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鉱
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一

「
炭
鉱
地
帯
病
院

そ
の
訪
問
記

」
は
、
昭
和
四
年
八
月
発
行
の
「
文
芸

都
市
」
に
発
表
さ
れ
、
翌
年
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
井
伏
鱒
二
の
第
一
創
作
集
『
夜

ふ
け
と
梅
の
花
』
に
収
め
ら
れ
た
。〈
新
興
芸
術
派
叢
書
〉
の
一
冊
と
し
て
出
さ
れ

た
同
作
品
集
の
な
か
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
的
な
素
材
を
取
り
あ
げ
て
描
い

て
い
る
点
で
異
色
の
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
あ
る
炭
鉱
地
帯
病
院
で
発
生
し
た
一

人
の
少
女
の
不
幸
な
死
と
い
う
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
向
き
の
素
材
を
、
井
伏
独
自

の
観
点
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
創
作
方
法
を
駆
使
し
な
が
ら
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
が

注
目
さ
れ
る
。

「
そ
の
訪
問
記
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、「
私
」

と
い
う
語
り
手
が
、
あ
る
炭
鉱
地
帯
病
院
を
訪
問
し
て
、
そ
こ
で
見
聞
し
た
と
こ

ろ
を
記
録
す
る
と
い
う
一
種
の
見
聞
録
の
ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
そ
の
語
り
手
で
あ
り
、
視
点
人
物
で
あ
る
「
私
」
が
、
ど
う
い
う
人
物

と
し
設
定
さ
れ
て
い
る
か
に
注
目
し
て
み
た
い
。
年
齢
も
、
性
別
も
、
住
所
も
記

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
実
体
的
な
属
性
は
す
べ
て
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
い
わ

ば
機
能
的
な
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
訪
問
者
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の

訪
問
の
動
機
も
目
的
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
ひ
た
す
ら
病
院
で
起
こ
っ

た
一
人
の
少
女
の
痛
ま
し
い
死
と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
人
々
の
反
応
に
つ
い
て
、
見

聞
し
た
と
こ
ろ
を
記
録
す
る
と
い
う
い
わ
ば
書
記
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

そ
う
い
う
「
私
」
が
、
病
理
解
剖
室
の
解
剖
台
の
上
に
、
一
人
の
少
女
の
裸
体

が
置
か
れ
て
い
る
の
を
目
撃
す
る
と
こ
ろ
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

病
理
解
剖
室
の
解
剖
台
の
上
に
は
、
一
人
の
少
女
の
裸
体
が
上
仰
け
に
置
い

て
あ
つ
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
裸
体
の
死
亡
原
因
（
？
）
と
な
つ
た
で
あ
ら
う
一

部
分
に
だ
け
一
枚
の
ガ
ー
ゼ
が
載
せ
て
あ
つ
た
。
ガ
ー
ゼ
は
約
そ
四
寸
四
方
の

も
の
に
す
ぎ
な
か
つ
た
が
、
若
し
こ
れ
つ
ぽ
ち
の
布
ぎ
れ
で
も
そ
こ
に
覆
つ
て

な
か
つ
た
な
ら
、
私
は
ド
ク
ト
ル
・
ケ
ー
テ
ー
の
談
話
に
身
を
入
れ
て
聞
く
こ

と
が
で
き
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
冒
頭
部
が
、「
炭
鉱
地
帯
病
院
」
の
悲
劇
の
核
心
部
を
凝
縮
し
て
呈
示
す
る

光
景
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、
少
女
の
死
亡
原
因
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
人
々

の
心
づ
か
い
が
、
き
わ
め
て
暗
示
的
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
少
女
の
死
亡
原
因
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
人
々
の
反
応
を
、「
私
」
が
、
医
師
、

父
親
、
看
護
婦
か
ら
聞
き
と
っ
た
と
こ
ろ
を
語
っ
て
行
く
の
が
作
品
の
展
開
と
な
っ

て
い
る
。「
私
」
は
、
医
師
、
父
親
、
看
護
婦
と
い
う
順
に
、
個
別
に
別
々
の
場
所

で
彼
ら
の
談
話
を
聞
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
が
「
私
」
に
語
る
内
容
は
、

三
者
三
様
に
異
な
り
、
く
い
違
っ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、

そ
こ
に
ど
う
い
う
仕
掛
け
が
あ
る
の
か
が
こ
の
作
品
の
一
つ
の
問
題
点
と
な
っ
て
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い
る
。

解
剖
室
で
医
師
が
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
少
女
の
死
因
は
、
田
舎
か
ら
炭

鉱
技
師
長
の
と
こ
ろ
に
女
中
奉
公
に
出
て
来
た
彼
女
が
、
技
師
長
に
犯
さ
れ
た
際

に
負
っ
た
傷
か
ら
発
症
し
た
背
椎
骨
膜
炎
で
あ
る
。
荒
く
れ
た
炭
鉱
地
帯
で
は
、

そ
の
よ
う
な
悲
惨
な
事
件
や
事
故
が
相
つ
い
で
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、

そ
う
い
う
こ
と
を
社
会
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
よ
う
と
は
思
わ
な
い
と
言
う
。
そ

し
て
、「
私
は
外
国
か
ら
渡
来
し
た
一
箇
の
医
者
で
す
。
社
会
が
動
か
な
い
の
は
私

の
せ
ゐ
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
」
と
自
己
弁
護
す
る
の
が
習
慣
に
な
っ
て
い
る
と
言

う
。
だ
が
、
今
回
の
事
件
で
は
、
娘
の
死
を
悲
し
む
父
親
の
大
き
な
泣
声
が
、「
治

療
法
以
外
の
こ
と
を
回
避
し
て
ゐ
る
私
の
習
慣
を
唆
か
し
て
、
少
し
脱
線
さ
せ
た
」

と
も
も
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
は
後
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
だ
が
、
訴
訟
を
起
こ
す

た
め
の
診
断
書
を
書
い
て
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
医
師
の
言
に
よ
る
と
、
彼
は

訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
を
父
親
に
教
唆
し
な
か
っ
た
が
、
看
護
婦
が
こ
の
問
題
は
是

非
と
も
裁
判
沙
汰
に
す
べ
き
だ
と
過
激
に
主
張
し
た
と
証
言
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、「
私
」
は
控
室
で
娘
の
父
親
に
会
っ
て
話
を
聞
い
て
い
る
。
父
親
は
、

六
十
歳
ば
か
り
の
百
姓
て
い
の
人
物
で
あ
る
。
礼
儀
正
し
い
服
装
を
し
て
い
る
が
、

身
に
つ
け
て
い
る
も
の
が
地
主
か
ら
の
借
り
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
目
で
わ
か
る
。

