
安
っ
ぽ
い
家
だ
っ
た
が
、
永
島
君
の
お
だ
や
か
な
長
者
ぶ
り
と
、
若
い

小
千
代
夫
人
の
晴
々
し
い
笑
顔
と
で
、
い
つ
も
小
さ
な
倶
楽
部
の
様
な
、
賑
か
な
家
庭
だ
っ
た
。
況
ん
や
そ
こ
に
は
、
文

ち
ゃ
ん
と
い
ふ
少
々
お
し
ゃ
ま
な
可
愛
ら
し
い
子
も
あ
り
、
杉
田
と
い
う
面
白
い
同
居
人
も
あ
っ
た
。
小
千
代
夫
人
は
五
尺

二
寸
ば
か
り
も
あ
ら
う
と
い
う
見
事
な
体
格
で
、
そ
れ
が
五
尺
未
満
の
痩
せ
ぎ
す
の
永
島
君
と
面
白
い
反
映
を
為
し
て
ゐ
た
。

あ
る
夜
、
眠
柳
君
と
私
と
、
永
島
家
で
遊
ん
で
の
帰
り
道
に
、
…
…
盛
ん
に
小
千
代
夫
人
に
対
し
て
蔭
な
が
ら
の
讃
辞
を
呈

し
た
。
眠
柳
君
は
昂
奮
し
て
し
ま
っ
て
、
天
下
に
永
島
ほ
ど
の
果
報
者
は
無
い
と
云
っ
て
、
悲
憤
慷
慨
す
る
ほ
ど
の
始
末

だ
っ
た
。
眠
柳
も
私
も
ま
だ
独
身
だ
っ
た
。
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初
々
し
い
と
は
言
っ
て
も
偉
丈
夫
で
あ
り
、
ノ
ミ
の
夫
婦
だ
っ
た
（
図
5
）。
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
次
男
芳
郎
が
よ

そ
の
夫
婦
を
指
し
て
く
す
く
す
笑
っ
て
い
る
の
で
、
ど
う
し
た
の
か
と
聞
く
と
、
夫
の
ほ
う
が
大
き
い
の
が
可
笑
し
い
と
言
っ

た
と
い
う
。
永
島
家
の
子
に
と
っ
て
は
、
ノ
ミ
の
夫
婦
が
標
準
な
の
で
あ
っ
た
。「
文
ち
ゃ
ん
」
は
後
に
高
松
家
に
嫁
い
だ
文
子
、

私
に
と
っ
て
は
「
お
し
ゃ
ま
」
ど
こ
ろ
か
、
家
を
し
ば
し
ば
訪
れ
る
、
堺
夫
人
に
次
い
で
高
齢
（
に
見
え
る
）
女
性
（
高
松
の
お

ば
ち
ゃ
ん
）
で
あ
り
、
祖
母
小
千
代
に
な
に
や
ら
次
々
と
し
ゃ
べ
り
続
け
て
は
帰
っ
て
い
く
人
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
本
エ
ッ
セ
イ
の
主
要
人
物
三
名
が
そ
ろ
っ
た
わ
け
だ
が
、
堺
の
自
伝
で
は
、
杉
田
、
永
島
と
の
交
友
が
始
ま
っ
た
記
述

図 5　永島一家（明治 43 年 1月）　左から今四郎、文子、雄二郎（長男）、

小千代、芳郎

に
続
い
て
、「
落
葉
社
」
と
い
う
俳
句
会
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い

る
。
こ
の
俳
句
会
は
、
後
に
杉
田
の
日
記
に
も
出
て
く
る
も
の
な
の
で
、
こ

こ
で
紹
介
し
て
お
く
。

さ
う
し
た
交
わ
り
の
中
か
ら
し
て
、
自
然
に
落
葉
社
と
い
ふ
も
の
が
生

れ
た
。
こ
の
社
名
は
た
し
か
私
が
つ
け
た
…
…
。
落
葉
杜
は
一
つ
の
文

芸
団
体
で
あ
っ
た
。
或
い
は
寧
ろ
一
つ
の
俳
句
会
で
あ
っ
た
。
折
々
集

会
し
て
皆
が
フ
ザ
ケ
な
が
ら
俳
句
を
作
っ
て
ゐ
た
。
し
か
し
必
ず
し
も

そ
れ
が
主
眼
で
は
な
か
っ
た
。
茶
を
飲
み
、
酒
を
飲
み
、
飯
を
食
ひ
、

雑
談
し
て
相
親
し
む
、
そ
の
方
が
寧
ろ
主
眼
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
一
つ

の
友
人
団
体
で
あ
り
、
社
交
倶
楽
部
で
あ
っ
た
。
私
は
何
か
そ
う
し
た
、

団
体
ら
し
い
も
の
ゝ
一
部
分
と
し
て
生
活
す
る
時
、
い
つ
も
非
常
な
愉

快
と
満
足
を
感
じ
た
。
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続
い
て
、
落
葉
社
の
人
々
と
し
て
「
永
洲
、
天
涯
の
外
」
と
し
て
、
蹴
月
、
加
藤
米
司
（
眠
柳
）（『
め
ざ
ま
し
』
記
者
）、
堀

成
之
（
紫
山
）（『
読
売
』）、
関
如
来
、
筒
井
年
峰
、
欠
伸
（
堺
の
実
兄
）
と
、
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
蹴
月
、
眠
柳
、

紫
山
は
、
杉
田
の
『
鎌
倉
日
誌
』
中
の
俳
句
会
（
明
治
三
十
一
年
六
月―

後
述
）
に
登
場
し
て
い
る
（
欠
伸
は
明
治
三
十
年

没
）。こ

の
後
、
堺
に
縁
談
が
も
ち
あ
が
り
、
そ
れ
を
喜
ん
で
く
れ
た
父
の
死
（
明
治
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日
）
と
、
堺
の
結
婚
の

記
述
が
あ
る
。
葬
儀
も
結
婚
も
、
落
葉
社
の
仲
間
た
ち
に
支
え
ら
れ
て
で
き
た
こ
と
だ
っ
た
と
、
堺
は
回
想
し
て
い
る
。

父
の
葬
式
が
落
葉
社
の
葬
式
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
結
婚
式
は
落
葉
社
の
結
婚
式
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
私
は
、
忽

然
と
し
て
、
生
れ
か
は
っ
た
様
な
幸
福
の
人
と
な
っ
た
。

こ
こ
か
ら
す
る
と
、
堺
の
上
京
が
二
十
八
年
九
月
で
あ
る
か
ら
、
落
葉
社
の
発
足
は
そ
れ
以
降
、
二
十
九
年
二
月
ま
で
の
間
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
正
岡
子
規
が
子
規
庵
で
句
会
を
始
め
た
の
は
二
十
九
年
一
月
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
創
刊
は
三
十

