
The Poems of Kotaro Takamura : An Appreciation
of Dotei (The Journey)(7)

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2007-03-01

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 飛高, 隆夫

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://otsuma.repo.nii.ac.jp/records/3386URL
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


高
村
光
太
郎
『
道
程
』
を
読
む
（
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牛
牛
は
の
ろ
の
ろ
と
歩
く

牛
は
野
で
も
山
で
も
道
で
も
川
で
も

自
分
の
行
き
た
い
と
こ
ろ
へ
は

ま
つ
す
ぐ
に
行
く

牛
は
た
だ
で
は
飛
ば
な
い
、
た
だ
で
は
躍
ら
な
い

が
ち
り
、
が
ち
り
と

牛
は
砂
を
掘
り
土
を
掘
り
石
を
は
ね
と
ば
し

や
つ
ぱ
り
牛
は
の
ろ
の
ろ
と
歩
く

牛
は
急
ぐ
事
を
し
な
い

牛
は
力
一
ぱ
い
に
地
面
を
頼
つ
て
行
く

自
分
を
載
せ
て
ゐ
る
自
然
の
力
を
信
じ
き
つ
て
行
く

ひ
と
足
、
ひ
と
足
、
牛
は
自
分
の
道
を
味
は
つ
て
行
く

ふ
み
出
す
足
は
必
然
だ

う
は
の
空
の
事
で
は
な
い

是
で
も
非
で
も

出
さ
な
い
で
は
堪
ら
な
い
足
を
出
す

牛
だ

出
し
た
が
最
後

牛
は
後
へ
は
か
へ
ら
な
い

そ
し
て
や
つ
ぱ
り
牛
は
の
ろ
の
ろ
と
歩
く

牛
は
が
む
し
や
ら
で
は
な
い

け
れ
ど
も
か
な
り
が
む
し
や
ら
だ

邪
魔
な
も
の
は
二
本
の
角
に
ひ
つ
か
け
る

牛
は
非
道
を
し
な
い

牛
は
た
だ
為
た
い
事
を
す
る

自
然
に
為
た
く
な
る
事
を
す
る

牛
は
判
断
を
し
な
い

け
れ
ど
も
牛
は
正
直
だ

牛
は
為
た
く
な
つ
て
為
た
事
に
後
悔
を
し
な
い

牛
の
為
た
事
は
牛
の
自
信
を
強
く
す
る

そ
れ
で
も
や
つ
ぱ
り
牛
は
の
ろ
の
ろ
と
歩
く

何
処
ま
で
も
歩
く

自
然
を
信
じ
切
つ
て

自
然
に
身
を
任
し
て

が
ち
り
、
が
ち
り
と
自
然
に
つ
つ
込
み
喰
ひ
込
ん
で

遅
れ
て
も
、
先
に
な
つ
て
も

自
分
の
道
を
自
分
で
行
く
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雲
に
も
の
ら
な
い

雨
を
も
呼
ば
な
い

水
の
上
を
も
泳
が
な
い

堅
い
大
地
に
蹄
を
つ
け
て

牛
は
平
凡
な
大
地
を
行
く

や
く
ざ
な
架
空
の
地
面
に
だ
ま
さ
れ
な
い

ひ
と
を
う
ら
や
ま
し
い
と
も
思
は
な
い

牛
は
自
分
の
孤
独
を
ち
や
ん
と
知
つ
て
ゐ
る

牛
は
喰
べ
た
も
の
を
又
喰
べ
な
が
ら

ぢ
つ
と
淋
し
さ
を
ふ
ん
ご
た
へ

さ
ら
に
深
く
、
さ
ら
に
大
き
い
孤
独
の
中
に
は
い
つ
て
行
く

牛
は
も
う
と
啼
い
て

そ
の
時
自
然
に
よ
び
か
け
る

自
然
は
や
つ
ぱ
り
も
う
と
こ
た
へ
る

牛
は
そ
れ
に
あ
や
さ
れ
る

そ
し
て
や
つ
ぱ
り
牛
は
の
ろ
の
ろ
と
歩
く

牛
は
馬
鹿
に
大
ま
か
で
、
か
な
り
無
器
用
だ

思
ひ
立
つ
て
も
や
る
ま
で
が
大
変
だ

や
り
は
じ
め
て
も
き
び
き
び
と
は
行
か
な
い

け
れ
ど
も
牛
は
馬
鹿
に
敏
感
だ

三
里
さ
き
の
け
だ
も
の
の
声
を
き
き
わ
け
る

最
善
最
美
を
直
覚
す
る

未
来
を
明
ら
か
に
予
感
す
る

見
よ

牛
の
眼
は
叡
智
に
か
が
や
く

そ
の
眼
は
自
然
の
形
と
魂
と
を
一
緒
に
見
ぬ
く

形
の
お
も
ち
や
を
喜
ば
な
い

魂
の
影
に
魅
せ
ら
れ
な
い

う
る
ほ
ひ
の
あ
る
や
さ
し
い
牛
の
眼

ま
つ
毛
の
長
い
黒
眼
が
ち
の
牛
の
眼

永
遠
を
日
常
に
よ
び
生
か
す
牛
の
眼

牛
の
眼
は
聖
者
の
眼
だ

牛
は
自
然
を
そ
の
通
り
に
ぢ
つ
と
見
る

見
つ
め
る

き
よ
ろ
き
よ
ろ
と
き
よ
ろ
つ
か
な
い

か
ど

眼
に
角
も
立
て
な
い

牛
が
自
然
を
見
る
事
は
牛
が
自
分
を
見
る
事
だ

外
を
見
る
と
一
緒
に
内
が
見
え

内
を
見
る
と
一
緒
に
外
が
見
え
る

こ
れ
は
牛
に
と
つ
て
の
努
力
ぢ
や
な
い

牛
に
と
つ
て
の
自
然
だ

そ
し
て
や
つ
ぱ
り
牛
は
の
ろ
の
ろ
と
歩
く

牛
は
随
分
強
情
だ

け
れ
ど
も
む
や
み
と
争
は
な
い

争
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
し
か
争
は
な
い

ふ
だ
ん
は
す
べ
て
を
た
だ
聞
い
て
ゐ
る

そ
し
て
自
分
の
仕
事
を
し
て
ゐ
る

い
の
ち

生
命
を
く
だ
い
て
力
を
出
す

牛
の
力
は
強
い

し
か
し
牛
の
力
は
潜
力
だ

ば

ね

弾
機
で
は
な
い

ね
ぢ
だ

坂
に
車
を
引
き
上
げ
る
ね
ぢ
の
力
だ

牛
が
邪
魔
者
を
つ
つ
か
け
て
は
ね
と
ば
す
時
は

き
れ
離
れ
の
い
い
手
際
だ
が

牛
の
力
は
ね
ば
り
つ
こ
い

ト
レ
ド
ア
ル

邪
悪
な
闘
牛
師
の
卑
劣
な
刃
に
か
か
る
時
で
も

十
本
二
十
本
の
槍
を
総
身
に
立
て
ら
れ
て
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よ
ろ
け
な
が
ら
も
つ
つ
か
け
る

つ
つ
か
け
る

牛
の
力
は
か
う
も
悲
壮
だ

牛
の
力
は
か
う
も
偉
大
だ

そ
れ
で
も
や
つ
ぱ
り
牛
は
の
ろ
の
ろ
と
歩
く

何
処
ま
で
も
歩
く

歩
き
な
が
ら
草
を
喰
ふ

大
地
か
ら
生
え
て
ゐ
る
草
を
喰
ふ

か
ら
だ

そ
し
て
大
き
な
体
を
肥
す

利
口
で
や
さ
し
い
眼
と

な
つ
こ
い
舌
と

か
た
い
爪
と

厳
粛
な
二
本
の
角
と

愛
情
に
満
ち
た
啼
声
と

す
ば
ら
し
い
筋
肉
と

正
直
な
涎
を
持
つ
た
大
き
な
牛

牛
は
の
ろ
の
ろ
と
歩
く

牛
は
大
地
を
ふ
み
し
め
て
歩
く

牛
は
平
凡
な
大
地
を
歩
く

（
十
二
月
七
日
）

「
牛
」
は
「
我
等
」
大
正
三
年
一
月
号
に
発
表
さ
れ
た
「
詩
数
篇
」
の
第
三
。
百

十
五
行
、
全
一
連
の
長
詩
で
あ
る
が
、
七
つ
の
段
落
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
段
落
。「
牛
は
の
ろ
の
ろ
と
歩
く
」
は
、
以
後
、「
や
つ
ぱ
り
牛
は
…
…
」

「
そ
し
て
や
つ
ぱ
り
牛
は
…
…
」「
そ
れ
で
も
や
つ
ぱ
り
牛
は
…
…
」「
そ
し
て
や
つ

ぱ
り
牛
は
…
…
」「
そ
し
て
や
つ
ぱ
り
牛
は
…
…
」「
そ
れ
で
も
や
つ
ぱ
り
牛
は
…

…
」
と
形
を
か
え
て
繰
り
返
さ
れ
、
詩
に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
リ
ズ
ム
を
与
え
る
と

と
も
に
、
段
落
を
形
成
し
て
い
る
。「
歩
く
」
は
初
出
で
は
「
歩
（
あ
る
）
く
」
と

ル
ビ
。「
歩
く
」
は
、
一
歩
一
歩
踏
み
し
め
て
進
む
。
牛
の
行
動
の
基
本
で
あ
り
、

生
き
る
姿
勢
で
あ
る
。
歩
き
方
は
、「
自
分
の
行
き
た
い
と
こ
ろ
へ
」「
ま
つ
す
ぐ

に
行
く
」
の
で
あ
る
。「
牛
は
た
だ
で
は
飛
ば
な
い
、
た
だ
で
は
躍
ら
な
い
」
は
、

牛
の
悠
然
と
し
た
よ
う
す
を
強
調
し
た
も
の
。「
た
だ
で
は
」
は
特
別
の
こ
と
が
な

い
限
り
は
、
の
意
味
で
あ
り
、
特
別
な
こ
と
が
あ
れ
ば
飛
ぶ
こ
と
も
暗
示
し
て
い

る
。「
が
ち
り
、
が
ち
り
と
／
…
…
は
ね
と
ば
し
」
は
、
牛
の
歩
み
の
力
強
く
、
自

然
に
食
い
入
っ
て
い
る
よ
う
す
の
表
現
。

第
二
段
落
。「
牛
は
急
ぐ
こ
と
を
し
な
い
」
―
―
こ
れ
も
、
牛
の
歩
き
方
の
、
つ

ま
り
、
生
き
方
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
る
。
他
に
左
右
さ
れ
ず
、
自
分
の
ペ
ー
ス