彼
は
、「
最
も
辺
鄙
な
田
舎
の
言
葉
」
を
用
い
て
話
し
た
の
で
、「
私
」
が
そ
れ
を

標
準
語
の
「
雑
報
的
な
文
章
に
翻
訳
し
て
」
記
し
て
い
る
。

社
会
の
制
度
と
い
ふ
も
の
は
大
地
と
同
じ
く
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
す
。

若
し
私
が
種
々
な
る
問
題
を
言
詮
し
て
そ
れ
を
社
会
の
問
題
と
す
る
な
ら
ば
、

私
な
る
人
間
は
制
度
に
対
し
て
喧
嘩
を
し
む
け
る
と
い
ふ
も
の
で
す
。
し
か
し

私
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
喧
嘩
は
好
み
ま
せ
ん
。
私
達
は
不
幸
と
い
ふ
も
の

に
慣
れ
て
ゐ
ま
す
。
た
ゞ
た
ゞ
私
達
は
、
不
幸
が
私
達
に
む
か
つ
て
色
彩
強
く

押
し
寄
せ
て
来
た
時
に
は
、
能
ふ
る
限
り
嘆
け
ば
よ
ろ
し
い
。
ラ
メ
ン
テ
イ
シ

ヨ
ン
の
み
が
私
達
に
与
へ
ら
れ
た
自
由
で
す
。

父
親
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ド
ク
ト
ル
・
ケ
ー
テ
ー
が
、「
今
度
の
出
来
事

は
十
分
に
社
会
的
問
題
で
あ
る
か
ら
是
非
と
も
訴
へ
ろ
」
と
申
さ
れ
、
訴
訟
用
の

診
断
書
も
無
料
で
作
っ
て
下
さ
っ
た
が
、
自
分
は
訴
訟
な
ど
し
な
い
こ
と
に
定
め

て
い
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
さ
き
に
引
用
し
た
よ
う
な
思
想
・

心
情
を
吐
露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、「
私
」
は
屋
上
庭
園
で
看
護
婦
の
話
を
聞
く
。
彼
女
は
職
業
柄
口
の
な

か
ま
で
ク
レ
ゾ
ー
ル
石
鹸
く
さ
い
女
で
、
東
京
言
葉
を
つ
か
っ
て
饒
舌
を
ふ
る
う
。

彼
女
が
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
自
分
は
一
人
の
看
護
婦
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
に
婚

期
を
遅
ら
し
て
い
る
の
で
世
間
て
い
を
お
と
な
し
く
見
せ
る
必
要
が
あ
り
、
父
親

に
訴
訟
を
勧
め
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
が
、
父
親
は
「
是
非
と
も
訴
へ

な
け
れ
ば
承
知
で
き
な
い
」
と
言
っ
て
、
診
断
書
を
作
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
と
証

言
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
私
」
が
医
師
、
父
親
、
看
護
婦
か
ら
聞
き
と
っ
た
話
の
内
容
は
、

三
者
三
様
に
異
な
り
、
く
い
違
っ
て
い
る
。
整
理
し
て
み
る
と
、
三
人
は
三
人
と

も
自
分
は
訴
訟
を
勧
め
る
も
の
で
は
な
い
と
自
己
弁
護
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
訴

訟
の
発
起
人
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
他
者
を
あ
げ
て
い
る
。
医
師
は
看
護
婦

を
あ
げ
、
父
親
は
医
師
を
あ
げ
、
看
護
婦
は
父
親
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ

に
発
起
人
の
た
ら
い
回
し
で
あ
る
。
誰
が
本
当
に
発
起
人
だ
か
分
か
ら
な
く
な
っ

て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
田
貞
昭
氏
は
、「
円
環
状
を
な
す
こ
の
三
つ
の
述
懐
は
、

前
場
の
発
言
者
の
言
葉
を
全
面
的
に
否
定
し
、
そ
の
訴
訟
へ
の
積
極
的
姿
勢
を
暴

露
す
る
の
で
あ
�注
１る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
の
つ

か
な
い
仕
掛
け
が
か
く
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
に
な
っ
て
、
父
親

が
「
私
達
の
訴
訟
計
画
」
と
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
三
人
は
訴

訟
を
起
こ
す
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
共
同
謀
議
を
す
す
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
仕
掛
け
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
謀
議
の
首
謀
者
・
訴
訟
の
発
起
人

を
か
く
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
構
造
は
、
江
戸
時
代
の
農
民
が
、
上
訴

や
一
揆
を
起
こ
す
際
に
作
っ
た
「
傘
連
判
状
」
の
構
造
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
同
一
目
的
の
も
と
に
盟
約
し
た
仲
間
た
ち
が
、
発
起
人
を
か
く
す
よ
う
に
か

ば
い
あ
い
な
が
ら
結
束
を
固
め
る
た
め
に
作
っ
た
と
い
う
あ
の
「
傘
連
判
状
」
の

（ ）１８２―１８２―



構
造
に
似
て
い
る
。

二

「
炭
鉱
地
帯
病
院
」
は
、
さ
き
に
見
て
き
た
よ
う
に
医
師
、
父
親
、
看
護
婦
が

「
私
」
に
対
し
て
、
三
者
三
様
に
異
な
る
陳
述
を
す
る
場
面
と
、
最
後
に
一
同
が
応

接
室
に
集
っ
た
席
で
父
親
が
や
る
「
テ
イ
ブ
ル
・
ス
ピ
ー
チ
」
の
場
面
と
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。
父
親
の
ス
ピ
ー
チ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
翻
訳
」
さ
れ
て
い
る
。

こ
ゝ
に
同
席
な
さ
る
こ
の
か
た
（
私
の
こ
と
）
に
一
言
申
し
述
べ
ま
す
。
こ

の
か
た
は
私
達
が
訴
訟
の
計
画
を
正
直
に
告
げ
な
か
つ
た
と
い
ふ
や
う
な
意
味

の
こ
と
を
、
ぶ
つ
ぶ
つ
呟
い
て
ゐ
ら
れ
る
や
う
で
す
が
、
そ
れ
は
私
達
を
責
め

る
と
い
ふ
も
の
で
す
。
そ
の
責
め
道
具
と
し
て
何
だ
か
三
つ
の
外
国
語
を
用
ひ

た
り
な
さ
い
ま
し
た
が
、
人
々
の
テ
ン
ダ
ネ
ス
を
虚
偽
と
し
て
指
摘
す
る
立
場

へ
自
分
を
推
薦
な
さ
る
態
度
は
、
い
か
が
な
も
の
か
と
思
ひ
ま
す
。
さ
う
い
ふ

や
う
な
こ
と
を
す
る
人
の
忠
告
は
贋
造
紙
幣
に
似
て
ゐ
ま
す
。

「
私
」
か
ら
見
れ
ば
、「
虚
偽
」
と
見
え
る
も
の
が
、
実
は
「
人
々
の
テ
ン
ダ
ネ

ス
」
な
の
だ
と
い
う
の
が
、
父
親
の
言
い
分
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う