年
で
あ
る
。

や
が
て
、
堺
に
『
福
岡
日
日
新
聞
』
へ
の
誘
い
が
、
滞
京
中
の
同
社
社
長
か
ら
か
か
る
。
堺
は
こ
の
こ
ろ
無
職
で
、
単
発
の
寄

稿
を
読
売
新
聞
に
す
る
程
度
の
こ
と
し
か
な
く
、
経
済
的
に
も
困
っ
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
、
東
京
を
去
り
が
た
い
と
こ
ろ

も
あ
っ
た
の
だ
が
、
行
く
決
心
を
す
る
。
新
婚
旅
行
と
い
う
気
分
も
あ
っ
た
と
い
う
（
明
治
二
十
九
年
五
月
、
福
岡
日
日
新
聞
入

社
）。
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…
…
東
京
を
離
れ
た
く
な
か
っ
た
の
だ
が
、
然
し
又
一
面
に
は
、
こ
の
自
然
の
新
婚
旅
行
に
対
す
る
興
味
も
あ
っ
た
。
落
葉

社
の
人
々
は
又
集
っ
て
私
の
行
を
壮
に
し
て
く
れ
た
。
例
の
寄
せ
書
の
第
一
に
、
永
洲
が
「
蜜
月
行
」
の
三
字
を
大
書
し
た
。

永
洲
の
書
は
流
麗
で
あ
っ
た
。

ま
あ
く
る
く
る
と
よ
く
動
く
も
の
だ
と
感
心
す
る
（
む
し
ろ
呆
れ
る
）
の
だ
が
、
翌
年
明
治
三
十
年
、
福
岡
日
日
新
聞
を
退

社
し
、
再
度
上
京
し
、
毛
利
家
編
輯
所
に
て
、
防
長
回
天
史
編
輯
に
携
わ
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
引
用
で
、「
弟
」
と
は
堺
自
身

の
こ
と
で
あ
り
、「
兄
」
は
本
吉
欠
伸
。
欠
伸
に
つ
い
て
は
「
一
八
六
五
（
慶
応
元
年
一
月
）
～
一
八
九
七
年
八
月
十
日
（
明
治

三
十
年
。
本
名
は
乙
槌
（
オ
ト
ヅ
チ
）、
旧
姓
は
堺
、
別
号
は
欠
伸
居
士
・
桃
南
子
・
あ
く
び
。
晩
年
は
放
縦
な
生
活
に
よ
り
本

吉
家
と
断
絶
、
堺
姓
に
復
す
る
堺
利
彦
の
実
兄
。
貧
困
と
結
核
で
死
に
い
た
る
」
と
い
う
説
明
が
見
出
さ
れ
る
。
堺
は
、
実
兄
欠

伸
が
結
核
で
喀
血
し
た
と
い
う
便
り
を
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
帰
京
を
急
い
だ
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
弟
は
急
に
、
高
輪
の
大
木
戸
の
外
の
、
少
し
広
い
家
に
引
越
し
た
。
家
賃
は
七
円
で
少
し
高
い
が
、
そ
ん
な
こ
と

に
構
っ
て
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
兄
を
そ
こ
に
連
れ
て
来
た
。「
今
日
は
二
人
で
歌
で
も
よ
ま
う
か
」
な
ど
ゝ
、
弟
は

態
と
平
気
ら
し
く
、
兄
の
枕
元
に
坐
っ
た
り
し
た
。「
ウ
ン
よ
か
ら
う
」
な
ど
と
、
欠
伸
も
云
っ
た
り
し
た
。

そ
れ
か
ら
二
、三
日
た
っ
た
或
る
日
、
弟
は
十
銭
の
金
も
な
く
な
っ
て
、
麻
布
市
兵
衛
町
の
永
島
永
洲
君
の
処
に
幾
ら
か
借

り
に
行
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
で
に
永
洲
君
と
碁
を
打
っ
て
ゐ
る
と
、
宅
か
ら
迎
え
の
人
が
来
た
。
兄
が
い
よ
い
よ
悪
い
と

云
う
。
大
急
ぎ
で
帰
っ
て
見
る
と
、
も
う
駄
目
だ
っ
た
。
疾
が
喉
に
か
ら
ま
っ
て
、
何
の
事
も
な
く
息
が
絶
え
た
と
云
う
の

だ
っ
た
。
い
つ
も
碁
が
い
け
な
い
。
年
三
十
三
。
白
金
三
光
町
重
秀
寺
に
埋
葬
。
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こ
れ
は
明
治
三
十
年
八
月
の
こ
と
。
そ
の
後
、
自
伝
は
毛
利
家
編
輯
所
で
の
仕
事
の
話
や
、
そ
れ
に
関
係
す
る
交
友
関
係
の
こ

と
、
そ
の
間
の
長
子
不
二
彦
の
誕
生
と
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
の
事
故
な
ど
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
部
分
で
は
、
永
島
も
杉

田
も
登
場
し
な
い
。
彼
ら
が
次
に
登
場
す
る
の
は
、
三
十
二
年
一
月
の
日
記
の
抜
書
き
部
分
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
私
の
当
初
の
目
論
見
か
ら
は
困
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
杉
田
の
『
鎌
倉
日
誌
』
は
明
治
三
十
一
年

の
六
月
か
ら
九
月
の
間
の
日
記
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
と
照
合
し
よ
う
と
し
た
堺
の
側
の
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
照
合
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
年
代
を
追
っ
て
み
て
き
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
堺
の
側
の
記
録
か
ら
離

れ
て
、
杉
田
が
遺
し
た
記
録
に
向
か
お
う
。

三　

杉
田
藤
太　

明
治
三
十
一
年
六
月
～
九
月　

―

『
鎌
倉
日
誌
』

日
記
の
ま
え
が
き
に
あ
た
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
言
及
し
た
。
こ
こ
で
は
日
記
の
書
き
始
め
の
部
分
を
し
ば
ら
く
読
ん

で
み
よ
う
。

　

鎌
倉
ニ
来
ル　

明
治
三
十
一
年
六
月
八
日
午
前
十
一
時
二
十
五
分
新
橋
發
横
須
賀
直
行
ノ
滊
車
ニ
テ
／

鎌
倉
ニ
来
ル
、
同
行
ハ
年
峰
筒
井
勇
造
也
、
彼
レ
／
画
ニ
依
ッ
テ
衣
食
ス
、
資
性
温
和
、
人
ニ
對
シ
テ
極
／

メ
テ
親
切
也
、
此
行
全
ク
余
ノ
途
中
急
變
ア
ラ
ン
ヲ
／
慮
リ
、
其
一
日
ノ
業
ヲ
麝
廢
シ
テ　

余
ニ
附
随
セ
ル
也
、

　