を
守
る
よ
う
す
で
あ
る
。「
牛
は
力
一
ぱ
い
に
…
…
／
…
…
信
じ
き
つ
て
行
く
」
の

「
地
面
」
は
「
自
然
」
の
具
体
的
な
表
れ
で
あ
り
、
生
き
る
基
盤
で
あ
る
。「
牛
」

の
直
前
に
書
か
れ
た
「
冬
の
詩
」
に
、「
自
然
を
忘
れ
る
な
、
自
然
を
た
の
め
」「
大

地
の
力
を
体
感
し
ろ
」
と
あ
っ
た
。
そ
の
「
大
地
」
で
あ
る
。
初
出
で
は
、「
頼
つ

て
」
は
「
頼
（
た
よ
）
つ
て
」
と
ル
ビ
、「
信
じ
き
つ
て
」
は
「
信
じ
切
つ
て
」。

「
牛
は
自
分
の
道
を
味
は
つ
て
行
く
」
と
い
う
の
は
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
深
く

考
え
な
が
ら
進
む
の
で
あ
る
。「
ふ
み
出
す
足
は
必
然
だ
」
は
、
内
部
の
必
然
的
な

力
に
う
な
が
さ
れ
て
進
ん
で
行
く
こ
と
。「
う
は
の
空
の
事
で
は
な
い
」
は
根
拠
の

な
い
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
前
の
行
を
言
葉
を
変
え
て
繰
り
返
し
た

も
の
。「
是
で
も
非
で
も
」
は
道
理
に
か
な
お
う
が
、
か
な
う
ま
い
が
。
善
悪
の
判

断
よ
り
も
、
内
心
の
必
然
の
要
求
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
初
出
で

は
、「
牛
は
後
へ
は
か
へ
ら
な
い
」
の
「
か
へ
ら
な
い
」
は
「
帰
ら
な
い
」。
次
行

も
同
じ
。「
か
へ
る
」
は
戻
る
こ
と
。

第
三
段
落
。「
牛
は
が
む
し
や
ら
で
は
な
い
」
は
、
牛
は
そ
の
本
質
と
し
て
、
決

し
て
、
向
こ
う
見
ず
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
。「
け
れ
ど
も
か
な
り
が
む
し
や
ら

だ
」
と
い
う
の
は
、
前
の
段
落
に
あ
る
よ
う
に
、
牛
は
「
是
で
も
非
で
も
／
出
さ

な
い
で
は
堪
ら
な
い
足
を
出
す
」
の
だ
か
ら
、
時
に
は
、「
か
な
り
が
む
し
や
ら
」

で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
邪
魔
な
も
の
は
二
本
の
角
に
ひ
つ
か
け
る
」

は
、「
が
む
し
や
ら
」
な
時
の
一
例
で
あ
る
。「
牛
は
非
道
を
し
な
い
」
は
続
く
二

行
と
関
係
が
あ
る
。
牛
が
「
非
道
」（
道
理
に
も
と
る
こ
と
）
を
し
な
い
の
は
、「
た

だ
為
た
い
事
を
す
る
」「
自
然
に
為
た
く
な
る
事
を
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。（
心
の
）
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「
自
然
」
に
従
っ
て
い
れ
ば
、
道
を
外
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
確
信
が
背
後
に

あ
る
。
第
二
段
落
の
、「
是
で
も
非
で
も
／
出
さ
な
い
で
は
堪
ら
な
い
足
を
出
す
」

が
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
も
、
同
じ
考
え
に
従
っ
て
い
る
。
初
出
で
は
、「
為
た
く
な

る
」
は
「
し
た
く
な
る
」。「
牛
は
判
断
を
し
な
い
」
の
は
、
結
果
に
つ
い
て
で
あ

る
。「
牛
は
為
た
く
な
つ
て
為
た
事
に
後
悔
し
な
い
」
は
、「
牛
は
判
断
を
し
な
い
」

と
重
な
る
。
内
面
の
要
求
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
結
果
は
重
視
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
牛
の
為
た
事
は
牛
の
自
信
を
強

く
す
る
」
の
は
、
自
然
の
要
求
に
従
っ
て
し
た
こ
と
に
誤
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
四
段
落
。「
何
処
ま
で
も
歩
く
」
は
、
牛
の
歩
み
に
終
り
の
な
い
こ
と
を
言
う
。

「
自
然
を
信
じ
切
つ
て
／
自
然
に
身
を
任
し
て
」
は
、
第
二
段
落
に
は
、「
自
分
を

載
せ
て
ゐ
る
自
然
の
力
を
信
じ
き
つ
て
」
と
あ
っ
た
。
牛
の
行
動
の
基
本
原
理
で

あ
る
。「
任
し
て
」
は
初
出
で
は
「
任
せ
て
」。「
が
ち
り
、
が
ち
り
と
自
然
に
つ
つ

込
み
喰
ひ
込
ん
で
」
は
、
第
一
段
落
に
は
、「
が
ち
り
、
が
ち
り
と
／
牛
は
砂
を
掘

り
土
を
掘
り
石
を
は
ね
と
ば
し
」
と
あ
っ
た
。「
遅
れ
て
も
、
先
に
な
つ
て
も
／
自

分
の
道
を
自
分
で
行
く
」
―
―
こ
の
あ
た
り
は
、
こ
の
詩
の
第
二
の
出
発
で
、
こ

こ
ま
で
に
書
い
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
直
し
て
い
る
、
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。「
雲

に
も
の
ら
な
い
／
雨
を
も
呼
ば
な
い
／
水
の
上
を
も
泳
が
な
い
」
は
、
竜
を
想
起

さ
せ
る
。
竜
は
深
淵
や
海
中
に
潜
み
、
時
に
自
由
に
空
中
を
飛
翔
し
て
、
雲
を
起

こ
し
雨
を
呼
ぶ
と
い
う
。
牛
は
突
飛
な
、
奇
跡
的
な
こ
と
と
は
無
縁
な
の
で
あ
る
。

続
い
て
、「
堅
い
大
地
に
蹄
を
つ
け
て
／
牛
は
平
凡
な
大
地
を
行
く
」
と
あ
る
。「
や

く
ざ
な
架
空
の
地
面
に
だ
ま
さ
れ
な
い
」
の
「
や
く
ざ
な
架
空
の
」
は
、
ま
と
も

で
な
い
、
想
像
上
の
、「
だ
ま
さ
れ
な
い
」
は
、
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
ほ

ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。「
ひ
と
を
」
は
初
出
で
は
「
他
を
」。「
牛
は
自
分
の
孤
独
を

ち
や
ん
と
知
つ
て
ゐ
る
」
―
―
「
さ
び
し
き
み
ち
」「
人
類
の
泉
」
以
後
、「
孤
独
」

へ
の
言
及
は
繰
り
返
さ
れ
、
次
第
に
そ
の
意
味
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
前
作
「
冬

の
詩
」
に
は
、「
孤
独
を
恐
れ
る
な
、
万
人
に
わ
か
ら
せ
よ
う
と
す
る
な
、
第
二
義

に
生
き
る
な
」
と
あ
っ
た
。「
牛
は
喰
べ
た
も
の
を
又
喰
べ
な
が
ら
」
は
、
反
芻
動

物
で
あ
る
牛
が
、
一
度
の
み
こ
ん
だ
食
物
を
再
び
口
中
に
戻
し
、
さ
ら
に
咀
嚼
し

て
再
び
の
み
こ
む
こ
と
に
託
し
て
、「
自
分
の
孤
独
」
を
噛
み
し
め
る
こ
と
を
言
う
。

「
ふ
ん
ご
た
へ
」
は
「
ふ
み
こ
た
へ
」
の
音
便
。「
さ
ら
に
深
く
、
さ
ら
に
大
き
い

孤
独
の
中
に
は
い
つ
て
行
く
」
の
「
孤
独
の
中
に
」
は
初
出
で
は
「
孤
独
に
」。「
冬

の
詩
」
に
は
、「
孤
独
に
深
入
り
せ
よ
」
と
あ
っ
た
。
孤
独
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い

ほ
ど
、
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
魂
は
成
長
す
る
の
で
あ
る
。「
牛
は
も
う
と
啼
い
て

／
そ
の
時
自
然
に
よ
び
か
け
る
」
の
「
そ
の
時
」
は
「
孤
独
」
を
感
じ
た
時
。「
自

然
に
よ
び
か
け
る
」
の
は
、「
自
然
を
信
じ
切
つ
て
／
自
然
に
身
を
任
し
て
」
い
る

か
ら
で
あ
る
。「
自
然
は
や
つ
ぱ
り
も
う
と
こ
た
へ
る
」
は
、
孤
独
の
中
で
自
然
と

交
流
し
、
一
体
化
し
て
い
る
こ
と
の
表
現
。「
牛
は
そ
れ
に
あ
や
さ
れ
る
」
の
「
あ

や
す
」
は
幼
児
が
機
嫌
よ
く
な
る
よ
う
に
な
だ
め
る
こ
と
。
つ
ま
り
、
自
然
と
牛

は
、
い
う
な
ら
ば
、
親
と
子
（
の
ち
に
書
か
れ
る
詩
「
道
程
」
の
内
容
を
先
取
り

す
れ
ば
、
父
と
子
）
の
関
係
で
あ
る
。

第
五
段
落
。「
牛
は
馬
鹿
に
大
ま
か
で
」
の
「
馬
鹿
に
」
は
、
は
な
は
だ
、
非
常

に
、
の
意
。「
馬
鹿
に
大
ま
か
で
、
か
な
り
無
器
用
だ
」
と
い
う
の
は
、
続
く
二
行

か
ら
、
行
動
が
機
敏
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
く
せ
、「
牛
は
馬
鹿
に