こ
と
も
理
解
し
な
い
ま
ま
に
、
自
分
達
を
責
め
る
立
場
に
立
と
う
と
す
る
「
私
」

の
態
度
を
た
し
な
め
、
そ
の
い
う
人
の
忠
告
は
、「
贋
造
紙
幣
」
に
似
て
い
る
と
つ

き
放
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
見
て
き
た
よ
う
な
三
者
三
様
に
異
な
る
陳
述
と
、
こ
の
父

親
の
最
後
の
ス
ピ
ー
チ
と
の
つ
な
が
り
が
わ
か
り
に
く
い
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
に
こ

の
作
品
の
も
う
一
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
前
田
氏
は
、
三
つ

の
述
懐
と
最
後
の
「
テ
イ
ブ
ル
・
ス
ピ
ー
チ
」
と
の
間
に
あ
る
飛
躍
が
、
納
得
い

く
よ
う
に
は
埋
め
ら
れ
て
い
な
い
、
そ
こ
に
こ
の
作
品
の
「
謎
」
と
「
奇
妙
さ
」

と
が
見
ら
れ
�注
２る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
そ
の
飛
躍
を
埋
め
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
て
み
た
い
。
ま
ず
、
三
つ
の
述

懐
と
最
後
の
「
テ
イ
ブ
ル
・
ス
ピ
ー
チ
」
と
を
つ
な
げ
る
役
割
を
果
し
て
い
る
の

は
主
人
公
の
父
親
で
あ
る
。
父
親
は
、
三
人
の
述
懐
を
統
括
す
る
立
場
に
立
っ
て

最
後
の
ス
ピ
ー
チ
を
行
な
っ
て
い
る
。
彼
は
、「
私
」
と
い
う
主
語
で
は
な
く
、「
私

達
」
と
複
数
の
主
語
を
用
い
て
ス
ピ
ー
チ
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
に
三
人

が
、「
私
」
に
対
し
て
三
者
三
様
に
異
な
る
陳
述
を
行
な
っ
て
き
た
こ
と
は
、「
私
」

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、「
虚
偽
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、「
虚
偽
」
と

「
真
実
」
と
を
な
い
ま
ぜ
に
し
て
語
ら
れ
た
三
人
の
陳
述
の
な
か
に
か
く
さ
れ
て
い

る
「
人
々
の
テ
ン
ダ
ネ
ス
」
こ
そ
が
、
人
間
的
な
「
真
実
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と

を
語
っ
て
い
る
の
が
父
親
の
最
後
の
ス
ピ
ー
チ
な
の
で
あ
る
。
さ
き
に
あ
げ
た
「
傘

連
判
状
」
の
構
造
も
、
そ
う
い
う
「
人
々
の
テ
ン
ダ
ネ
ス
」
か
ら
編
み
出
さ
れ
た

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
関
連
で
、
三
つ
の
述
懐
と
最

後
の
「
テ
イ
ブ
ル
・
ス
ピ
ー
チ
」
と
は
深
い
と
こ
ろ
で
つ
な
げ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

三

「
炭
鉱
地
帯
病
院
」
に
は
、「
ラ
メ
ン
テ
イ
シ
ヨ
ン
」
と
「
テ
ン
ダ
ネ
ス
」
と
い

う
二
つ
の
外
来
語
が
、
炭
鉱
地
帯
の
闇
に
生
き
る
人
々
の
心
の
世
界
に
照
明
を
あ

て
る
二
つ
の
光
源
の
よ
う
に
象
嵌
さ
れ
て
い
る
。「
ラ
メ
ン
テ
イ
シ
ヨ
ン
」
は
、
父

親
の
述
懐
を
「
私
」
が
「
雑
報
的
な
文
章
」
に
「
翻
訳
」
し
た
も
の
の
な
か
に
は

め
込
ま
れ
て
い
る
。「
テ
ン
ダ
ネ
ス
」
は
、「
テ
イ
ブ
ル
・
ス
ピ
ー
チ
」
の
な
か
に

眼
目
と
し
出
て
く
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
述
懐
と
ス
ピ
ー
チ
の
核
心
に
迫
る
キ
ー
ワ
ー

ド
と
な
っ
て
い
る
。

「
不
幸
が
色
彩
強
く
押
し
寄
せ
て
来
た
時
に
は
、
能
ふ
る
限
り
嘆
け
ば
よ
ろ
し
い
。

ラ
メ
ン
テ
イ
シ
ヨ
ン
の
み
が
私
達
に
与
へ
ら
れ
た
自
由
で
す
」
と
父
親
が
述
懐
し

て
い
る
と
こ
ろ
を
と
ら
え
て
、
熊
谷
孝
氏
は
、
そ
こ
に
「
農
民
の
哲
学
」、
あ
る
い

は
「
東
洋
哲
人
の
ラ
メ
ン
テ
イ
シ
ヨ
ン
の
哲
学
」
が
う
か
が
わ
れ
る
と
言
う
。
そ

し
て
、
そ
れ
を
「
幾
世
代
に
わ
た
っ
て
痛
め
つ
け
ら
れ
て
来
た
農
民
の
心
情
を
反

映
し
た
も
の
」
と
見
な
し
て
い
�注
３る

。

―１８３―（ ）１８３

「
炭
鉱
地
帯
病
院
」
小
論



し
か
し
、
父
親
が
「
社
会
の
制
度
と
い
ふ
も
の
は
大
地
と
同
じ
く
動
か
す
べ
か

ら
ざ
る
も
の
」
と
い
う
社
会
観
を
ふ
ま
え
て
述
懐
す
る
「
ラ
メ
ン
テ
イ
シ
ヨ
ン
の

自
由
」
と
い
う
思
想
・
心
情
は
、
あ
き
ら
め
や
泣
き
寝
入
り
に
と
ど
ま
る
も
の
で

は
な
い
。「
ラ
メ
ン
テ
イ
シ
ヨ
ン
の
自
由
」
の
行
使
が
、
本
人
の
思
わ
く
を
超
え
て
、

人
々
の
心
を
動
か
し
、
社
会
制
度
に
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
る
原
動
力
と
な
る
こ
と
も