是
／
レ
ヨ
リ
前
一
日　

余
朝
報
社
ニ
ア
リ
、
編
輯
局
裡
諸
人
の
／
齷
齪
タ
ル
ヲ
見
、
頗
ル
感
慨
ア
リ
、
又
下
っ
て
會
計
／

局
ニ
来
リ
、
高
橋
桂
三
郎
ト
對
話
ス
、

時
ニ
偶
々
咳
／
嗽
ヲ
發
シ　

續
イ
テ
血
ヲ
吐
ク
、
量
二
合
前
後
ナ
ル
ベ
シ
／
余
以
為
ラ
ク
、
余
今
夕
ヲ
以
テ
逝
ク
ベ
シ
ト　
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乃
チ
木
／
原
ニ
命
シ
奉
書
ヲ
購
ヒ
来
ラ
シ
ム　

是
レ
余
ガ
余
ノ
／
両
親
ト
余
ガ
恩
人
黒
岩
周
六
ト　

並
ニ
余
ガ
親
交
／
ノ
友

人
ト
ニ
告
別
ノ
辞
ヲ
書
セ
ン
ガ
為
メ
ナ
リ
キ
、

然
ル
／
ニ
木
原
空
手
シ
テ
歸
ル　

曰
ク
紙
ハ
ア
リ
マ
セ
ン
、
吁
是
／
レ
何
ノ
事
ゾ
ヤ
、
然
レ
ド
モ
余
ガ
命
未
ダ
尽
キ
ズ
／

暫
ク
シ
テ
會
計
局
事
務
ヲ
了
ル
、
乃
チ
高
橋
桂
三
郎
／
雨
森
友
篤
、
吉
村
冨
松
の
三
子
ト
相
携
ヘ
テ
徒
歩
／
歸
途
ニ
就
ク
／

こ
れ
が
最
初
の
喀
血
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
杉
田
は
鎌
倉
に
出
発
し
た
日
の
前
日
（
六
月
七
日
）、
萬
朝
報
社
に
い
て
、

編
集
局
で
同
僚
と
働
き
、
階
下
の
会
計
局
で
仕
事
中
の
人
々
と
対
話
し
て
い
る
時
に
、
喀
血
し
た
。
二
合
ば
か
り
と
い
う
か
ら
大

量
と
い
え
よ
う
、
杉
田
は
自
ら
の
死
を
覚
悟
し
、
遺
書
を
残
そ
う
と
す
る
が
果
た
さ
ず
、
喀
血
も
治
ま
っ
た
の
で
（「
然
レ
ド
モ

余
ガ
命
未
ダ
尽
キ
ズ
」）、
会
計
係
の
人
々
（
文
脈
か
ら
し
て
、
そ
う
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
）
と
一
緒
に
退
社
し
て
、
帰
途
に
つ

い
た
。

自
ら
の
喀
血
に
臨
ん
で
、「
今
日
も
う
す
ぐ
死
ぬ
な
」
と
覚
悟
し
た
。
大
量
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
う
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の

覚
悟
の
仕
方
を
ど
う
読
む
べ
き
だ
ろ
う
か
。
た
ん
た
ん
と
書
い
て
い
る
（
後
か
ら
振
り
返
っ
て
書
い
て
い
る
わ
け
だ
が
）
と
こ
ろ

か
ら
は
、
自
分
の
う
ち
で
は
喀
血
し
つ
つ
、
あ
わ
て
た
り
、
動
揺
し
た
り
せ
ず
に
、
冷
静
に
自
ら
の
死
を
予
期
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
右
の
引
用
に
続
い
て
、
こ
の
あ
と
、
同
行
者
と
次
々
に
別
れ
、
独
り
で
し
ば
ら
く
歩
く
様
子
が
記
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に

徒
歩
で
あ
る
く
自
分
に
つ
い
て
の
観
察
が
次
の
よ
う
に
書
き
続
け
ら
れ
る
。

余
／
ノ
車
ニ
乗
ル
ヲ
以
テ
有
名
ナ
ル
ニ
似
ズ
、
咯
血
後
ノ
／
身
ヲ
以
テ
十
町
餘
ヲ
徒
歩
ス
、
寧
ロ
無
謀
ナ
ル
／
ナ
カ
ラ
ン
ヤ

　

他
ナ
シ
是
レ
暫
時
ノ
名
残
リ
ヲ
ソ
レ
と
／
な
く
惜
メ
ル
ナ
リ 12
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そ
し
て
車
を
ひ
ろ
っ
て
、
知
人
宅
を
訪
問
し
た
後
、
永
島
宅
へ
帰
宅

す
る
（
図
6
）。

黄
昏
、
牛
山
、
永
島
ノ
二
子
歸
宅
、
余
ガ
病
ヲ
／
訪
フ
、

余
笑
ッ
テ
曰
ク　

余
今
日
ニ
シ
テ
始
メ
テ
生
死
／
岸
頭
ニ
大
自
在

ヲ
得
タ
リ
ト

而
シ
テ
敢
テ
其
ノ
／
他
ヲ
言
ハ
ズ　

是
レ
二
子
ガ
余
ガ
咯
血
云
々

ノ
事
ヲ
／
聴
カ
バ　

余
ガ
為
メ
ニ
憂
慮
、
余
ガ
為
メ
ニ
暛
嘆
／
施

イ
テ
彼
等
ノ
病
身
ヲ
害
ス
ル
ヲ
憂
ヘ
タ
レ
バ
／
也
、
／

余
ハ
夜
ニ
入
ッ
テ
告
辞
ヲ
草
セ
ン
ト
欲
シ
タ
リ
キ
、
夜
／
既
ニ
來

ル
、
筆
進
マ
ズ
、
茫
然
ト
シ
テ
帰
ス
ル
処
ヲ
／

知
ラ
ズ
、
大
吁
シ
テ
寢
ニ
就
ク
、
牛
山
氏
余
ガ
傍
ニ
臥
ス
／

図 6　『鎌倉日誌』

そ
の
日
の
夜
、
帰
宅
し
た
永
島
、
牛
山
（
妻
小
千
代
の
兄
で
は
な
い
か
と
思
う 13
）
に
、
具
合
は
ど
う
だ
と
聞
か
れ
、
喀
血
の
こ

と
を
話
す
と
大
変
心
配
す
る
だ
ろ
う
と
慮
り
、
そ
の
こ
と
は
伏
せ
て
、『
無
門
関
』「
趙
州
狗
子
」
か
ら
、
有
名
な
「
於
生
死
岸
頭
、

得
大
自
在
」
を
引
い
て
、
自
ら
の
心
境
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
禅
問
答
の
文
言
自
体
の
解
釈
は
素
人
の
私
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は

な
い
が
、
杉
田
自
身
と
し
て
は
、
生
死
の
境
に
自
ら
立
っ
た
と
状
況
を
認
識
し
て
お
り
、
そ
こ
で
生
死
を
超
え
た
心
境
に
な
っ
た