敏
感
」
な
の
で
あ
る
。「
三
里
さ
き
の
け
だ
も
の
の
声
を
き
き
分
け
る
」
と
い
う
の

は
、
牛
の
習
性
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
遠
い
同
族
の
存
在
を
敏
感
に
感
じ
取
り
、

慰
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
二
行
、「
最
善
最
美
を
直
覚
す
る
／
未
来
を
明
ら

か
に
予
感
す
る
」
は
、
芸
術
家
の
叡
智
の
働
き
に
重
な
る
。
第
四
段
落
の
後
半
で
、

牛
の
孤
独
を
問
題
に
し
た
あ
た
り
か
ら
、
牛
と
光
太
郎
自
身
と
の
一
体
化
の
動
き

が
顕
在
化
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
「
叡
知
」
は
、「
自
然
の
形
と
魂
と
を
一
緒
に
見

ぬ
く
」、
つ
ま
り
自
然
の
全
体
、
本
質
を
一
挙
に
見
ぬ
き
、「
形
の
お
も
ち
や
を
喜

ば
な
い
」、
つ
ま
り
表
面
的
な
慰
め
に
惑
わ
さ
れ
ず
（
第
四
段
落
に
「
や
く
ざ
な
架

空
の
地
面
に
だ
ま
さ
れ
な
い
」
と
あ
っ
た
）、「
魂
の
影
に
魅
せ
ら
れ
な
い
」、
つ
ま

り
魅
せ
ら
れ
る
の
は
魂
の
実
質
に
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
形
骸
に
心
引
か
れ
る
こ

と
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
自
然
の
ま
こ
と
を
喜
び
、
魂
の
真
実
に
魅
せ
ら

れ
る
こ
と
の
表
現
で
あ
る
。
次
に
、
そ
の
牛
の
眼
が
、「
う
る
ほ
ひ
の
あ
る
や
さ
し

い
牛
の
眼
」「
ま
つ
毛
の
長
い
黒
眼
が
ち
の
牛
の
眼
」（
初
出
で
は
「
黒
眼
」
は
「
黒

瞳
」）
と
具
体
的
に
描
写
さ
れ
る
。
し
か
し
、
次
の
行
で
は
ま
た
、「
永
遠
を
日
常

に
よ
び
生
か
す
牛
の
眼
」
と
飛
躍
す
る
。
大
正
元
年
八
月
作
の
「
お
そ
れ
」
の
、
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「
世
界
を
夢
に
導
き
、
刹
那
を
永
遠
に
置
き
か
へ
よ
う
と
す
る
月
」「
私
の
魂
は
永

遠
を
お
も
ひ
／
私
の
肉
眼
は
万
物
に
無
限
の
価
値
を
見
る
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
、

永
遠
に
ひ
と
し
い
価
値
を
持
つ
瞬
間
が
存
在
す
る
と
い
う
把
握
か
ら
す
れ
ば
、「
永

遠
を
日
常
に
よ
び
生
か
す
」
と
は
、
永
遠
に
ひ
と
し
い
価
値
を
持
つ
日
常
を
生
き

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
「
お
そ
れ
」
に
従
え
ば
、
そ
こ
に
は
、
永
遠

の
愛
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
眼
は
「
聖
者
」（
聖
人
）
に
こ
そ
ふ
さ

わ
し
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
聖
者
」
は
、
宗
教
的
な
存
在
で
は
な
く
、「
知
徳
が
最

も
す
ぐ
れ
、
万
人
が
仰
ぎ
師
表
と
す
べ
き
人
」（『
広
辞
苑
』
第
五
版
）
と
い
う
の

が
近
い
で
あ
ろ
う
。「
牛
は
自
然
を
そ
の
通
り
に
ぢ
つ
と
見
る
」
の
「
そ
の
通
り
」

は
あ
る
が
ま
ま
に
。
初
出
で
は
、「
そ
の
」
は
「
其
の
」。「
き
よ
ろ
つ
か
な
い
」
の

「
き
よ
ろ
つ
く
」
は
、
目
玉
を
動
か
し
て
、
落
ち
着
か
な
い
よ
う
す
で
、
あ
た
り
を

見
ま
わ
す
こ
と
。「
眼
に
角
も
立
て
な
い
」
の
「
眼
に
角
を
立
て
る
」
は
、
怒
り
を

ふ
く
ん
で
、
鋭
い
目
つ
き
で
見
る
こ
と
。「
牛
が
自
然
を
見
る
事
は
牛
が
自
分
を
見

る
事
だ
」
は
、
牛
は
自
然
と
一
体
化
し
て
い
る
か
ら
。「
自
然
を
信
じ
切
つ
て
／
自

然
に
身
を
任
し
て
」（
第
四
段
落
）、
牛
は
自
然
と
一
体
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

だ
か
ら
、
牛
が
「
外
を
見
る
と
一
緒
に
内
が
見
え
／
内
を
見
る
と
一
緒
に
外
が
見

え
る
」
の
で
あ
る
。「
外
」
は
自
然
、「
内
」
は
牛
の
内
面
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

う
で
あ
る
以
上
、「
こ
れ
は
牛
に
と
つ
て
の
努
力
ぢ
や
な
い
／
牛
に
と
つ
て
の
当
然

だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
然
、
当
然
、
必
然
で
あ
る
。

第
六
段
落
。「
牛
は
随
分
強
情
だ
／
け
れ
ど
も
む
や
み
と
は
争
は
な
い
」
は
、
第

五
段
落
の
「
牛
は
馬
鹿
に
大
ま
か
で
、
か
な
り
無
器
用
だ
／
（
中
略
）
／
け
れ
ど

も
牛
は
馬
鹿
に
敏
感
だ
」
と
同
じ
言
い
回
し
で
あ
る
。「
け
れ
ど
も
」
以
下
に
中
心

が
あ
る
。「
争
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
し
か
争
は
な
い
」
の
「
争
は
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
時
」
と
は
、
争
う
こ
と
が
自
分
の
内
面
の
必
然
に
発
し
た
要
求
で
あ
る
時

で
あ
る
。「
ふ
だ
ん
は
す
べ
て
を
た
だ
聞
い
て
ゐ
る
／
そ
し
て
自
分
の
仕
事
を
し
て

ゐ
る
」
は
孤
独
に
深
入
り
し
、
孤
独
に
徹
し
て
、
仕
事
に
熱
中
し
て
い
る
よ
う
す

で
あ
る
。「
生
命
を
く
だ
い
て
力
を
出
す
」
は
、
仕
事
に
は
、
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

「
生
命
」
イ
コ
ー
ル
「
力
」
と
い
う
認
識
が
見
ら
れ
る
。
大
正
二
年
二
月
作
の
「
人

に
」
で
は
、「
生
で
あ
る
／
力
で
あ
る
」
と
「
生
」
と
「
力
」
と
が
、
ま
た
、
大
正

二
年
十
一
月
作
の
「
山
」
で
は
「『
無
窮
』
の
力
を
た
た
へ
ろ
／
『
無
窮
』
の
生
命

を
た
た
へ
ろ
」
と
、「
力
」
と
「
生
命
」
と
が
並
列
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
牛
」
と

同
時
発
表
の
「
粘
土
」（『
道
程
』
未
収
録
）
に
、「
僕
は
生
（
い
の
ち
）
を
削
つ
て

生
（
い
の
ち
）
を
肥
や
す
」
と
あ
る
。「
生
命
」
は
初
出
で
は
「
生
（
い
の
ち
）」。

「
牛
の
力
は
潜
力
だ
」
の
「
潜
力
」
は
、
内
に
ひ
そ
ん
で
い
る
力
。
こ
の
言
葉
は
、

『
道
程
』
に
お
い
て
、
こ
こ
に
初
め
て
使
わ
れ
て
い
る
。「
弾
機
で
は
な
い
／
ね
ぢ

だ
」
は
、
牛
の
力
は
、
瞬
発
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ゆ
っ
く
り
と
、
じ
わ
じ
わ
と

働
く
力
だ
、
と
い
う
こ
と
。
二
行
お
い
て
、「
牛
の
力
は
ね
ば
り
つ
こ
い
」
と
念
を

お
さ
れ
る
。「
切
れ
離
れ
の
い
い
手
際
」
は
、
思
い
切
り
の
い
い
で
き
ば
え
。「
闘

牛
師
」
は
「
闘
牛
士
」。「
闘
牛
」
は
徒
歩
ま
た
は
騎
乗
の
闘
牛
士
と
牛
と
の
決
死

的
闘
技
。
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
で
行
わ
れ
た
が
、
今
は
ス
ペ
イ
ン
の
国
技
と
し
て

知
ら
れ
る
。
ル
ビ
の
「
ト
レ
ド
ア
ル
」
は
「
ト
レ
ア
ド
ル
」
の
誤
植
。
初
出
で
は

「
ト
レ
ア
ド
ル
」。「
総
身
」
は
全
身
。
闘
牛
士
に
全
身
に
槍
を
立
て
ら
れ
て
、「
よ

ろ
け
な
が
ら
も
つ
つ
か
け
る
」「
牛
の
力
は
か
う
も
悲
壮
だ
／
か
う
も
偉
大
だ
」
は
、

「
生
命
を
く
だ
い
て
力
を
出
す
」
牛
の
生
き
方
を
具
体
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