あ
る
。「
炭
鉱
地
帯
病
院
」
に
お
い
て
は
、
娘
の
不
幸
な
死
を
能
ふ
る
限
り
嘆
く
父

親
の
「
ラ
メ
ン
テ
イ
シ
ヨ
ン
の
自
由
」
の
行
使
が
、
医
師
や
看
護
婦
を
動
か
し
、

訴
訟
を
起
こ
す
計
画
を
立
て
る
方
向
へ
向
か
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
医
師

の
談
話
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
娘
の
臨
終
に
立
ち
会
っ
た
父
親
が
、
医
師
を
驚
か

す
ほ
ど
の
大
声
を
張
り
あ
げ
て
泣
き
、
そ
の
泣
き
声
が
、
治
療
法
以
外
の
こ
と
は

回
避
し
、
社
会
問
題
な
ど
に
は
か
か
わ
り
持
た
な
い
よ
う
に
し
て
来
て
い
る
ふ
だ

ん
の
習
慣
か
ら
医
師
を
逸
脱
さ
せ
、
訴
訟
用
の
診
断
書
を
書
か
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
ラ
メ
ン
テ
イ
シ
ヨ
ン
の
自
由
」
の
行
使
が
、「
人
々
の
テ

ン
ダ
ネ
ス
」
を
さ
そ
い
出
し
、
社
会
的
な
行
動
へ
か
き
た
て
る
原
動
力
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
父
親
が
語
る
「
ラ
メ
ン
テ
イ
シ
ヨ
ン
の
自
由
」
と
い
う
も
の
は
、

最
後
の
ス
ピ
ー
チ
で
述
べ
ら
れ
る
「
人
々
の
テ
ン
ダ
ネ
ス
」
へ
と
つ
な
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
ば
あ
い
、「
テ
ン
ダ
ネ
ス
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
た
ん
に
「
親
切
」
と

か
「
愛
情
」
と
か
い
う
意
味
ば
か
り
で
は
な
く
、「
優
し
さ
」、「
柔
ら
か
さ
」、「
心

づ
か
い
」、「
弱
さ
」
な
ど
と
い
う
意
味
も
複
合
的
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。た

と
え
ば
、
ド
ク
ト
ル
・
ケ
ー
テ
ー
の
言
動
に
は
、
そ
う
い
う
複
雑
な
意
味
を

ふ
く
ん
だ
「
テ
ン
ダ
ネ
ス
」
が
現
わ
れ
て
い
る
。
医
師
は
、
少
女
の
事
件
を
社
会

問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
加
担
し
よ
う
と
し
な
い
自
分
の
態
度
に
つ
い
て

弁
明
す
る
際
に
、
コ
ッ
プ
の
水
の
「
表
面
張
力
」
の
た
と
え
を
持
出
し
て
い
る
。

コ
ッ
プ
か
ら
あ
ふ
れ
出
よ
う
と
す
る
水
を
、
あ
ふ
れ
出
な
い
よ
う
に
調
節
し
て
い

る
の
が
「
水
の
表
面
張
力
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
一
種
の
力
が
社

会
の
現
実
に
も
は
た
ら
い
て
い
る
。
炭
鉱
地
帯
の
現
実
の
な
か
に
は
、
こ
の
少
女

の
事
件
ば
か
り
で
は
な
く
、
悲
惨
な
事
件
や
事
故
が
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
に
起
こ
っ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
社
会
問
題
と
し
て
外
へ
あ
ふ
れ
出
な
い
よ
う
に
調
節
し
て

い
る
「
表
面
張
力
」
に
あ
た
る
の
が
、「
私
達
の
虚
偽
や
弱
さ
」
な
の
だ
と
い
う
。

「
虚
偽
や
弱
さ
」
と
言
う
か
ら
に
は
、
そ
れ
を
本
心
か
ら
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

あ
る
ま
い
。
そ
れ
を
「
虚
偽
や
弱
さ
」
と
し
て
否
定
し
よ
う
と
し
て
も
容
易
に
は

否
定
し
き
れ
な
い
現
実
の
重
さ
を
知
り
つ
く
し
て
い
る
者
の
言
い
草
に
ち
が
い
な

い
。
だ
か
ら
、「
虚
偽
や
弱
さ
」
に
忸
怩
た
る
思
い
を
い
だ
き
な
が
ら
、「
私
は
外

国
か
ら
渡
来
し
た
一
箇
の
医
者
で
す
。
社
会
が
動
か
な
い
の
は
私
の
せ
ゐ
で
は
あ

り
ま
す
ま
い
」
と
い
う
言
い
逃
れ
を
す
る
習
慣
を
身
に
つ
け
て
き
て
い
る
の
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
き
に
見
て
き
た
通
り
、
父
親
の
「
ラ
メ
ン
テ
イ
シ
ヨ

ン
」
に
動
か
さ
れ
て
そ
う
い
う
習
慣
を
破
り
、
訴
訟
用
の
診
断
書
を
書
い
て
や
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
い
う
屈
折
し
た
形
で
、
さ
り
げ
な
く
現
わ
さ
れ
る
の
が

「
人
々
の
テ
ン
ダ
ネ
ス
」
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
看
護
婦
の
態
度
に
も
見
ら
れ
る
。
彼
女
は
「
私
」
に
対
し
て
、

「
生
命
の
五
匁
説
」
と
い
う
虚
無
的
な
生
命
観
を
語
っ
て
い
る
が
、
少
女
の
痛
ま
し

い
裸
体
の
一
部
に
一
片
の
ガ
ー
ゼ
を
の
せ
る
と
い
う
や
さ
し
い
心
づ
か
い
を
も
示

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
彼
等
の
言
動
は
、
外
部
か
ら
表
面
だ
け
を
見
れ
ば
、「
私
達
の
虚
偽
や

弱
さ
」
と
い
う
「
表
面
張
力
」
の
か
げ
に
立
て
こ
も
る
も
の
に
見
え
る
に
ち
が
い

な
い
。
し
か
し
、
そ
の
裏
に
は
、
そ
う
い
う
「
表
面
張
力
」
を
破
っ
て
あ
ふ
れ
出

よ
う
と
す
る
「
テ
ン
ダ
ネ
ス
」
と
い
う
人
間
的
な
真
実
が
か
く
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
「
人
々
の
テ
ン
ダ
ネ
ス
」
は
現
実
に
圧
し
つ
ぶ
さ
れ

た
人
間
が
あ
げ
る
「
ラ
メ
ン
テ
イ
シ
ヨ
ン
」
の
声
に
深
く
共
感
す
る
と
こ
ろ
か
ら

生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
「
ラ
メ
ン
テ
イ
シ
ヨ
ン
の
哲
学
」
と
言
う
な
ら
ば
、