こ
と
を
、
無
を
把
握
す
る
悟
り
に
擬
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
永
島
ら
に
は
、
生
の
側
に
な
お
立
っ
て
い
る
と
し
て
も
死
に

直
面
し
た
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
つ
つ
、
そ
こ
で
生
に
執
着
す
る
と
か
、
死
を
恐
れ
る
と
い
っ
た
心
の
動
揺
は
な
く
、
む
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し
ろ
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
自
由
な
心
境
に
な
っ
た
と
報
告
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
今
日
に
し
て
始
め
て
」
と
い

う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
は
、
そ
う
い
う
心
境
に
な
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

喀
血
に
よ
り
、
自
ら
の
死
を
直
前
に
意
識
す
る
事
態
を
、
杉
田
は
今
後
も
経
験
す
る
の
だ
が
、
こ
の
時
の
、「
生
死
岸
頭
に
於

い
て
大
自
在
を
得
」
と
い
う
思
い
を
繰
り
返
し
、
強
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

快
眠
、
翌
ク
レ
バ
八
日
也
、
体
力
頗
る
滅
却
ス
ト
雖
モ
／
精
神
ハ
ソ
レ
程
ナ
ラ
ズ
、
一
椀
の
米
飯
ヲ
喫
シ
テ
朝
／

餐
ヲ
辛
ウ
ジ
テ
了
リ
、
命
ノ
猶
ホ
尽
キ
ザ
ル
ヲ
奇
／
ト
シ　

急
ニ
鎌
倉
行
ヲ
企
ツ

一
夜
明
け
て
、
身
体
は
相
当
弱
っ
て
い
る
が
、
精
神
は
ま
あ
し
っ
か
り
し
て
い
る
と
自
ら
を
評
価
し
、
い
の
ち
が
な
お
あ
る
こ

と
を
「
奇
と
し
て
」、
鎌
倉
に
行
こ
う
と
思
い
立
つ
の
で
あ
る
。
以
下
、
引
用
し
な
い
が
、
友
人
の
年
峰
が
、
以
前
に
長
谷
寺
で
、

や
は
り
療
養
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
寺
僧
と
昵
懇
な
の
で
、
鎌
倉
に
連
れ
て
行
っ
て
欲
し
い
と
頼
み
、
日
誌
本
文
の
冒
頭
で
の

年
峰
が
付
き
添
っ
て
の
旅
と
な
っ
た
。

午
後
二
時
に
鎌
倉
に
着
き
、
人
力
車
に
乗
っ
て
長
谷
寺
に
向
か
う
。「
極
メ
テ
清
雅
ナ
ル
」
寺
で
、
申
し
出
る
と
簡
単
に
十
畳

二
間
、
二
階
の
部
屋
を
貸
し
て
く
れ
た
。
そ
の
部
屋
に
つ
い
て
は
、

玻
璃
ノ
窓
、
西
北
ノ
山
ヲ
室
ノ
内
に
移
シ
テ　

嵐
影
／
山
光　

人
為
メ
ニ
緑
ナ
ラ
ン
ト
ス

聞
ク
是
レ
昨
冬
、
秋
山
／
外
務
参
事
官
が
其
ノ
創
ヲ
養
ヒ
シ
処
ト
／

次
々
人
が
療
養
の
た
め
滞
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
当
時
は
寺
が
転
地
療
養
の
場
所
を
提
供
す
る
と
い
う
の
は
、
普
通
の
こ
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と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

此
ノ
日
、
年
峰
帰
京
セ
ン
ト
ス
、
強
え
て
乞
フ
テ
一
泊
／
セ
シ
ム
、
急
ニ
一
人
寢
ノ
寂
寥
ヲ
感
ズ
レ
バ
也
／

死
ス
ト
覚
悟
セ
ル
身
ノ
何
ノ
寂
寥
ゾ
、
思
ヘ
バ
お
／
か
し
き
限
リ
ナ
リ
／

九
日　

年
峰
歸
ル
、
岑
寂
也
、
氣
分
又
／
悪
シ
ク
、
寢
タ
リ
起
タ
リ

ど
う
も
こ
の
人
は
寂
し
が
り
屋
で
あ
る
よ
う
だ
。
後
に
も
っ
と
悪
く
な
っ
て
か
ら
の
様
子
を
堺
の
日
記
か
ら
見
る
こ
と
に
な
る

が
、
人
を
な
か
な
か
放
さ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
こ
の
あ
た
り
で
も
う
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
自
分
で
も
、「
死
を
覚
悟
し
た
人

間
が
、
寂
し
い
な
ど
と
は
お
か
し
い
の
だ
け
ど
」
と
自
覚
し
て
い
る
。

寝
た
り
起
き
た
り
で
三
、
四
日
過
ご
し
た
後
、
杉
田
は
「
諸
同
人
ニ
向
ッ
テ
書
戦
ヲ
挑
ム
」
と
し
て
、
堺
の
伝
記
に
で
て
き
た

落
葉
社
同
人
た
ち
と
手
紙
で
俳
句
と
そ
の
評
の
や
り
と
り
を
始
め
る
。「
最
モ
善
ク
應
戦
セ
ル
ハ
永
洲
、
枯
川
ノ
二
子
ナ
リ
」
と

い
う
こ
と
で
、
や
は
り
親
友
は
杉
田
の
無
聊
を
い
く
ら
か
で
も
慰
め
よ
う
と
、
忙
し
い
合
間
に
手
紙
を
返
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

誰
か
の
家
に
で
も
集
っ
て
や
れ
ば
半
日
の
と
こ
ろ
、
手
紙
の
や
り
と
り
に
よ
る
の
で
、「
此
ノ
戦
ハ
六
月
ノ
後
半
ヲ
賑
ハ
シ
メ
タ

リ
」
と
、
長
く
か
か
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
落
葉
社
の
俳
句
の
や
り
と
り
が
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
か
を
知
る
の
に
よ
い
資
料
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
後
学
の
た
め
に
こ
こ
で
い
さ
さ
か
立
ち
入
っ
て
お
く
。
杉
田
が
、「
落
葉
吟
社
ノ
諸
同
人
」
に
送
っ

た
俳
句
と
、
帰
っ
て
き
た
評
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
（
図
7
）。

　

夏
痩
ヲ
知
ラ
ズ
ニ
過
ギ
シ
昔
シ
哉
／

永
洲
曰
ク　

天
涯
兄
ノ
作
ト
シ
テ　

感
慨
言
外
ニ
在
ル
ヲ
見
ル
／
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犬
王
曰
ク　

弟
此
什
ヲ
喜
ブ　

調
高
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
又
曰
、
弟
亦
／
有
此
嘆
／

蹴
月
曰
ク　

凡
句
也
／

紫
山
曰
、
句
ト
シ
テ
ハ
未
ダ
シ
「
子
規
吾
モ
血
ニ
啼
ク
夕
カ
ナ
」
／
ノ
方
優
レ
リ

　