第
七
段
落
。
牛
が
、「
大
地
か
ら
生
え
て
ゐ
る
草
を
喰
ふ
／
そ
し
て
大
き
な
体
を

肥
す
」
と
い
う
の
は
、
牛
の
生
命
の
糧
が
大
地
、
つ
ま
り
、
直
接
、
自
然
か
ら
生

ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
い
、
牛
が
、
あ
く
ま
で
、
自
然
と
と
も
に
あ
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
牛
」
は
、
の
ろ
の
ろ
と
歩
き
、
自
然
を
信
じ
、
自
然
に
身
を

任
せ
、
し
た
い
こ
と
を
し
、
孤
独
と
淋
し
さ
に
堪
え
、
叡
智
に
耀
き
、
仕
事
に
い

の
ち
を
砕
く
牛
の
姿
に
、
光
太
郎
自
身
の
人
生
態
度
を
寓
し
た
も
の
で
あ
る
。
文

中
、
前
作
「
冬
の
詩
」
を
多
く
引
用
し
た
が
、
こ
の
時
期
に
、
光
太
郎
の
人
生
態

度
の
確
立
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

僕

等

僕
は
あ
な
た
を
お
も
ふ
た
び
に
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一
ば
ん
ぢ
か
に
永
遠
を
感
じ
る

僕
が
あ
り
、
あ
な
た
が
あ
る

自
分
は
こ
れ
に
尽
き
て
ゐ
る

僕
の
い
の
ち
と
、
あ
な
た
の
い
の
ち
と
が

よ
れ
合
ひ
、
も
つ
れ
合
ひ
、
と
け
合
ひ

渾
沌
と
し
た
は
じ
め
に
か
へ
る

す
べ
て
の
差
別
見
は
僕
等
の
間
に
価
値
を
失
ふ

僕
等
に
と
つ
て
は
凡
て
が
絶
対
だ

そ
こ
に
は
世
に
い
ふ
男
女
の
戦
が
な
い

信
仰
と
敬
虔
と
恋
愛
と
自
由
と
が
あ
る

そ
し
て
大
変
な
力
と
権
威
と
が
あ
る

人
間
の
一
端
と
他
端
と
の
融
合
だ

僕
は
丁
度
自
然
を
信
じ
切
る
心
安
さ
で

僕
等
の
い
の
ち
を
信
じ
て
ゐ
る

そ
し
て
世
間
と
い
ふ
も
の
を
蹂
躙
し
て
ゐ
る

頑
固
な
俗
情
に
打
ち
勝
つ
て
ゐ
る

二
人
は
は
る
か
に
其
処
を
の
り
超
え
て
ゐ
る

僕
は
自
分
の
痛
さ
が
あ
な
た
の
痛
さ
で
あ
る
事
を
感
じ
る

自
分
を
恃
む
や
う
に
あ
な
た
を
た
の
む

自
分
が
伸
び
て
ゆ
く
の
は
あ
な
た
が
育
つ
て
行
く
事
だ
と
お
も
つ
て
ゐ
る

僕
は
い
く
ら
早
足
に
歩
い
て
も
あ
な
た
を
置
き
去
り
に
す
る
事
は
な
い
と
信

じ
、
安
心
し
て
ゐ
る

僕
が
活
力
に
み
ち
て
る
様
に

あ
な
た
は
若
若
し
さ
に
か
が
や
い
て
ゐ
る

あ
な
た
は
火
だ

あ
な
た
は
僕
に
古
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
新
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る

僕
に
と
つ
て
あ
な
た
は
新
奇
の
無
尽
蔵
だ

凡
て
の
枝
葉
を
取
り
去
つ
た
現
実
の
か
た
ま
り
だ

あ
な
た
の
せ
つ
ぷ
ん
は
僕
に
う
る
ほ
ひ
を
与
え

あ
な
た
の
抱
擁
は
僕
に
極
甚
の
滋
味
を
与
へ
る

あ
な
た
の
冷
た
い
手
足

あ
な
た
の
重
た
く
、
ま
ろ
い
か
ら
だ

あ
な
た
の
燐
光
の
や
う
な
皮
膚

そ
の
四
肢
胴
体
を
つ
ら
ぬ
く
生
き
も
の
の
力

か
て

此
等
は
み
な
僕
の
最
良
の
い
の
ち
の
糧
と
な
る
も
の
だ

あ
な
た
は
僕
を
た
の
み

あ
な
た
は
僕
に
生
き
る

そ
れ
が
す
べ
て
あ
な
た
自
身
を
生
か
す
事
だ

僕
等
は
い
の
ち
を
惜
し
む

僕
等
は
休
む
事
を
し
な
い

僕
等
は
高
く
、
ど
こ
ま
で
も
高
く
僕
等
を
押
し
上
げ
て
ゆ
か
な
い
で
は
た
ま

ら
な
い

伸
び
な
い
で
は

大
き
く
な
り
き
ら
な
い
で
は

深
く
な
り
通
さ
な
い
で
は

マ
マ

―
―
何
と
い
う
光
だ
、
何
と
い
ふ
喜
だ

（
十
二
月
九
日
）

「
僕
等
」
は
「
我
等
」
大
正
三
年
一
月
号
に
発
表
さ
れ
た
「
詩
数
篇
」
の
第
四
。

『
智
恵
子
抄
』
に
収
録
。『
道
程
』
で
は
三
連
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
が
、
改
ペ
ー

ジ
の
た
め
の
印
刷
の
あ
や
ま
り
と
判
断
し
て
、
初
出
の
形
に
従
う
。

光
太
郎
は
、
二
人
の
間
に
働
く
恋
愛
感
情
を
強
く
意
識
し
は
じ
め
た
こ
ろ
に
書

い
た
「
お
そ
れ
」
に
お
い
て
、
智
恵
子
を
「
月
」
に
た
と
え
、
そ
の
月
は
、「
世
界

を
夢
に
導
き
、
刹
那
を
永
遠
に
置
き
か
へ
よ
う
と
す
る
も
の
」
と
意
味
づ
け
て
い

る
。「
僕
等
」
の
二
日
前
に
書
か
れ
、
同
時
に
発
表
さ
れ
た
「
牛
」
に
は
、「
永
遠

を
日
常
に
よ
び
生
か
す
」
と
い
う
詩
句
が
あ
る
。
こ
の
詩
句
に
つ
い
て
は
、
永
遠

に
ひ
と
し
い
価
値
を
持
つ
日
常
を
生
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
解
説
し

た
。
そ
し
て
今
、「
僕
は
あ
な
た
を
思
ふ
た
び
に
／
一
ば
ん
ぢ
か
に
永
遠
を
感
じ
る
」
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と
い
う
の
で
あ
る
。「
お
そ
れ
」
に
従
え
ば
、「
永
遠
」
を
思
う
と
き
、「
肉
眼
は
万

物
に
無
限
の
価
値
を
見
る
」
の
で
あ
る
。
す
べ
て
が
、
こ
の
上
な
く
貴
く
思
わ
れ

る
、
と
い
う
の
は
、
非
常
な
謙
遜
の
姿
勢
を
示
す
と
と
も
に
、
至
福
の
状
態
の
表

現
で
あ
ろ
う
。「
一
ば
ん
ぢ
か
に
」
と
い
う
の
は
、「
あ
な
た
」
イ
コ
ー
ル
「
永
遠
」

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
お
も
ふ
」
は
初
出
で
は
「
思
ふ
」。「
僕
が
あ
り
、
あ
な

た
が
あ
る
／
自
分
は
こ
れ
に
尽
き
て
ゐ
る
」
と
い
う
の
は
、
冒
頭
の
二
行
を
受
け

て
、
自
然
、
当
然
の
表
現
と
い
え
る
。
た
だ
し
、「
自
分
」
は
、
初
出
で
は
「
自
然
」

で
、『
智
恵
子
抄
』
で
は
「
自
然
」
に
戻
っ
て
い
る
。『
道
程
』
の
誤
植
と
み
る
こ

と
も
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
、「
自
然
」
は
世
界
の
意
で
あ
ろ
う
。「
僕
の
い
の
ち

と
、
あ
な
た
の
い
の
ち
と
が
／
…
…
／
渾
沌
と
し
た
は
じ
め
に
か
へ
る
」
の
「
い

の
ち
」
は
、
初
出
で
は
「
生
」
に
「
い
の
ち
」
と
ル
ビ
。
以
下
、
す
べ
て
同
じ
。

「
渾
沌
と
し
た
は
じ
め
に
か
へ
る
」
は
、
二
人
の
生
命
が
ま
っ
た
く
一
体
化
す
る
よ

う
す
の
表
現
。「
渾
沌
」
は
、
世
界
の
初
め
、
天
と
地
と
の
ま
だ
分
か
れ
て
い
な
い

状
態
を
い
う
。「
す
べ
て
の
差
別
見
」
は
、「
す
べ
て
の
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
根

本
に
あ
る
の
は
、
後
続
の
詩
行
か
ら
見
て
、
男
女
の
間
に
差
別
を
つ
け
る
見
方
で

あ
ろ
う
。「
僕
等
に
と
つ
て
は
凡
て
が
絶
対
だ
」
は
、
二
人
の
あ
い
だ
で
は
、
お
互

い
の
す
べ
て
が
絶
対
的
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。「
そ
こ
に
は
世
に

い
ふ
男
女
の
戦
が
な
い
」
の
「
そ
こ
に
は
」
は
「
僕
等
」
の
あ
い
だ
に
は
、「
世
に

い
ふ
男
女
の
戦
」
は
、
恋
愛
や
結
婚
生
活
は
男
女
間
の
戦
い
で
あ
る
と
い
う
俗
説

を
い
う
。
代
わ
り
に
、「
信
仰
と
敬
虔
と
恋
愛
と
自
由
が
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
信
仰
」
は
、
お
互
い
に
信
じ
あ
い
尊
敬
し
あ
う
、
の
意
味
で
あ
ろ
う
。「
そ
し
て

大
変
な
力
と
権
威
と
が
あ
る
」
の
「
大
変
な
力
と
権
威
」
は
、
前
行
の
「
信
仰
と

敬
虔
と
恋
愛
と
自
由
」
と
か
ら
、
自
然
に
発
生
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
力
と