そ
れ
が
井
伏
流
の
「
ラ
メ
ン
テ
イ
シ
ヨ
ン
の
哲
学
」
な
の
だ
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
井
伏
独
自
の
「
現
実
」
観
に
根
ざ
し
て
い
る
。「
炭
鉱
地
帯
病

院
」
を
発
表
し
た
の
と
同
じ
号
の
「
文
芸
都
市
」
の
巻
頭
言
と
し
て
、
井
伏
は
「
な

つ
か
し
き
現
実
」
と
い
う
短
か
い
文
章
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
書
き
出
し
に
、「
現

実
と
い
ふ
も
の
は
甚
だ
愚
昧
な
る
風
貌
を
装
つ
て
ゐ
る
が
、
彼
女
は
必
ず
し
も
愚

昧
で
は
な
い
」
と
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
「
炭
鉱
地
帯
病
院
」
の
登
場
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人
物
た
ち
の
言
動
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

「
ラ
メ
ン
テ
イ
シ
ヨ
ン
」（lam

entation＝

悲
し
む
こ
と
、
嘆
く
こ
と
）、「
テ
ン

ダ
ネ
ス
」（tenderness＝

親
切
、
愛
情
、
思
い
や
り
、
柔
ら
か
さ
、
穏
や
か
さ
、

弱
さ
）
と
い
う
二
つ
の
外
来
語
が
、
父
親
の
述
懐
と
「
テ
イ
ブ
ル
・
ス
ピ
ー
チ
」

の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
さ
き
に
見
て
来
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
は
「
私
」
が
父
親
の
田
舎
言
葉
を
「
雑
報
的
な
文
章
」
に
「
翻
訳
」
し
た

も
の
の
な
か
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
も
と
の
田
舎
言
葉
が
ど
う
い
う
も
の

で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
は
「
私
」
が

父
の
田
舎
言
葉
を
理
解
し
、
そ
れ
に
「
私
」
な
り
の
解
釈
を
加
え
た
言
葉
と
し
て

受
け
と
ら
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、「
私
」
は
父
親
が
語
る
田
舎
言

葉
と
そ
れ
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
思
想
・
心
情
と
を
理
解
で
き
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
雑

報
的
な
文
章
」
に
「
翻
訳
」
で
き
る
能
力
を
そ
な
え
た
青
年
、
す
な
わ
ち
作
者
井

伏
に
近
い
知
識
人
青
年
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
ふ
つ
う
「
翻
訳
」
と
言
え
ば
、
外
国
語
を
日
本
語
に
訳
す
こ
と
で

あ
る
が
、
井
伏
鱒
二
に
と
っ
て
は
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
百
姓
お
や
じ
が
話

す
田
舎
言
葉
を
外
来
語
ま
じ
り
の
「
雑
報
的
な
文
章
」
に
訳
述
す
る
こ
と
も
ま
た

一
種
の
有
意
義
な
「
翻
訳
」
な
の
で
あ
る
。
井
伏
の
回
想
に
よ
る
と
、『
夜
ふ
け
と

梅
の
花
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
作
品
を
書
い
た
こ
ろ
、
新
し
い
小
説
の
書
き
方
を

さ
ぐ
る
た
め
に
、
人
物
に
田
舎
言
葉
で
会
話
さ
せ
て
み
た
り
、
文
章
を
翻
訳
調
に

し
て
み
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
こ
ろ
み
を
苦
心
し
て
や
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
う

い
う
苦
心
の
あ
と
は
、「
炭
鉱
地
帯
病
院
」
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
ド
ク
ト
ル
・
ケ
ー

テ
ー
の
談
話
は
、
奇
妙
な
外
人
な
ま
り
の
日
本
語
で
な
さ
れ
て
お
り
、
い
か
に
も

そ
の
人
柄
に
ふ
さ
わ
し
い
語
り
口
と
な
っ
て
い
る
。
看
護
婦
は
、
東
京
言
葉
を
つ

か
お
う
と
つ
と
め
な
が
ら
饒
舌
を
ふ
る
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
父
親
が
語
る
田
舎

言
葉
は
、「
私
」
に
よ
っ
て
、「
雑
報
的
な
文
章
」
に
「
翻
訳
」
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
田
舎
言
葉
を
標
準
語
に
「
翻
訳
」
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
文
章
文
体
の
こ

こ
ろ
み
の
ほ
か
に
、
ど
う
い
う
意
義
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考

え
る
う
え
で
参
考
と
な
る
作
品
に
、「
言
葉
に
つ
い
て
」
と
い
う
風
変
り
な
小
説
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
島
を
訪
れ
た
「
私
」
が
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
少
女
や
少
年

の
田
舎
言
葉
を
そ
の
ま
ま
記
録
し
、
そ
れ
を
標
準
語
に
訳
述
し
て
い
く
と
い
う
書

き
方
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
書
き
方
が
、
田
舎
言
葉
で
話
す
登
場
人
物
の

人
柄
や
心
情
を
そ
の
ま
ま
す
く
い
あ
げ
、
そ
れ
を
標
準
語
に
訳
述
す
る
こ
と
で
よ

り
普
遍
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
描
き
出
す
た
め
に
意
図
的
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
「
炭
鉱
地
帯
病
院
」
に
お
い
て
は
、
父
親
が
語
る
田
舎
言
葉
そ
の
も

の
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
父
親
の
思
想
・
心
情
に
、

「
私
」
の
「
雑
報
的
な
文
章
」
に
よ
る
「
翻
訳
」
を
通
じ
て
よ
り
普
遍
的
な
表
現
が

与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
翻
訳
」
の
な
か
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
ラ

メ
ン
テ
イ
シ
ヨ
ン
」
と
「
テ
ン
ダ
ネ
ス
」
と
い
う
二
つ
の
外
来
語
が
、
父
親
の
思

想
・
心
情
の
核
心
部
を
引
き
出
す
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
点
で

は
、「
私
」
の
役
割
は
「
訪
問
者
」
や
書
記
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、「
翻
訳

者
」
と
し
て
父
親
と
か
か
わ
り
あ
う
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
「
私
」
が
最
後

の
と
こ
ろ
で
「
贋
造
紙
幣
」
に
似
て
い
る
と
つ
き
放
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
井

伏
の
知
識
人
作
家
と
し
て
の
厳
し
い
自
己
批
判
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
つ
ま
り
、「
私
」
が
そ
う
い
う
役
割
を
果
し
、
そ
う
い
う
存
在
と
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
主
人
公
の
父
親
と
と
も
に
、「
炭
鉱
地
帯
病
院
」
の
構
造
と
主
題
と
を

さ
さ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

『
夜
ふ
け
と
梅
の
花
』
に
は
、「
炭
鉱
地
帯
病
院
」
の
他
に
も
う
一
編
、「
生
き
た

い
と
い
ふ
」（「
近
代
生
活
」
昭
和
５
・
１
）
と
い
う
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
向
き
の