大
佛
ノ
頭
ニ
蟻
ノ
上
ル
カ
ナ
／

永
洲
曰
ク　

句
作
悪
シ
カ
ラ
ズ　

然
レ
ド
モ
偶
然
ノ
景
少
シ
ク
／
趣
味
ヲ
欠
ク

図 7　『鎌倉日誌』

犬
王
曰　

皮
裡
陽
秋
／

蹴
月
曰
く　

天
涯
の
病
眼
サ
テ
モ
確
カ
ナ
ル
事
カ
ナ
／

紫
山
曰
、
無
論
駄
句
タ
ル
ヲ
免
レ
ズ　

然
レ
ド
モ
尚
天
涯
／
ヲ
認
ム

ル
所
ア
リ

　

五
月
雨
に
銀
杏
は
雫
多
か
り
き
／

永
洲
曰
、
此
句
ヲ
推
シ
テ
白
眉
ト
ス
／

犬
王
曰
、
雫
字
太
タ
〔
ク
？
〕
力
ア
ル
ヲ
覚
フ
／

蹴
月
曰
ク　

諸
兄
ト
同
感
着
想
句
調
共
に
無
缺
ナ
リ　

眠
柳
／
秋
雨

ノ
論
ハ
非
ナ
ル
ベ
シ

紫
云
、
鎌
倉
客
中
ノ
景　

陰
約
ト
シ
テ
現
ハ
ル
／

　

若
竹
の
馬
鹿
ら
し
き
程
延
び
た
る
よ
／
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永
洲
曰
、
馬
鹿
ら
し
き
程
の
七
文
字
巧
緻　

余
常
に
窓
前
の
／
竹
林
に
観
て　

遂
に
未
だ
此
景
を
道
破
す
る
能
は
ざ
り
し
は

慚
愧
／

犬
王
曰
、
如
観
／

蹴
月
曰
く
、
面
白
き
句
之
天
涯
の
句
な
る
が
故
に
一
入
面
白
し
、
／

紫
曰
、
壓
巻
の
作
、
永
洲
が
巧
緻
の
評
は
違
へ
り
、
後
に
傳
／
ふ
べ
し

　
手
紙
句
会
の
記
録
は
未
だ
二
頁
半
ほ
ど
続
く
が
、
筆
写
は
こ
の
辺
に
し
て
お
く
。
こ
の
仲
間
の
合
評
の
様
子
が
な
か
な
か
お
も

し
ろ
い
。
な
お
、
こ
の
日
記
は
、
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
で
あ
っ
た
の
が
（
と
き
ど
き
平
仮
名
も
交
じ
っ
た
が
）、
右
の
「
五
月
雨

に
」
を
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
に
し
、
次
の
「
若
竹
の
」
か
ら
は
全
文
が
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
に
な
っ
て
、
以
降
最
後
ま
で
ほ
ぼ
こ

れ
を
通
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
所
々
片
仮
名
交
じ
り
に
戻
る
こ
と
も
あ
る
）。
ど
う
い
う
心
境
の
変
化
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い

は
、
な
に
か
ど
ち
ら
に
す
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
興
味
深
い
。

不
思
議
な
の
は
、
枯
川
が
登
場
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
最
も
善
く
応
戦
し
た
の
は
永
洲
と
枯
川
の
二
人
で
あ
っ
た
」
と
書
い

て
い
る
の
に
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
評
者
の
二
番
目
に
出
て
く
る
「
犬
王
」
と
い
う
の
が
分
ら
な
い
。
他
は
堺
の
自
伝
や
日
記
に

も
出
て
き
て
お
り
、
い
ち
い
ち
説
明
は
し
な
い
が
、
素
性
が
分
っ
て
い
る
。
が
、
犬
王
は
他
に
は
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
永
洲

と
枯
川
が
最
も
よ
く
応
戦
し
た
と
い
う
か
ら
に
は
、
永
洲
と
並
ん
で
い
る
犬
王
と
い
う
の
は
、
枯
川
の
別
号
か
も
知
れ
な
い
。
犬

王
は
天
涯
に
対
し
自
ら
を
「
弟
」
と
称
し
て
い
る
が
、
自
分
の
ほ
う
が
年
長
で
あ
っ
て
も
、
相
手
を
「
天
涯
兄
」
と
呼
ぶ
の
が
お

か
し
く
な
け
れ
ば
（
実
際
、
永
洲
は
そ
う
呼
ん
で
い
る
）、
自
ら
を
卑
下
し
て
「
弟
」
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
他
の
可
能
性

と
い
え
ば
、
思
い
当
た
る
の
は
、
堺
の
自
伝
に
で
て
く
る
落
葉
社
の
同
人
で
こ
こ
に
見
当
た
ら
な
い
の
は
関
如
来
（
新
聞
記
者
）、

筒
井
年
峰
（
画
家
）
で
あ
る
。
後
者
は
、『
鎌
倉
日
誌
』
に
は
こ
の
名
前
で
度
々
登
場
す
る
。
関
如
来
は
本
名
厳
二
郎
、
別
号
に
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履
長
・
自
然
庵
と
い
う
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
鎌
倉
日
誌
に
は
登
場
し
な
い
。
こ
う
み
て
く
る
と
、
犬
王
は
枯
川

か
な
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
い
つ
も
「
枯
川
」
と
呼
ん
で
い
る
人
を
、
こ
こ
だ
け
「
犬
王
」
と
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

次
に
、
右
引
用
中
で
紫
山
が
言
及
し
て
い
る
「
子
規
吾
モ
血
ニ
啼
ク
夕
カ
ナ
」
は
、
本
日
誌
の
少
し
後
の
ほ
う
で
、
永
洲
が
七

月
二
日
の
時
事
新
報
を
送
っ
て
き
た
と
い
う
件
で
登
場
す
る
。
そ
の
紙
上
の
「
蓮
池
日
抄
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
杉
田
の
こ
の
句

を
含
む
数
句
が
載
っ
た
の
で
あ
る
。
子
規
（
ほ
と
と
ぎ
す
）
が
登
場
す
る
の
は
、
次
の
二
句
で
あ
る
。

子
規　

吾
焉
ん
か　

歸
ら
ん
欤　
（
ほ
と
と
ぎ
す　

わ
れ
い
ず
く
ん
か　

か
え
ら
ん
か
／
や
）

子
規　

吾
も
血
に
な
く
ゆ
ふ
へ
哉　

（
ほ
と
と
ぎ
す　

わ
れ
も
血
に
な
く　

夕
べ
か
な
）

正
岡
子
規
は
、
子
規
（
ほ
と
と
ぎ
す
）
は
啼
い
て
血
を
吐
く
（
口
の
中
が
赤
い
の
で
そ
う
見
え
る
）
と
い
う
こ
と
か
ら
、
喀
血