権
威
」
は
、
あ
え
て
対
象
を
必
要
と
し
な
い
、
精
神
的
、
道
徳
的
な
も
の
で
あ
ろ

う
。「
人
間
の
一
端
と
他
端
と
の
結
合
だ
」
の
「
一
端
と
他
端
」
と
は
、
男
と
女
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
男
女
を
人
間
の
両
端
で
あ
る
と
、
そ
の
差
異
は
認
め
る
が
、

そ
こ
に
差
別
の
意
識
を
入
り
込
ま
せ
な
い
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。「
僕
等
に
と

つ
て
は
凡
て
が
絶
対
で
あ
る
」
と
い
う
以
上
、
僕
等
の
間
に
「
男
女
の
戦
が
な
い
」

の
は
、
一
見
、
当
然
の
よ
う
で
あ
る
が
、
僕
等
が
「
人
間
の
一
端
と
他
端
の
結
合
」

で
あ
る
か
ら
に
は
、
い
く
ら
差
別
の
意
識
を
入
り
込
ま
せ
な
い
、
と
力
ん
で
見
て

も
、
そ
れ
は
空
し
い
、
言
葉
の
上
だ
け
の
結
果
に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
。
光
太
郎
は

の
ち
に
「
智
恵
子
の
半
生
」
に
お
い
て
、「
彼
女
も
私
も
同
じ
様
な
造
型
美
術
家
な

の
で
、
時
間
の
使
用
に
つ
い
て
中
々
む
つ
か
し
い
や
り
く
り
が
必
要
で
あ
つ
た
。

互
に
そ
の
仕
事
に
熱
中
す
れ
ば
一
日
中
二
人
と
も
食
事
も
出
来
ず
、
掃
除
も
出
来

ず
、
用
事
も
足
せ
ず
、
一
切
の
生
活
が
停
頓
し
て
し
ま
ふ
。
さ
う
い
ふ
日
々
も
か

な
り
重
な
り
、
結
局
や
つ
ぱ
り
女
性
で
あ
る
彼
女
の
方
が
家
庭
内
の
雑
事
を
処
理

せ
ね
ば
な
ら
ず
（
中
略
）
ま
す
ま
す
彼
女
の
絵
画
勉
強
の
時
間
が
食
は
れ
る
事
に

な
る
の
で
あ
つ
た
。」
と
書
き
、
そ
れ
を
「
彼
女
が
つ
ひ
に
精
神
の
破
綻
を
来
す
に

至
つ
た
」
第
一
の
原
因
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
事
の
背
後
に
こ
そ
、
光
太
郎
は
意
識
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、「
男
女
の

戦
」
は
ひ
そ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

「
僕
は
丁
度
自
然
を
信
じ
切
る
心
安
さ
で
／
僕
等
の
い
の
ち
を
信
じ
て
ゐ
る
」
と

言
い
切
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
二
人
の
「
い
の
ち
」
は
、「
必
然
の
理
法
と
、
内

心
の
要
求
と
、
叡
智
の
暗
示
と
に
」（「
或
る
宵
」
大
正
元
・
１０
作
）
し
た
が
っ
て

い
る
、
と
い
う
確
信
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、「
世
間
」
や
「
俗

情
」
に
言
及
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
光
太
郎
の
苦
渋
も
あ
る
。「
頑

固
な
俗
情
に
打
ち
勝
つ
て
ゐ
る
」
は
、
実
情
に
即
せ
ば
、
打
ち
勝
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
蹂
躙
」
は
ふ
み
に
じ
る
こ
と
。「
二
人
は
は

る
か
に
其
処
を
の
り
超
え
て
ゐ
る
」
の
「
は
る
か
」
は
初
出
で
は
「
遥
か
」、「
の

り
超
え
て
」
は
「
乗
り
超
え
て
」。
こ
こ
も
、「
の
り
超
え
て
ゐ
る
」
と
信
じ
た
い
、

と
い
う
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
。

「
僕
は
自
分
の
痛
さ
が
あ
な
た
の
痛
さ
で
あ
る
事
を
感
じ
る
」
以
下
の
五
行
は
、

ふ
た
り
の
完
全
な
一
体
感
に
対
す
る
確
信
の
表
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
、

「
あ
な
た
の
痛
さ
が
自
分
の
痛
さ
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
の
示
さ
れ
な
い
こ
と
は
、

大
正
二
年
三
月
作
の
「
人
類
の
泉
」
に
、「
あ
な
た
は
私
の
為
め
に
生
れ
た
の
だ
」

と
あ
り
な
が
ら
、「
私
は
あ
な
た
の
為
め
に
生
れ
た
の
だ
」
と
続
か
な
い
こ
と
と
同

じ
問
題
を
含
ん
で
い
る
。「
恃
む
」
は
力
と
す
る
。「
自
分
が
伸
び
て
ゆ
く
の
は
」

の
「
ゆ
く
の
は
」
は
初
出
で
は
、「
伸
び
て
ゆ
く
の
も
」。
一
体
感
と
い
っ
た
が
、
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「
自
分
が
伸
び
て
ゆ
く
の
は
あ
な
た
が
育
つ
て
行
く
事
だ
」
に
は
、
や
は
り
、
自
分

が
主
で
智
恵
子
が
従
と
い
う
光
太
郎
の
意
識
が
す
け
て
み
え
る
、
と
い
わ
れ
て
も

仕
方
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
づ
く
「
僕
は
い
く
ら
早
足
に
歩
い
て
も
あ
な
た

を
置
き
去
り
に
す
る
事
は
な
い
」
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
智
恵
子
へ
の
信

頼
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
智
恵
子
の
速
度
に
合
わ
せ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
歩
く
」
は
、「
い
の
ち
」
を
の
ば
し
、
成
長
す
る
こ
と
。

「
置
き
去
り
」
は
初
出
で
は
「
置
き
ざ
り
」。「
あ
な
た
は
若
若
し
さ
に
か
が
や
い
て

ゐ
る
」
の
「
若
若
し
さ
」
は
初
出
で
は
「
わ
か
わ
か
し
さ
」、「
ゐ
る
」
は
「
え
る
」

と
誤
植
。「
あ
な
た
は
火
だ
」
の
「
火
」
は
光
り
と
熱
を
発
す
る
神
聖
な
も
の
。「
あ

な
た
は
僕
に
古
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
新
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
」
の
「
古
く
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
」
は
、
時
間
が
た
て
ば
た
つ
ほ
ど
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
知
れ
ば

知
る
ほ
ど
、
新
鮮
さ
を
感
じ
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
か
。
だ
か
ら
、「
僕
に
と
つ
て

あ
な
た
は
新
奇
の
無
尽
蔵
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
新
奇
」
は
目
新
し
く
、
普

通
で
な
い
こ
と
。「
無
尽
蔵
」
は
取
っ
て
も
取
っ
て
も
尽
き
な
い
こ
と
。「
凡
て
の

枝
葉
を
取
り
去
つ
た
現
実
の
か
た
ま
り
だ
」
は
、
同
時
に
発
表
さ
れ
た
短
詩
「
現

実
」
―
―
「
感
激
の
枝
葉
を
刈
れ
／
感
動
の
根
を
お
さ
へ
ろ
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
。

こ
の
短
詩
は
、
表
現
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
人
生
的
に
読
め
ば
、「
現

実
」
は
「
実
現
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
質
的
な
も
の
の
現
れ
で
あ
る
。「
あ
な

た
の
せ
つ
ぷ
ん
は
僕
に
う
る
ほ
ひ
を
与
へ
」
以
下
の
六
行
は
、「
あ
な
た
」
の
「
生

き
も
の
」
と
し
て
の
魅
力
を
肉
体
に
即
し
て
語
っ
た
も
の
。「
極
甚
の
滋
味
」
は
、

こ
の
上
な
く
豊
か
な
深
い
味
わ
い
。「
燐
光
の
や
う
な
」
は
、
青
白
く
輝
く
と
い
う

こ
と
。「
そ
の
四
肢
胴
体
を
つ
ら
ぬ
く
生
き
も
の
の
力
」
―
―
女
の
「
生
き
も
の
の

力
」
は
、
明
治
四
十
四
年
七
月
作
の
「
け
も
の
」
に
お
い
て
は
、「
き
た
な
ら
し
く
」

「
い
ま
は
し
い
も
の
」
と
し
て
否
定
的
に
把
握
さ
れ
て
い
た
が
、
今
や
、
賛
嘆
さ
れ

る
も
の
に
変
化
し
て
い
る
。
女
こ
そ
自
然
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
あ

な
た
」
の
肉
体
は
、「
僕
の
最
良
の
い
の
ち
の
糧
と
な
る
も
の
」
で
あ
る
と
認
識
さ

れ
る
。「
糧
」
の
ル
ビ
は
『
道
程
』
で
は
「
か
へ
」
で
あ
る
が
、
誤
植
と
見
て
訂
正

し
た
。
初
出
に
は
ル
ビ
な
し
。「
よ
ろ
こ
び
を
告
ぐ
」
に
は
、「
す
べ
て
の
生
（
い

の
ち
）
か
ら
生
（
い
の
ち
）
の
肥
料
を
求
め
る
だ
ら
う
」
と
あ
っ
た
が
、
光
太
郎

は
、
今
や
「
最
良
の
い
の
ち
の
糧
」
を
得
た
の
で
あ
る
。「
あ
な
た
」
は
「
僕
」
の

成
長
を
助
け
る
。
一
方
、「
あ
な
た
は
僕
を
た
の
み
／
あ
な
た
は
僕
に
生
き
る
」、

つ
ま
り
、「
あ
な
た
」
は
「
僕
」
を
た
の
み
と
し
、「
僕
」
に
よ
っ
て
生
き
る
、「
そ

れ
が
す
べ
て
あ
な
た
自
身
を
生
か
す
事
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
第
二