素
材
を
取
り
あ
げ
て
描
い
た
作
品
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
制
作
に
当
っ

て
、
井
伏
鱒
二
は
、
当
時
最
高
潮
に
あ
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
動
向
を
強
く

意
識
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
あ
え
て
そ
う
い
う
素
材
に
挑
戦
し
な

が
ら
、
そ
れ
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
新
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し
い
創
作
方
法
を
開
拓
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
苦
心
を
こ
ら
し
て
い
た

に
ち
が
い
な
い
。

東
郷
克
美
氏
は
、
井
伏
鱒
二
の
初
期
の
現
実
認
識
を
み
る
上
で
重
要
な
作
品
と

し
て
「
炭
鉱
地
帯
病
院
」
を
あ
げ
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
的
な
素
材
を
と
り
あ
げ

な
が
ら
、
井
伏
の
革
命
運
動
へ
の
批
判
、
社
会
は
動
か
な
い
と
い
う
観
念
」
や
「
人

間
の
生
命
を
自
然
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
中
で
相
対
化
し
て
眺
め
る
傾
向
」
に

よ
る
「
諦
念
」
が
見
ら
れ
る
と
い
う
見
解
を
出
し
て
い
�注
４る
。
し
か
し
、
初
期
の
井

伏
の
現
実
認
識
の
な
か
に
認
め
ら
れ
る
。「
社
会
は
動
か
な
い
と
い
う
観
念
」
や

「
人
間
の
生
命
」
に
対
す
る
「
諦
念
」
が
、「
炭
鉱
地
帯
病
院
」
の
な
か
に
見
出
さ

れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
論
旨
か
ら
し
て
、
私
に
は

賛
同
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
の
か
か
わ
り

か
ら
、「
炭
鉱
地
帯
病
院
」
や
「
生
き
た
い
と
い
ふ
」
を
見
な
お
し
て
お
き
た
い
。

井
伏
鱒
二
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
の
か
か
わ
り
を
み
る
上
で
、「
鱒
二
へ
の
手

紙
」（「
文
芸
都
市
」
昭
和
３
・
１０
）
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、「
文
壇
時
評
」
を

書
く
よ
う
に
す
す
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
書
け
な
い
の
で
、
そ
れ
に
か
え
て
「
身

辺
雑
記
」
を
書
い
て
み
た
と
称
す
る
小
品
で
あ
る
。
そ
う
い
う
制
作
事
情
を
反
映

し
て
、「
身
辺
雑
記
」
風
な
も
の
の
な
か
に
、「
文
壇
時
評
」
風
な
も
の
を
織
り
込

ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

以
前
か
ら
の
友
人
の
ほ
と
ん
ど
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
加
盟
し
た
が
、「
私

だ
け
が
加
盟
す
る
の
を
失
念
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
」
と
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
書
き
出
し
か
ら
し
て
、「
身
辺
雑
記
」
を
装
い
な
が
ら
、
当
時
多
く
の
作
家
た
ち

が
あ
い
つ
い
で
左
傾
し
て
行
っ
た
と
い
う
文
壇
の
風
潮
に
ふ
れ
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。「
加
盟
す
る
の
を
失
念
し
て
ゐ
た
」
と
い
う
の
は
井
伏
流
の
と
ぼ
け
で
、
友

人
た
ち
の
勧
誘
を
拒
ん
で
、
自
分
独
自
の
文
字
の
孤
塁
を
守
り
つ
づ
け
て
い
た
と

い
う
の
が
本
音
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
本
音
を
正
面
か
ら
主
張
す
る
こ
と
は
避
け

て
、
か
ら
め
手
か
ら
弁
明
す
る
と
い
う
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
。

「
鱒
二
へ
の
手
紙
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
叔
父
鱒
二

と
姪
里
子
と
の
往
復
書
簡
と
い
う
形
式
を
か
り
て
、
い
わ
ば
一
種
の
書
簡
体
小
説

と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
姪
の
里
子
は
、
同
郷
の
親
戚
の
娘
で
東
京
に
出
て
来
て

い
る
女
子
大
学
生
で
あ
る
が
、
近
ご
ろ
時
代
風
潮
に
か
ぶ
れ
て
左
傾
し
、
左
翼
闘

士
を
気
ど
る
よ
う
に
な
り
、
叔
父
鱒
二
の
と
こ
ろ
へ
し
き
り
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
へ
の
転
換
を
す
す
め
る
手
紙
を
よ
こ
す
。
そ
の
手
紙
を
読
ん
だ
鱒
二
叔
父
は
、

左
翼
か
ぶ
れ
の
姪
が
、
根
な
し
草
の
と
り
と
め
の
な
い
人
間
、「
智
識
の
プ
チ
ブ
ル
」

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
嘆
き
、「
自
分
の
一
族
の
も
の
ゝ
間
に
遅
れ
ば
せ
の
モ
ダ
ン

ガ
ー
ル
」
が
現
わ
れ
た
と
面
く
ら
っ
て
い
る
。
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
と
左
翼
娘
と
言
え

ば
、
時
代
風
潮
か
ら
見
れ
ば
右
と
左
と
い
う
ふ
う
に
相
反
す
る
も
の
と
し
て
見
な

さ
れ
る
も
の
だ
が
、
井
伏
の
目
に
は
、
同
根
の
た
よ
り
な
い
も
の
と
し
て
映
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
姪
に
対
し
叔
父
の
立
場
か
ら
、
日
々
の
自
分
の
生
活
を
大
切
に
せ
よ
、

故
郷
の
暮
し
の
こ
ま
ご
ま
と
し
た
こ
と

姪
の
姉
が
赤
ん
坊
を
産
ん
だ
こ
と
、

祖
父
が
鼻
の
手
術
を
し
た
こ
と
、
家
を
改
築
し
た
こ
と
な
ど
に
目
を
向
け
よ
と
さ

と
し
て
い
る
。
そ
こ
ら
に
、
自
己
の
文
学
的
立
場
を
正
面
か
ら
主
張
す
る
よ
う
な

こ
と
は
避
け
て
、
本
音
を
か
ら
め
手
か
ら
そ
れ
と
な
く
表
明
す
る
と
い
う
工
夫
が

こ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
鱒
二
へ
の
手
紙
」
の
な
か
で
、
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
姪
の
手
紙
の
な

か
に
、「
室
生
犀
星
氏
さ
へ
も
、
中
野
重
治
氏
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
小
説
を
激
賞
さ
れ

ま
し
た
。
私
達
も
あ
の
作
品
は
激
賞
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
一
節
が