し
た
自
分
の
号
を
こ
れ
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
杉
田
が
す
で
に
正
岡
子
規
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
は
っ
き
り
し
な

い
。
し
か
し
、「
吾
も
血
に
な
く
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
同
じ
病
の
先
輩
を
意
識
し
て
い
た
と
み
る
の
が
蓋
然
性
が
高
い
。
だ
か

ら
、
俳
句
と
し
て
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス　

吾
も
血
に
啼
く
」
と
読
む
の
だ
が
、
意
味
は
「（
正
岡
）
子
規
よ
、
私
も
血
に
泣
い
て
い

る
よ
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
と
な
る
と
、
一
句
目
は
、
故
郷
に
帰
っ
て
句
会
を
し
て
い
る
子
規
に
対
し
て
、「
私
は
ど
こ

に
帰
っ
た
ら
い
い
だ
ろ
う
な
あ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
杉
田
は
故
郷
の
小
山
（
な
い
し
上
三
川

村
）
に
帰
っ
て
も
、
落
葉
社
の
よ
う
な
句
会
の
交
遊
は
望
め
な
い
の
で
あ
る
。

落
葉
社
の
面
々
が
子
規
を
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
堺
利
彦
の
萬
朝
報
に
載
せ
た
評
論
か
ら
も
推
定
で
き
る
。
ま
ず
、
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「
故
杉
田
藤
太
君
を
懐
ふ
」
と
題
し
た
記
事
か
ら
数
日
後
の
明
治
三
十
二
年
十
二
月
八
日
号
で
「
文
学
雑
観
」
と
題
し
た
文
の
中

で
、
次
の
よ
う
に
子
規
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
は
實
に
趣
味
深
き
雑
誌
也
。
子
規
氏
病
臥
数
年
、
而
も
こ
の
間
此
大
事
業
あ
り
、
多
と
す
べ
き
也
。
…
…

全
国
の
支
社
支
部
を
糾
合
し
て
機
関
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
を
発
刊
し
、
已
に
第
三
巻
に
及
び
、
其
一
流
の
趣
味
を
到
る
處
に
伝

播
す
、
俳
諧
史
に
お
け
る
子
規
氏
は
蓋
最
大
な
る
人
物
の
一
也
…
…

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
今
問
題
に
し
て
い
る
時
期
明
治
三
十
一
年
七
月
よ
り
一
年
半
後
の
言
及
で
あ
る
か
ら
、
杉
田
が
例
の
句
を

作
っ
た
時
点
で
子
規
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
の
証
拠
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
堺
は
、
さ
ら
に
後
に
次
の
よ
う
に
も
言
う
（
萬

朝
報　

明
治
三
十
五
年
七
月
三
〇
日
号
「
肺
病
に
罹
り
た
る
友
人
に
與
ふ
る
書
（
下
）」）。

僕
又
現
に
正
岡
子
規
氏
が
死
に
垂

な
ん
な
ん

と
す
る
こ
と
已
に
数
年
に
し
て
、
猶
能
く
文
学
の
為
に
盡
す
を
見
る
。
君
も
亦
曾
て

「
日
本
」
あ
る
い
は
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
の
紙
上
に
於
て
、
如
何
に
子
規
氏
が
其
事
業
に
忠
な
る
か
を
見
た
事
あ
ら
ん
。
氏
が

如
き
は
實
に
一
日
存
す
れ
ば
一
日
の
重
き
を
為
す
者
と
云
う
べ
し
。
君
何
ぞ
発
憤
せ
ざ
る
や
。

つ
ま
り
、
堺
は
子
規
が
新
聞
『
日
本
』
紙
上
で
の
活
躍
（
明
治
二
十
五
年
入
社
か
ら
二
十
八
年
六
月
頃
、
日
清
戦
争
従
軍
か
ら

帰
国
す
る
途
中
で
喀
血
し
て
重
態
に
陥
る
ま
で
）
も
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
状
況
証
拠
は
、
杉
田
も
ま
た
、

少
な
く
と
も
正
岡
子
規
お
よ
び
そ
の
号
の
由
来
く
ら
い
は
知
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
同
じ
新
聞
記
者
で
あ
れ
ば
な
お

さ
ら
で
あ
る
。
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子
規
の
最
初
の
喀
血
は
明
治
二
十
二
年
五
月
。
そ
れ
か
ら
明
治
三
十
五
年
九
月
ま
で
十
三
年
間
の
闘
病
生
活
が
あ
っ
た
（
享
年

三
十
四
）。
杉
田
の
発
病
は
三
十
一
年
と
思
わ
れ
、
三
十
二
年
十
一
月
末
ま
で
、
短
い
人
生
を
駆
け
抜
け
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
ま
と
ま
っ
た
記
録
は
こ
の
手
紙
句
会
で
あ
り
、
そ
の
後
は
い
ろ
い
ろ
な
人
が
見
舞
に
訪
れ
、
応
対
し
た
様
子
や
、
手
紙

の
や
り
と
り
の
様
子
な
ど
、
毎
日
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
つ
づ
ら
れ
て
い
く
。
中
に
は
、
永
島
今
四
郎
お
よ
び
妻
小
千
代
へ
の
感
謝
の

辞
が
、
そ
の
交
友
の
履
歴
を
ふ
り
か
え
り
つ
つ
縷
々
書
か
れ
て
い
る
部
分
（
五
頁
に
亙
っ
て
お
り
、
堺
の
永
島
評
と
異
口
同
音
の

も
の
で
あ
る
が
、
世
話
に
な
っ
た
側
と
し
て
の
思
い
が
よ
り
強
い
）
も
含
ま
れ
る
。
堺
利
彦
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
て
書
い
た
と
い

う
部
分
は
な
い
が
、
折
に
ふ
れ
、
交
流
の
記
録
に
登
場
す
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
日
記
が
突
然
終
る
の
だ
が
、
そ
の
最
後
の
件
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

食
後
枯
川
に
『
長
州
史
編
纂
の
由
来
』
を
書
け
と
進
言
せ
る
手
紙
を
書
く

す
で
に
堺
の
自
伝
で
こ
の
時
期
の
堺
は
、
長
州
史
編
纂
を
本
務
と
し
て
い
た
こ
と
を
見
た
。
そ
し
て
、
堺
の
自
伝
は
こ
の
頃
の

こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
務
周
辺
の
こ
と
を
中
心
に
書
い
て
い
る
の
で
、
杉
田
や
永
島
に
つ
い
て
の
情
報
は
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。

鎌
倉
日
記
を
読
む
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
手
紙
に
よ
る
句
会
よ
り
二
月
ほ
ど
た
っ
て
起
き
た
大
喀
血
の
件
を
紹
介

す
る
。
そ
れ
は
八
月
十
三
日
の
深
夜
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
図
8
）。