十
一
行
で
は
「
自
分
を
恃
む
や
う
に
あ
な
た
を
た
の
む
」
と
い
っ
て
い
た
の
に
、

こ
こ
で
は
、
第
二
十
二
行
「
自
分
が
伸
び
て
ゆ
く
の
は
あ
な
た
が
育
つ
て
行
く
事

だ
と
お
も
つ
て
ゐ
る
」
と
同
じ
、「
僕
」
が
主
で
「
あ
な
た
」
が
従
と
い
う
関
係
が

打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。「
僕
等
は
い
の
ち
を
惜
し
む
」
の
「
惜
し
む
」
は
、
大
切
に

す
る
、
い
つ
く
し
む
、
の
意
。「
僕
等
は
高
く
、
ど
こ
ま
で
も
高
く
」
は
精
神
的
に
、

で
あ
る
。
初
出
で
は
「
ど
こ
ま
で
も
」
は
な
し
。「
僕
等
を
押
し
上
げ
て
ゆ
か
な
い

で
は
た
ま
ら
な
い
」
は
、
初
出
で
は
、「
ゆ
か
な
い
で
は
」
は
「
行
か
な
い
で
は
」、

「
た
ま
ら
な
い
」
は
「
た
ま
ら
れ
な
い
」。「
た
ま
ら
な
い
」
は
我
慢
で
き
な
い
、
の

意
。「
伸
び
な
い
で
は
」
以
下
の
三
行
は
、
初
出
で
は
一
行
仕
立
て
。
い
ず
れ
の
行

も
、「
た
ま
ら
な
い
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。「
―
―
何
と
い
ふ
光
だ
、
何
と
い
ふ

マ
マ喜
だ
」
の
「
光
」
は
「
僕
等
」
の
未
来
を
祝
福
す
る
光
で
あ
り
、「
喜
」
は
、
そ
の

祝
福
を
受
け
る
「
僕
等
」
の
心
に
湧
く
喜
び
で
あ
ろ
う
。「
何
と
い
ふ
喜
だ
」
は
初

出
で
は
「
何
と
い
ふ
よ
ろ
こ
び
だ
！
」。

こ
の
詩
は
、
自
分
た
ち
の
愛
の
形
と
、
二
人
の
一
体
感
を
う
た
い
、
ま
た
愛
人

の
素
晴
ら
し
さ
を
た
た
え
、
二
人
は
大
い
な
る
光
の
中
を
深
い
喜
び
を
も
っ
て
成

長
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
強
い
確
信
を
も
っ
て
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
光
太
郎
の
語
る
一
体
感
、
二
人
の
生
き
方
に
、「
僕
」（
光
太
郎
）
が
主

で
あ
り
、「
あ
な
た
」（
智
恵
子
）
が
従
で
あ
る
と
い
う
男
性
中
心
の
意
識
が
、「
人

類
の
泉
」
と
同
様
に
、
ど
う
し
て
も
透
け
て
見
え
る
の
で
あ
る
。

一
九
一
四
年
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道
程

僕
の
前
に
道
は
な
い

僕
の
後
ろ
に
道
は
出
来
る

あ
あ
、
自
然
よ

父
よ

僕
を
一
人
立
ち
に
さ
せ
た
広
大
な
父
よ

僕
か
ら
目
を
離
さ
な
い
で
守
る
事
を
せ
よ

常
に
父
の
気
魄
を
僕
に
充
た
せ
よ

こ
の
遠
い
道
程
の
た
め

こ
の
遠
い
道
程
の
た
め

（
二
月
九
日
）

「
道
程
」
は
「
美
の
廃
墟
」
大
正
三
年
三
月
号
（
未
見
）
に
発
表
さ
れ
た
。
と
い
っ

て
も
、
そ
れ
は
全
百
二
行
の
長
詩
で
、『
道
程
』
に
収
録
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
最
後

の
七
行
を
独
立
さ
せ
、
若
干
の
補
訂
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
道
程
」
は
、
あ
る
所
、
状
態
に
至
る
ま
で
の
道
す
じ
を
い
う
。
こ
の
詩
の
場
合
、

目
指
し
て
行
く
、
あ
る
所
、
あ
る
状
態
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
行
き
先
は
、
ま
だ

見
え
て
い
な
い
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。
直
観
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で

は
な
い
が
、
明
言
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
い
や
、
今
は
歩
き
つ
づ

け
る
こ
と
、
道
を
開
い
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
肝
要
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
し

て
お
い
て
、
こ
の
問
題
は
、
こ
の
項
の
最
後
に
考
え
た
い
。

光
太
郎
は
、
大
正
元
年
十
月
作
の
「
さ
び
し
き
み
ち
」
に
お
い
て
、「
か
ぎ
り
な

く
さ
び
し
け
れ
ど
も
／
わ
れ
は
／
す
ぎ
こ
し
み
ち
を
す
て
て
／
ま
こ
と
に
こ
よ
な

き
ち
か
ら
の
み
ち
を
す
て
て
／
い
ま
だ
し
ら
ざ
る
つ
ち
を
ふ
み
／
か
な
し
く
も
す

す
む
な
り
」
と
う
た
っ
て
い
る
。
道
は
人
生
の
道
で
あ
る
。
過
去
を
捨
て
て
、
新

し
い
自
分
を
生
き
よ
う
と
い
う
決
意
の
表
明
で
あ
る
。「
さ
び
し
」「
か
な
し
」
と

繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
そ
の
新
し
い
道
を
行
く
こ
と
こ
そ
、「
わ
が
こ
こ
ろ
の
お
き

て
」「
わ
が
こ
こ
ろ
の
さ
け
び
」
と
確
認
し
、
ま
た
、「
さ
び
し
さ
」「
か
な
し
さ
」

を
、「
わ
が
こ
こ
ろ
の
ち
ち
は
は
」「
わ
が
こ
こ
ろ
の
ち
か
ら
の
い
づ
み
」
と
認
識

し
て
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
を
支
え
に
、「
あ
た
ら
し
き
み
ち
」、
自
分
の
道
を
行
こ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
き
の
ふ
は
あ
ぢ
き
な
く
も
す
が
た
を
か
く
し
／
か
つ

て
あ
り
し
わ
れ
は
い
つ
し
か
に
き
え
さ
り
た
り
」
と
い
う
、
過
去
の
自
分
と
ま
っ

た
く
切
り
離
さ
れ
た
、「
わ
が
こ
こ
ろ
」
以
外
に
頼
る
も
の
の
な
い
状
態
で
の
出
発

で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
正
二
年
三
月
作
の
「
人
類
の
泉
」
に
お
い
て
、
光
太
郎
は

「
あ
な
た
」（
長
沼
智
恵
子
）
に
向
か
っ
て
、「
さ
び
し
き
み
ち
」
を
ふ
ま
え
る
形
で
、

「
私
は
自
分
の
ゆ
く
道
の
開
路
者
で
す
」
と
声
高
々
と
宣
言
し
、「
私
は
今
生
き
て

ゐ
る
社
会
で
／
も
う
万
人
の
通
る
道
路
か
ら
数
歩
自
分
の
道
に
踏
み
込
み
ま
し
た

／
（
中
略
）
／
私
は
此
の
孤
独
を
悲
し
ま
な
く
な
り
ま
し
た
／
此
は
自
然
で
あ
り
、

又
必
然
で
あ
る
の
で
す
か
ら
／
そ
し
て
此
の
孤
独
に
満
足
さ
へ
し
よ
う
と
す
る
の

で
す
。」
と
解
説
し
、「
け
れ
ど
も
／
私
に
あ
な
た
が
無
い
と
し
た
ら
―
―
」
と
、

「
あ
な
た
」
の
存
在
の
必
要
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。

「
僕
の
前
に
道
は
な
い
／
僕
の
後
ろ
に
道
は
出
来
る
」
は
、
光
太
郎
が
そ
の
「
開

路
者
」
と
し
て
の
生
き
方
、
姿
勢
を
、
誇
り
を
も
っ
て
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
あ
あ
、
自
然
よ
／
父
よ
」
と
、「
自
然
」
を
「
父
」
と
呼
ぶ
の
は
、
光
太
郎
と
し

て
は
初
め
て
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
次
の
、「
僕
を
一
人
立
ち
に
さ
せ
た
広
大
な

父
よ
」
が
説
明
し
て
い
る
。
後
掲
の
初
出
で
は
、
自
分
が
歩
い
て
き
た
「
曲
り
く

ね
り
／
迷
ひ
ま
よ
つ
た
道
」
を
振
り
返
っ
て
、「
戦
慄
に
値
ひ
す
る
」
道
だ
と
思
う

が
、「
此
が
生
命
に
導
く
道
だ
つ
た
」
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
此

の
さ
ん
た
ん
た
る
自
分
の
道
を
見
て
／
僕
は
自
然
の
広
大
な
い
つ
く
し
み
に
涙
を

流
す
の
だ
／
あ
の
や
く
ざ
に
見
え
た
道
の
中
か
ら
／
生
命
の
意
味
を
は
つ
き
り
と

見
せ
て
く
れ
た
の
は
自
然
だ
／
こ
れ
こ
そ
厳
格
な
父
の
愛
だ
」
と
、
自
分
の
「
生

命
の
意
味
」
の
発
見
は
、「
自
然
の
広
大
な
い
つ
く
し
み
」、
自
然
の
導
き
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
「
厳
格
な
父
の
愛
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

光
太
郎
に
お
け
る
「
自
然
」
の
意
味
を
、
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
大
正

元
年
十
月
作
の
「
或
る
宵
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
我
等
は
為
す
べ
き
事
を
為
し

／
進
む
べ
き
道
を
進
み
／
自
然
の
掟
を
尊
ん
で
／
行
住
座
臥
我
等
の
思
ふ
所
と
自
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然
の
定
律
と
相
戻
ら
な
い
境
地
に
到
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
り
、
自
然
は
、

生
き
て
ゆ
く
上
で
の
規
範
を
示
す
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。「
自
然
の
定
律
」