お
り
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
当

時
発
表
さ
れ
た
ば
か
り
の
中
野
の
「
春
さ
き
の
風
」（「
戦
旗
」
昭
和
３
・
８
）
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
、「
文
壇
時
評
」
的
な
側
面
が
お
り
込
ま
れ

て
い
る
。
姪
の
「
激
賞
」
を
た
だ
ち
に
井
伏
の
賞
賛
と
と
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

が
、
井
伏
は
「
春
さ
き
の
風
」
を
注
目
し
て
読
み
、
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。「
三
・
一
五
事
件
」
の
な
か
で
赤
ん
坊
を
死
な
せ
た
一
人
の
労
働

者
の
母
親
が
、
そ
の
悲
し
み
の
底
か
ら
あ
ら
た
め
て
た
た
か
い
に
立
ち
あ
が
っ
て

行
く
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、
た
と
え
ば
死
ん
だ
赤
ん
坊
の
葬
式
の

場
面
な
ど
に
、
庶
民
生
活
の
な
か
で
伝
統
的
に
受
け
つ
が
れ
て
き
て
い
る
風
習
な

ど
が
、
こ
ま
ご
ま
と
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
井
伏
は
共
感

す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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そ
う
い
う
工
夫
が
、「
炭
鉱
地
帯
病
院
」
に
も
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
向
き
の
素
材
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
そ
の
登
場

人
物
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
階
級
的
な
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
庶
民
的
な
観
点

そ
れ
ぞ
れ
の
日
々
の
暮
し
に
し
ば
ら
れ
、
そ
の
な
か
で
身
に
つ
け
た
習
慣
に
し
ば

ら
れ
な
が
ら
日
常
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
者
の
観
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
。
ド
ク

ト
ル
・
ケ
ー
テ
ー
は
、
外
人
な
ま
り
の
奇
妙
な
日
本
語
を
あ
や
つ
り
な
が
ら
日
々

病
人
や
怪
我
人
の
治
療
に
専
念
し
、「
私
は
外
国
か
ら
渡
来
し
た
一
箇
の
医
者
で
す
。

社
会
が
動
か
な
い
の
は
私
の
せ
ゐ
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
」
と
言
い
逃
れ
を
す
る
習

慣
を
身
に
つ
け
て
い
る
田
舎
医
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
娘
の
父
親
は
年
老
い

た
百
姓
お
や
じ
で
、「
社
会
の
制
度
と
い
ふ
も
の
は
大
地
と
同
じ
く
動
か
す
べ
か
ら

ざ
る
も
の
」
と
い
う
「
古
い
百
姓
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
も
と
づ
い
て
、「
ラ
メ
ン
テ

イ
シ
ヨ
ン
の
み
が
私
達
に
与
へ
ら
れ
た
自
由
で
す
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
田
舎

言
葉
で
述
懐
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
京
言
葉
を
つ
か
っ
て
虚
無
的
な
生
命
観
を
喋

る
看
護
婦
は
、
日
々
患
者
に
接
す
る
職
業
か
ら
病
院
の
臭
い
が
口
の
中
ま
で
し
み

つ
い
て
い
る
オ
ー
ル
ド
・
ミ
ス
、
婚
期
を
遅
ら
し
て
保
身
的
に
な
っ
て
い
る
女
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
登
場
人
物
た
ち
を
庶
民
的
な
観
点
か
ら
描
く
井
伏
の
本

音
は
、
こ
れ
こ
そ
が
現
実
生
活
に
生
き
る
庶
民
の
本
当
の
姿
な
の
だ
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、「
虚
偽
や
弱
さ
」
の
な
れ
あ
い
の
な
か
で
、

社
会
問
題
に
か
か
わ
ろ
う
と
し
な
い
の
が
、
庶
民
の
本
質
だ
と
あ
ば
き
た
て
る
と

こ
ろ
に
あ
る
の
で
も
あ
る
ま
い
。
ま
し
て
、「
社
会
の
制
度
と
い
ふ
も
の
は
大
地
と

同
じ
く
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」
と
い
う
観
点
か
ら
あ
き
ら
め
の
す
す
め
を
描

こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
日
々

の
暮
し
に
し
ば
ら
れ
、
身
に
つ
け
て
い
る
習
慣
に
し
ば
ら
れ
て
生
き
て
い
る
庶
民

た
ち
が
、
耐
え
が
た
い
不
幸
に
襲
わ
れ
て
嘆
く
「
ラ
メ
ン
テ
イ
シ
ヨ
ン
」
に
心
を

動
か
さ
れ
、「
テ
ン
ダ
ネ
ス
」
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
社
会
的
な
不
正
義
に
対
し
て
抗

議
に
立
ち
上
が
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
井
伏
の
本
音
を
聞
く
べ

き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
夜
ふ
け
と
梅
の
花
』
に
は
、「
炭
鉱
地
帯
病
院
」
と
同
じ
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
的
な
素
材
を
取
り
あ
げ
な
が
ら
、
そ
れ
を
独
自
の
観
点
と
創
作
方
法
と
を
も
っ

て
描
い
た
も
う
一
つ
の
作
品
「
生
き
た
い
と
い
ふ
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

主
人
公
は
、
造
船
所
の
ペ
ン
キ
塗
り
職
工
の
妻
で
あ
る
。
夫
の
と
こ
ろ
へ
弁
当

を
届
け
に
来
て
、
船
の
デ
ッ
キ
か
ら
転
落
し
て
瀕
死
の
重
傷
を
負
う
。
全
身
に
繃

帯
を
巻
か
れ
、
組
合
の
活
動
家
と
思
わ
れ
る
男
に
つ
き
そ
わ
れ
て
病
院
に
運
び
込

ま
れ
て
来
る
。
男
は
、
会
社
に
治
療
費
や
葬
式
代
を
出
さ
せ
る
た
め
に
、
医
師
に

診
断
書
を
書
い
て
く
れ
と
頼
む
。
女
自
身
は
、
口
か
ら
血
を
噴
き
な
が
ら
、「
死
な
ゝ

い
ぞ
、
死
な
ゝ
い
ぞ
！
」
と
く
り
返
し
叫
び
つ
づ
け
、
生
き
た
い
と
い
う
彼
女
の

意
志
を
最
後
ま
で
頑
強
に
主
張
し
つ
づ
け
る
。
そ
の
彼
女
の
悲
痛
な
怒
鳴
り
声
を

聞
い
て
、「
あ
た
り
の
人
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
心
を
ス
パ
イ
ク
」
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
労
働
者
の
妻
の
悲
痛
な
叫
び
を
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
な
ら
ば
、