…
…
床
に
入
り
し
に　

夜
の
事
と
て
時
は
分
ら
ざ
れ
ど
／
も　

一
睡
の
後
な
れ
ば
午
前
の
三
時
頃
／
と
覚
え
た
り　

咳
嗽
は
不
意
に
起
り
て
／
頻
發
益
々
甚
し　

而
し
て
咽
喉
の
具
／
合
を
考
ふ
る
に　

ヅ
ウ
ヅ
ウ
と
て
咯
血
を
／
催
す
も
の
ゝ
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如
し　

乃
ち
残
燈
を
掻
起
／
し
て　

新
聞
紙
を
展
べ　

之
に
向
っ
て

口
中
／
の
液
体
を
吐
け
ば　

累
々
と
し
て
出
で
来
る
も
の
／
は　

果

然
暗
黒
色
の
血
塊
な
り　

一
吐
一
咳
／
須
臾
に
し
て
事
了
る

胸
間
の
悪
血
吐
き
／
尽
し
て　

精
神
頗
ル
爽
や
か
也　

然
れ
ど
も
／

思
へ
ら
く　

咯
血
わ
れ
に
於
て
驚
く
に
足
／
ら
ず
と
雖
も　

近
来
の

衰
弱
に
至
っ
て
は
／
甚
だ
憂
ふ
べ
き
も
の
あ
り
、
固
よ
り
死
す
／
る

我
身
は
天
命
と
て
致
し
方
も
な
け
れ
ど
／
も　

侭
に
し
て
わ
れ
逝
か

ば　

寺
僧
の
死
体
／
取
片
附
に
困
難
す
る
な
ら
ん
と
思
ひ

万
／
一
の
時　

電
報
を
發
す
べ
き
人
名
を
／
羅
記
せ
る
も
の
一
通
を

此
の
時
認
め
ぬ
、
／

時
に
観
音
堂
の
堂
守
な
る
二
三
の
雛
／
僧
は
既
に
夢
に
入
っ
て　

常

夜
の
燈
独
り
／
佛
前
に
明
滅
す　

窓
外
は
雨
淋
鈴
と
／
し
て　

四
邊
一
体
に
寂
寞
た
り　

わ
れ
は
／
乃

図 8　『鎌倉日誌』

ち
紙
を
探
り　

蝋
燭
を
採
り　

観
音
／
菩
薩
の
前
に

遺
書
と
も
見
る
べ
き
一
通
／
を
書
け
る
也　

此
の
時
の
わ
れ
は
口
裏
一
／
一
塵
な
く　

皎
々
察
々
と
し
て

即
身
即
／
佛
と
は
此
の
事
か
と
思
へ
り
き

先
に
検
討
し
た
、
鎌
倉
行
を
思
い
立
っ
た
大
量
喀
血
の
時
に
も
、「
生
死
岸
頭
に
て
大
自
在
を
得
」
て
い
る
心
境
を
書
い
て
い

た
が
、
こ
こ
で
描
か
れ
る
の
も
同
様
の
心
境
で
あ
る
。
あ
の
時
に
は
、
直
近
の
死
を
覚
悟
し
て
手
紙
を
書
こ
う
と
し
て
果
た
せ
な
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か
っ
た
が
、
今
回
は
書
い
て
い
る
。
書
い
て
い
る
内
容
は
寺
僧
に
向
け
て
、
自
分
の
状
態
が
急
変
し
た
時
に
誰
に
知
ら
せ
る
か
で

あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
何
ら
か
自
ら
の
心
境
を
綴
っ
て
い
る
の
で
も
あ
ろ
う
。
書
き
な
が
ら
、

「
此
の
時
の
わ
れ
は
口
裏
一
一
塵
な
く　

皎
々
察
々
と
し
て
」
い
た
と
い
う
。
こ
こ
で
「
一
」
が
重
な
っ
て
い
る
の
は
、
行
の
最

後
に
「
一
」
と
書
き
、
次
行
の
頭
に
「
一
」
と
あ
る
の
で
、
重
ね
て
書
い
て
し
ま
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
（
そ
の
場

合
は
「
書
い
て
い
る
こ
と
と
思
っ
て
い
る
こ
と
の
間
に
は
、
ほ
ん
の
少
し
の
余
計
な
も
の
も
介
在
し
て
い
な
い
」
と
い
っ
た
意
味

と
な
ろ
う
）、
む
し
ろ
、
書
い
て
い
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
思
っ
て
い
る
こ
と
で
（
口
裏
一
）、
そ
こ
に
は
一
点
の
曇
り
も
な
か
っ
た

（
一
塵
な
く
）、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
思
い
は
「
皎
々
察
々
と
し
て
」
い
る
、
つ
ま
り
、
清

ら
か
に
澄
ん
で
い
て
（
皎
々
）、
明
る
く
て
よ
く
見
渡
せ
る
（
察
々
）
心
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
自
ら
の
心
が
よ
く
見
渡
せ
る
と
い

う
こ
と
は
、
世
界
が
よ
く
見
渡
せ
る
心
境
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
ら
の
心
の
あ
り
様
に
つ
い
て
、
杉
田
は
「
即
身
即
佛
と
は
此
の
事
か
」
と
思
っ
た
と
い
う
。
こ
の
表
現
に
は

「
即
心
即
仏
」（
心
が
す
な
わ
ち
仏
だ
）
と
「
即
身
成
仏
」（
現
身
の
ま
ま
仏
と
な
る
）
が
重
な
っ
て
い
る
と
理
解
し
た
い
。
つ
ま

り
、「
心
が
す
な
わ
ち
仏
だ
」
と
い
う
時
に
は
、
通
常
、
す
べ
て
の
も
の
に
は
仏
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
人
の
心
は
ま
さ
に
そ

の
仏
性
の
宿
る
と
こ
ろ
だ
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
悟
り
を
ひ
ら
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

皆
そ
の
ま
ま
で
仏
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
「
即
身
成
仏
」
は
、
何
ら
か
の
修
行
を
通
し
て
、
こ
の
世

に
お
い
て
現
身
の
ま
ま
仏
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
杉
田
は
こ
こ
で
、「
即
仏
」
と
書
き
、「
成
仏
」
と
は
言
っ
て
い
な
い

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
ら
が
元
々
仏
だ
っ
た
、
あ
る
い
は
自
ら
に
は
仏
性
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
死
を
覚

悟
し
た
自
ら
の
心
境
、
あ
る
い
は
、
特
に
修
養
に
努
め
た
り
、
苦
悩
を
重
ね
た
あ
げ
く
と
い
っ
た
仕
方
で
は
な
く
、
死
に
直
面
し

て
あ
っ
さ
り
と
死
を
覚
悟
「
で
き
た
」
自
ら
の
心
境
を
、
現
身
の
ま
ま
で
、
仏
の
よ
う
な
悟
り
を
ひ
ら
い
た
心
に
擬
え
て
い
る
、