の
「
律
」
は
、
お
き
て
、
き
ま
り
、
法
則
の
意
味
で
、
同
じ
詩
中
の
「
必
然
の
理

法
」
と
同
じ
と
見
て
よ
い
。
こ
こ
に
光
太
郎
は
、
自
然
随
順
の
姿
勢
を
明
確
に
し

た
の
で
あ
る
が
、「
自
然
」
の
内
容
が
観
念
的
で
あ
る
と
の
批
判
は
免
れ
が
た
い
。

光
太
郎
は
、
次
い
で
、
大
正
元
年
十
一
月
作
の
「
冬
の
朝
の
め
ざ
め
」
に
お
い
て
、

「
大
き
な
る
自
然
こ
そ
は
我
が
全
身
の
所
有
な
れ
」
と
、
自
然
と
の
強
い
一
体
感
を

う
た
い
、
前
出
の
「
人
類
の
泉
」
に
お
け
る
「
孤
独
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
「
自

然
で
あ
り
、
又
必
然
で
あ
る
」
と
の
理
由
に
よ
っ
て
、
悲
し
ま
ず
、
む
し
ろ
、「
満

足
さ
へ
し
よ
う
と
す
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
「
自
然
」
が
、
今
、
人
格
化
さ
れ
、

光
太
郎
に
よ
り
親
身
な
も
の
と
し
て
、
寄
り
添
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
一
人
立
ち

に
さ
せ
た
」
は
、
自
立
さ
せ
て
く
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
光
太
郎
に
こ

の
よ
う
な
認
識
が
生
ま
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、「
冬
の
詩
」
を
書
き
え
て
の
上
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
自
然
の
本
質
を
あ
ら
わ
に
す
る
「
冬
」
と
い
う
季
節
に
「
峻
烈

の
愛
」「
裸
の
愛
」
を
見
、「
冬
だ
、
冬
だ
、
何
処
も
か
も
冬
だ
／
見
渡
す
か
ぎ
り

冬
だ
／
そ
の
中
を
僕
は
ゆ
く
／
た
つ
た
一
人
で
―
―
」
と
「
冬
の
詩
」
を
う
た
い

終
え
た
時
、
光
太
郎
は
自
分
の
自
立
を
心
の
底
か
ら
確
信
し
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
僕
か
ら
目
を
離
さ
な
い
で
守
る
事
を
せ
よ
」
は
、
自
然
へ
の
祈
り
を
命
令
形
で

表
現
し
た
も
の
。
続
く
「
常
に
父
の
気
魄
を
僕
に
充
た
せ
よ
」
も
同
じ
で
あ
る
。

「
こ
の
遠
い
道
程
の
た
め
」
の
「
道
程
」
は
、
直
接
的
に
は
光
太
郎
の
人
生
の
道
程

で
あ
る
が
、「
冬
の
詩
」
に
「
自
然
に
根
ざ
し
た
孤
独
は
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず
万
人

に
通
ず
る
道
だ
」
と
あ
り
、
後
掲
の
初
出
に
、「
あ
あ
／
人
類
の
道
程
は
遠
い
／
そ

し
て
其
の
大
道
は
な
い
」
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
光
太
郎
の
道
程
は
、「
人
類
の
道

程
」
と
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ

の
「
人
類
の
道
程
」
の
内
実
は
明
か
と
は
い
い
難
い
。「
こ
の
遠
い
道
程
の
た
め
」

（「
た
め
」
は
初
出
で
は
「
為
」）
は
初
出
で
は
一
行
で
あ
る
が
、
繰
り
返
さ
れ
て
い

る
の
は
、
強
調
と
韻
律
効
果
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
「
道
程
」
一
篇
は
、
光
太
郎
が
長
い
苦
闘
の
果
て
に
、

つ
い
に
確
立
し
え
た
生
き
る
姿
勢
を
表
明
し
た
も
の
で
、「
失
は
れ
た
る
モ
ナ
・
リ

ザ
」
に
始
ま
る
『
道
程
』
の
詩
は
、
こ
の
一
篇
に
集
約
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、「
道
程
」
の
原
形
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
美
の
廃
墟
」
誌
は
未
見
の

た
め
、『
全
集
』
に
よ
る
。

道
程

ど
こ
か
に
通
じ
て
ゐ
る
大
道
を
僕
は
歩
い
て
ゐ
る
の
ぢ
や
な
い

僕
の
前
に
道
は
な
い

僕
の
後
ろ
に
道
は
出
来
る

道
は
僕
の
ふ
み
し
だ
い
て
来
た
足
あ
と
だ

だ
か
ら

道
の
最
端
に
い
つ
で
も
僕
は
立
つ
て
ゐ
る

何
と
い
ふ
曲
り
く
ね
り

迷
ひ
ま
よ
つ
た
道
だ
ら
う

自
堕
落
に
消
え
滅
び
か
け
た
あ
の
道

絶
望
に
閉
ぢ
込
め
ら
れ
た
あ
の
道

幼
い
苦
悩
に
も
み
つ
ぶ
れ
た
あ
の
道

振
り
返
つ
て
み
る
と

自
分
の
道
は
戦
慄
に
値
ひ
す
る

四
離
滅
裂
な

又
む
ざ
ん
な
此
の
光
景
を
見
て

誰
が
こ
れ
を

い
の
ち

生
命
の
道
と
信
ず
る
だ
ら
う

そ
れ
だ
の
に

い
の
ち

や
つ
ぱ
り
此
が
生
命
に
導
く
道
だ
つ
た

そ
し
て
僕
は
此
処
ま
で
来
て
し
ま
つ
た

此
の
さ
ん
た
ん
た
る
自
分
の
道
を
見
て

僕
は
自
然
の
広
大
な
い
つ
く
し
み
に
涙
を
流
す
の
だ
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あ
の
や
く
ざ
に
見
え
た
道
の
中
か
ら

い
の
ち

生
命
の
意
味
を
は
つ
き
り
と
見
せ
て
く
れ
た
の
は
自
然
だ

こ
れ
こ
そ
厳
格
な
父
の
愛
だ

子
供
に
な
り
切
つ
た
あ
り
が
た
さ
を
僕
は
し
み
じ
み
と
思
つ
た

ど
ん
な
時
に
も
自
然
の
手
を
離
さ
な
か
つ
た
僕
は

た
う
と
う
自
分
を
つ
か
ま
へ
た
の
だ

恰
度
そ
の
と
き
事
態
は
一
変
し
た

俄
か
に
眼
前
に
あ
る
も
の
は
光
り
を
放
射
し

空
も
地
面
も
沸
く
様
に
動
き
出
し
た

そ
の
ま
に

自
然
は
微
笑
を
の
こ
し
て
僕
の
手
か
ら

永
遠
の
地
平
線
へ
姿
を
か
く
し
た

そ
し
て
そ
の
気
魄
が
宇
宙
に
充
ち
み
ち
た

驚
い
て
ゐ
る
僕
の
魂
は

い
き
な
り
「
歩
け
」
と
い
ふ
声
に
つ
ら
ぬ
か
れ
た

僕
は
武
者
ぶ
る
ひ
を
し
た

僕
は
子
供
の
使
命
を
全
身
に
感
じ
た

子
供
の
使
命
！

僕
の
肩
は
重
く
な
っ
た

そ
し
て
僕
は
も
う
た
よ
る
手
が
無
く
な
つ
た

無
意
識
に
た
よ
つ
て
ゐ
た
手
が
無
く
な
つ
た

た
だ
此
の
宇
宙
に
充
ち
み
ち
て
ゐ
る
父
を
信
じ
て

自
分
の
全
身
を
投
げ
う
つ
の
だ

僕
は
は
じ
め
一
歩
も
歩
け
な
い
事
を
経
験
し
た

か
な
り
長
い
間

冷
た
い
油
の
汗
を
流
し
な
が
ら

一
つ
と
こ
ろ
に
立
ち
つ
く
し
て
居
た

僕
は
心
を
集
め
て
父
の
胸
に
ふ
れ
た

す
る
と

僕
の
足
は
ひ
と
り
で
に
動
き
出
し
た

不
思
議
に
僕
は
或
る
自
憑
の
境
を
得
た

僕
は
ど
う
行
か
う
と
も
思
は
な
い

ど
の
道
を
と
ら
う
と
も
思
は
な
い

僕
の
前
に
は
広
漠
と
し
た
岩
畳
な
一
面
の
風
景
が
ひ
ろ
が
つ
て
ゐ
る

そ
の
間
に
花
が
咲
き
水
が
流
れ
て
ゐ
る

石
が
あ
り
絶
壁
が
あ
る

そ
れ
が
み
な
い
き
い
き
と
し
て
ゐ
る

僕
は
た
だ
あ
の
不
思
議
な
自
憑
の
督
促
の
ま
ま
に
歩
い
て
ゆ
く

し
か
し
四
方
は
気
味
の
悪
い
程
静
か
だ

恐
ろ
し
い
世
界
の
果
へ
行
つ
て
し
ま
ふ
の
か
と
思
ふ
時
も
あ
る

寂
し
さ
は
つ
ん
ぼ
の
や
う
に
苦
し
い
も
の
だ

僕
は
其
の
時
又
父
に
い
の
る

父
は
そ
の
風
景
の
間
に
僅
か
な
が
ら
勇
ま
し
く
同
じ
方
へ
歩
い
て
ゆ
く
人
間

を
僕
に
見
せ
て
く
れ
る

マ
マ

同
属
を
喜
ぶ
人
間
の
性
に
僕
は
ふ
る
へ
立
つ

声
を
あ
げ
て
祝
福
を
伝
へ
る

そ
し
て
あ
の
永
遠
の
地
平
線
を
前
に
し
て
胸
の
す
く
程
深
い
呼
吸
を
す
る
の

だ
僕
の
眼
が
開
け
る
に
従
つ
て

四
方
の
風
景
は
其
の
部
分
を
明
ら
か
に
僕
に
示
す

生
育
の
い
い
草
の
陰
に
小
さ
い
人
間
の
う
ぢ
や
う
ぢ
や
這
ひ
ま
は
つ
て
居
る

の
も
み
え
る

彼
等
も
僕
も

大
き
な
人
類
と
い
ふ
も
の
の
一
部
分
だ

し
か
し
人
類
は
無
駄
な
も
の
を
棄
て
腐
ら
し
て
も
惜
し
ま
な
い

人
間
は
鮭
の
卵
だ

千
万
人
の
中
で
百
人
も
残
れ
ば

人
類
は
永
遠
に
絶
え
や
し
な
い
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棄
て
腐
ら
す
の
を
見
越
し
て