階
級
的
な
観
点
か
ら
社
会
的
な
抗
議
の
叫
び
と
し
て
と
ら
え
て
描
く
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
が
、
井
伏
は
そ
れ
と
は
別
の
観
点
か
ら
、
人
間
の
自
然
的
な
生
命
の
叫
び
と

し
て
描
い
て
い
る
。
そ
の
描
き
方
に
も
細
心
の
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
。

ペ
ン
キ
塗
り
職
工
と
ス
エ
ッ
タ
ア
を
着
た
男
と
は
、
彼
女
を
見
つ
め
る
こ
と

を
断
念
し
て
、
窓
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
外
を
眺
め
た
。
彼
等
は
二
人
な
ら
ん
で
、

行
儀
よ
く
両
手
を
窓
の
敷
居
に
置
い
た
。
窓
の
外
に
は
夕
暮
れ
ど
き
の
原
つ
ぱ

に
一
ぴ
き
の
牝
牛
が
ゐ
て
、
こ
の
家
畜
は
、
す
で
に
う
す
暗
く
見
え
る
向
う
の

山
の
方
角
へ
首
を
の
ば
し
て
鳴
い
た
。
恰
も
、
そ
の
山
の
中
腹
に
一
つ
の
洞
穴

を
ほ
る
つ
も
り
で
あ
る
か
の
如
く
、
家
畜
は
そ
の
太
い
声
で
鳴
き
つ
づ
け
た
の

で
あ
る
。

こ
れ
が
作
品
の
結
末
の
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
け
る
一
頭
の
牝
牛
の
登
場

は
い
さ
さ
か
唐
突
で
あ
る
。
こ
の
牝
牛
は
、
ペ
ン
キ
塗
り
職
工
の
妻
の
悲
惨
な
臨

終
を
嘆
き
悲
し
ん
で
鳴
き
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
死
に
至

る
ま
で
「
死
な
ゝ
い
ぞ
、
死
な
ゝ
い
ぞ
！
」
と
叫
び
つ
づ
け
る
女
の
悲
愴
な
姿
の

象
徴
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
れ
は
ま
る
で
一
幅
の
絵
の
よ
う
に
あ
ざ
や
か
に
描
き
あ

―１８７―（ ）１８７
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げ
ら
れ
た
結
末
で
あ
る
。
作
品
を
観
念
的
な
思
想
で
し
め
く
く
る
こ
と
を
さ
け
、

象
徴
的
な
一
枚
の
絵
で
結
ん
で
い
る
。
妻
の
死
を
覚
悟
し
た
ペ
ン
キ
塗
り
職
工
と

つ
き
そ
っ
て
来
た
男
と
が
、
窓
の
と
こ
ろ
に
並
ん
で
眺
め
て
い
る
外
の
光
景
に
は
、

病
院
内
の
光
景
が
拡
大
し
て
投
影
さ
れ
て
い
る
。
夕
暮
れ
ど
き
の
原
っ
ぱ
に
一
頭

の
牝
牛
が
い
て
、
暗
い
山
の
方
に
首
を
の
ば
し
て
、
山
の
中
腹
に
洞
穴
を
掘
る
つ

も
り
で
あ
る
か
の
如
き
太
い
声
で
鳴
き
つ
づ
け
る
姿
に
、
病
院
の
中
で
「
死
な
ゝ

い
ぞ
、
死
な
ゝ
い
ぞ
！
」
と
臨
終
の
叫
び
声
を
あ
げ
つ
づ
け
る
女
の
姿
が
拡
大
さ

れ
、
象
徴
化
さ
れ
て
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
姿
を
二
人
の
男
が
同
情
と
敬
意
と

を
こ
め
て
、
行
儀
よ
く
両
手
を
窓
の
敷
居
に
置
い
て
眺
め
つ
づ
け
て
い
る
。

こ
う
い
う
結
末
の
つ
け
方
が
、
社
会
的
事
件
と
し
て
追
求
す
べ
き
観
点
を
、
自

然
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
方
へ
そ
ら
し
て
い
る
と
い
う
批
判
を
受
け
る
こ
と

は
さ
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
然
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
へ
の
視
点

の
転
換
が
、
生
命
の
は
か
な
さ
や
あ
き
ら
め
へ
と
目
を
そ
ら
す
こ
と
に
な
る
と
は

限
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、「
生
き
た
い
と
い
ふ
」
人
間
の
生
命
へ
の
執
着
と
意
志
と

を
、
自
然
の
生
命
の
欲
求
へ
と
掘
り
下
げ
て
と
ら
え
る
方
へ
目
を
向
け
て
い
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
的
な
素
材
を
取
り
あ
げ
な
が
ら
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
で
あ
る
な
ら
ば
、「
生
き
た
い
と
い
ふ
」
人
間
の
生
命
へ
の
欲
求
を

も
っ
ぱ
ら
社
会
的
な
も
の
に
結
び
つ
け
て
追
求
す
る
は
ず
の
と
こ
ろ
を
、
井
伏
は

観
点
を
ず
ら
し
て
、
自
然
的
な
も
の
に
結
び
つ
け
て
と
ら
え
直
し
て
い
る
の
で
あ

る
。「

炭
鉱
地
帯
病
院
」
や
「
生
き
た
い
と
い
ふ
」
の
制
作
に
際
し
て
、
井
伏
鱒
二
が
、

一
方
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
動
向
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
、
あ
え
て
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
的
な
素
材
を
取
り
あ
げ
て
描
く
こ
こ
ろ
み
に
挑
戦
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
う
い
う
素
材
を
取
り
あ
げ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
は
異
な

る
自
己
独
自
の
文
学
世
界
を
切
り
開
く
た
め
に
は
、
独
自
の
観
点
と
創
作
方
法
と

を
確
立
す
る
必
要
が
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
こ
ろ
み
の
産
物
と
し
て
、「
炭
鉱

地
帯
病
院
」
や
「
生
き
た
い
と
い
ふ
」
の
よ
う
な
異
色
の
作
品
が
生
ま
れ
た
の
で

あ
る
。

�注
１

前
田
貞
昭
「『
炭
鉱
地
帯
病
院
』
管
見

「
私
」
の
機
能
と
作
品
構
造
を
め
ぐ
っ
て
」

（「
国
文
学
放
」
昭
和
６１
・
３
）

�注
２

�注
１
に
同
じ

�注
３

熊
谷
孝
『
井
伏
鱒
二
』（
鳩
の
森
書
房

昭
和
５３
・
７
）

�注
４

東
郷
克
美
「
井
伏
鱒
二
素
描

「
山
椒
魚
」
か
ら
、「
遙
拝
隊
長
」
へ

」（「
日
本

近
代
文
学
」
第
五
集

昭
和
４１
・
１１
）
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