と
言
え
よ
う
。
こ
の
部
分
の
現
代
語
訳
を
試
み
て
お
く
。
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こ
の
時
、
私
は
語
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
思
っ
て
い
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
は
塵
一
つ
の
汚
れ
も
な
く
、
心
は
清
ら
か
に

澄
み
き
っ
て
い
て
、
明
る
く
見
渡
せ
る
状
態
で
あ
り
、
即
身
即
佛
（
現
身
の
ま
ま
で
心
が
仏
の
状
態
で
あ
る
）
と
は
こ
う
い

う
こ
と
か
と
思
っ
た
の
だ
っ
た

杉
田
は
死
を
目
前
に
意
識
し
た
時
に
、「
あ
っ
さ
り
」
覚
悟
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
。
肺
病
（
結
核
）
だ
と
分
か
っ

て
以
来
、
病
状
は
そ
れ
な
り
に
緩
慢
に
進
ん
で
き
て
お
り
、
結
核
で
死
に
至
る
人
の
多
か
っ
た
当
時
（
そ
も
そ
も
親
友
の
堺
利
彦

は
親
と
兄
を
近
頃
次
々
と
結
核
で
亡
く
し
て
い
る
）、
肺
病
に
な
っ
た
と
自
覚
す
る
こ
と
は
、
そ
う
遠
く
な
い
未
来
の
死
を
自
覚

す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
杉
田
は
い
ず
れ
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
、
そ
の
暗
い
思
い
を
断
続
的
に
で
あ
れ
持

ち
続
け
て
き
た
。

ま
さ
し
く
『
鎌
倉
日
誌
』
冒
頭
で
、「
余
ハ
遠
カ
ラ
ズ
シ
テ
死
セ
ン
、
死
去
ノ
後
、
此
ノ
日
誌
ハ
、
永
島
今
四
郎
氏
ニ
因
ッ
テ
、

保
存
サ
レ
ン
」
と
あ
っ
た
が
（
七
月
四
日
付
）
、
日
誌
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
杉
田
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
死
後
こ
れ
を
ど
う
扱

う
か
の
手
配
を
し
て
お
く
こ
と
を
伴
う
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
七
月
四
日
と
い
え
ば
、
六
月
七
日
に
大
量
の
喀
血
を
し
て

杉
田
が
そ
の
日
の
う
ち
に
で
も
死
に
至
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
件
の
後
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
遠
か
ら
ず
し
て
死
せ
ん
」
と
い

う
思
い
は
、
以
前
よ
り
も
現
実
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
が
、
六
月
の
喀
血
以
前
に
も
、「
遠
か
ら
ず
」
と
い
う

こ
と
で
考
え
て
い
る
時
の
長
さ
に
は
違
い
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
死
の
予
感
が
な
か
っ
た
は
ず
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
思
い
の
流
れ

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
喀
血
後
に
、
そ
の
心
境
を
「
今
日
始
め
て
生
死
岸
頭
に
大
自
在
を
得
た
」
と
言
え
る
よ
う
な
覚
悟
が
で
き

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
引
き
続
き
、
今
八
月
十
三
日
の
夜
更
け
に
、
再
度
、
同
様
の
事
態
に
直
面
し
て
、
こ
の
時
は
す
ぐ
に
死
ぬ
と
は
思
っ
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
死
が
遠
く
な
い
と
は
も
ち
ろ
ん
思
い
、
そ
れ
に
向
け
て
あ
る
種
の
遺
書
を
書
く
と
い
う
作
業
に
独
り
静
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か
に
取
り
組
む
中
で
、
六
月
喀
血
時
の
心
境
の
再
現
で
も
あ
る
が
、
さ
ら
に
進
ん
で
自
ら
の
心
を
省
み
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

杉
田
が
語
る
こ
の
よ
う
な
覚
悟
を
現
代
人
は
忘
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
私
は
『
鎌
倉
日
誌
』
を
読
み
な
が
ら

思
っ
た
。
結
核
の
よ
う
に
緩
慢
に
、
し
か
し
確
実
に
身
体
が
衰
弱
し
て
い
き
、
か
つ
、
時
々
喀
血
に
よ
り
、
本
人
は
否
応
な
く
死

を
予
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
病
の
進
行
を
意
識
す
る
と
い
う
状
況
が
、
こ
の
よ
う
な
覚
悟
に
つ
な
が
る
と
い
う
要
素
は
あ
る
だ
ろ
う
。

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
若
く
し
て
死
に
至
る
と
い
う
こ
と
が
珍
し
く
な
い
時
代
、「
死
を
意
識
せ
よ
＝
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
」

と
わ
ざ
わ
ざ
言
わ
れ
な
く
て
も
、
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
知
己
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
罹
患
し
、
死
に
い
た
る
と
い
う
現
実
の
中
で
、

明
日
は
我
が
身
と
思
い
も
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
明
日
は
我
が
身
」
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
覚
悟
が
あ
っ
て
こ
そ
、
実

際
に
我
が
身
が
そ
の
よ
う
な
立
場
に
置
か
れ
た
時
の
、
杉
田
が
語
っ
て
い
る
よ
う
な
覚
悟
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
鎌
倉
日
誌
』
に
つ
い
て
考
え
る
最
後
に
、
序
論
で
提
示
し
た
、
本
日
誌
の
突
然
の
終
わ
り
方
に
つ
い
て
付
言
す
る
。
も
し
か

す
る
と
杉
田
は
日
誌
の
最
後
の
日
付
で
あ
る
明
治
三
十
一
年
九
月
二
十
八
日
直
後
に
、
再
度
大
量
の
喀
血
を
し
て
、
日
記
を
つ
け

る
力
も
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
日
誌
の
最
後
の
ほ
う
で
は
、
杉
田
に
は
僧
が
看
病
の
た
め
に
付
き
添
う
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
衰
弱
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
墓
碑
に
よ
る
と
、
鎌
倉
か
ら
帰
っ
て
入
院
し
、
つ

い
に
死
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る―

「
養
痾
於
鎌
倉
歸
入
某
病
院
竟
不
起
」。
次
章
で
見
る
よ
う
に
、
翌
年
三
月
に
は
杉
田
は
入

院
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
九
月
末
以
降
、
翌
年
三
月
以
前
の
ど
こ
か
で
入
院
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
九
月

末
～
十
月
は
じ
め
だ
と
す
る
と
、『
鎌
倉
日
誌
』
の
突
然
の
終
わ
り
方
と
そ
の
後
の
空
白
も
納
得
が
い
く
。
そ
も
そ
も
帰
京
し
て

入
院
と
な
れ
ば
、
も
は
や
「
鎌
倉
日
誌
」
で
は
な
く
な
る
わ
け
で
も
あ
る
。
エ
ッ
セ
イ
な
い
し
備
忘
録
で
あ
る
本
論
と
し
て
は
、

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
蓋
然
性
の
高
い
こ
と
と
し
て
書
留
め
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。