自
然
は
人
類
の
為
め
人
間
を
沢
山
つ
く
る
の
だ

腐
る
も
の
は
腐
れ

自
然
に
背
い
た
も
の
は
み
な
腐
る

僕
は
今
の
と
こ
ろ
彼
等
に
か
ま
つ
て
ゐ
ら
れ
な
い

も
つ
と
此
の
風
景
に
養
は
れ
育
ま
れ
て

自
分
を
自
分
ら
し
く
伸
ば
さ
ね
ば
な
ら
ぬ

子
供
の
父
の
い
つ
く
し
み
に
報
い
た
い
気
を
燃
や
し
て
ゐ
る
の
だ

あ
あ

人
類
の
道
程
は
遠
い

そ
し
て
其
の
大
道
は
な
い

自
然
の
子
供
等
が
全
身
の
力
で
拓
い
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ

歩
け
、
歩
け

ど
ん
な
も
の
が
出
て
来
て
も
乗
り
越
し
て
歩
け

こ
の
光
り
輝
く
風
景
の
中
に
踏
み
込
ん
で
ゆ
け

僕
の
前
に
道
は
な
い

僕
の
後
ろ
に
道
は
出
来
る

あ
あ
、
父
よ

僕
を
一
人
立
ち
に
さ
せ
た
父
よ

僕
か
ら
目
を
離
さ
な
い
で
守
る
事
を
せ
よ

常
に
父
の
気
魄
を
僕
に
充
た
せ
よ

こ
の
遠
い
道
程
の
為
め

作
品
「
道
程
」
は
、
自
然
を
信
じ
、
自
然
と
と
も
に
進
も
う
と
い
う
人
生
的
決

意
、
姿
勢
を
、「
開
路
者
」
と
し
て
の
誇
り
と
と
も
に
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、「
道
程
」
の
原
形
（
以
後
、「
原
形
」
と
記
す
）
は
、
そ
の
前
に
、

そ
の
自
覚
に
い
た
る
道
程
を
も
述
べ
て
い
る
。
幾
つ
か
、
注
目
す
べ
き
問
題
を
含

ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
一
つ
だ
け
触
れ
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
、
自
分
の
歩
い
て
き
た
道
が
「
生
命
に
導
く
道
だ
つ
た
」
こ
と
に
気
付

い
た
時
、
そ
れ
は
、「
自
分
を
つ
か
ま
へ
た
」
時
で
も
あ
っ
た
が
、「
恰
度
そ
の
と

き
事
態
は
一
変
し
た
／
俄
か
に
眼
前
に
あ
る
も
の
は
光
り
を
放
射
し
／
空
も
地
面

も
沸
く
様
に
動
き
出
し
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
が
大
正
二
年
十
二
月

作
の
「
よ
ろ
こ
び
を
告
ぐ
」
の
、「
今
こ
そ
喜
び
の
時
は
来
た
／
太
陽
の
か
が
や
く

大
道
の
ま
つ
た
だ
中
に
奇
蹟
は
起
つ
た
／
失
は
れ
た
道
は
与
へ
ら
れ
／
夢
は
砕
け

去
り
／
ま
よ
は
し
は
尾
を
巻
い
て
遠
く
逃
げ
／
お
ぼ
ろ
に
け
む
る
美
し
さ
は
／
隅

隅
ま
で
も
照
し
渡
る
光
の
中
に
全
身
を
あ
ら
は
し
／
す
べ
て
の
能
は
た
だ
一
条
の

力
の
中
に
あ
ざ
な
は
れ
る
時
が
来
た
」
と
い
う
表
現
と
重
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
自
分
の
内
に
「
新
し
き
力
」
の
誕
生
を
確
信
し
た
時
の
表
現
で
あ
る
。
両

者
は
、
と
も
に
、
そ
れ
が
外
か
ら
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
「
光
」
と
と
も
に
「
奇
蹟
」

の
よ
う
に
訪
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
光
太
郎
は
、
実
際
に
、
こ
の
よ
う
な
事

態
を
体
験
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
は
、
そ
の
よ
う
に
受
け
取
る
よ
り
ほ
か
に
な

い
の
で
あ
る
が
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
次
の
「
自
憑
の
境
」
へ
と
続
い
て
ゆ
く
。

「
父
」
で
あ
る
自
然
に
対
し
て
、「
子
供
の
使
命
」
を
感
じ
、「
歩
け
」
と
い
う
命

令
に
従
お
う
と
し
た
が
「
一
歩
も
歩
け
な
い
」。「
か
な
り
長
い
間
／
冷
た
い
油
の

汗
を
流
し
な
が
ら
／
一
つ
と
こ
ろ
に
立
ち
つ
く
し
」
た
後
、「
心
を
集
め
て
父
の
胸

に
ふ
れ
」
る
と
、「
僕
の
足
は
ひ
と
り
で
に
動
き
出
し
た
／
不
思
議
に
僕
は
或
る
自

憑
の
境
を
得
た
／
僕
は
ど
う
行
か
う
と
も
思
は
な
い
／
ど
の
道
を
取
ら
う
と
も
思

は
な
い
／
…
…
／
僕
は
た
だ
あ
の
不
思
議
な
自
憑
の
督
促
の
ま
ま
に
歩
い
て
ゆ
く
」

と
い
う
、「
自
憑
の
境
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
然
に
す
べ
て
を
委
ね
た
結
果
得
ら

れ
た
も
の
で
、
自
然
へ
の
絶
対
的
な
信
頼
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
「
自
憑
の
境
」
と
受
け
取
っ
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
外
に
語
り
よ
う
が
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
肝
腎
の
と
こ
ろ
が
神
秘
性
の
な
か
に
溶
解
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
よ
う
な
思
い
は
残
る
。

愛
の
嘆
美

底
の
知
れ
な
い
肉
体
の
欲
は

（ ）１１０―１１０―



あ
げ
潮
ど
き
の
お
そ
ろ
し
い
ち
か
ら
―
―

な
ほ
も
燃
え
立
つ
汗
ば
ん
だ
火
に

サ
ラ
マ
ン
ド
ラ

火
龍
は
て
ん
て
ん
と
躍
るヴ

オ
ル
、
ニ
ユ
プ
シ
ア
ル

う
た
げ

ふ
り
し
き
る
雪
は
深
夜
に
婚
姻
飛
揚
の
宴
を
あ
げ

じ
や
く
ま
く

寂
寞
と
し
た
空
中
の
歓
喜
を
さ
け
ぶ

わ
れ
ら
は
世
に
も
美
し
い
力
に
く
だ
か
れ

じ
ん
み
つ

こ
の
と
き
深
密
の
な
が
れ
に
身
を
ひ
た
し
て

い
き
り
立
つ
薔
薇
い
ろ
の
靄
に
息
づ
き

因
陀
羅
網
の
珠
玉
に
照
り
か
へ
し
て

わ
れ
ら
の
い
の
ち
を
無
尽
に
鋳
る

冬
に
潜
む
揺
籃
の
魔
力
と

し
た
も
え

冬
に
め
ぐ
む
下
萌
の
生
熱
と
―
―

す
べ
て
の
内
に
燃
え
る
も
の
は
「
時
」
の
脈
搏
と
共
に
脈
う
ち

わ
れ
ら
の
全
身
に
恍
惚
の
電
流
を
ひ
び
か
す

わ
れ
ら
の
皮
膚
は
す
さ
ま
じ
く
め
ざ
め

わ
れ
ら
の
内
臓
は
生
存
の
喜
に
の
た
う
ち

毛
髪
は
蛍
光
を
発
し

指
は
独
自
の
生
命
を
得
て
五
体
に
葡
ひ
ま
つ
は
り

こ
と
ば
道
を
蔵
し
た
渾
沌
の
ま
こ
と
の
世
界
は

た
ち
ま
ち
わ
れ
ら
の
上
に
そ
の
姿
を
あ
ら
は
す

光
に
み
ち

幸
に
み
ち

あ
ら
ゆ
る
差
別
は
一
音
に
め
ぐ
り

毒
薬
と
甘
露
は
其
の
筺
を
同
じ
く
し

堪
へ
が
た
い
疼
痛
は
身
を
よ
ぢ
ら
し
め

極
甚
の
法
悦
は
不
可
思
議
の
迷
路
を
輝
か
す

わ
れ
ら
は
雪
に
あ
た
た
か
く
埋
も
れ

天
然
の
素
中
に
と
ろ
け
て

果
て
し
の
な
い
地
上
の
愛
を
む
さ
ぼ
り

い
の
ち

は
る
か
に
わ
れ
ら
の
生
を
讃
め
た
た
へ
る

（
二
月
十
二
日
）

「
愛
の
嘆
美
」
は
、「
創
造
」
大
正
三
年
三
月
号
に
発
表
さ
れ
た
。

一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
深
く
激
し
く
愛
し
あ
う
二
人
が
、「
果
て
し
の
な

い
地
上
の
愛
を
む
さ
ぼ
り
／
は
る
か
に
わ
れ
ら
の
生
を
讃
め
た
た
へ
る
」
よ
う
す

を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
連
。「
底
の
知
れ
な
い
肉
体
の
欲
は
／
あ
げ
潮
ど
き
の
お
そ
ろ
し
い
ち
か
ら
」

は
、
ふ
つ
ふ
つ
と
わ
き
起
こ
る
性
欲
の
激
し
さ
を
「
あ
げ
潮
ど
き
」
の
お
そ
ろ
し

い
ほ
ど
の
波
の
力
に
例
え
た
も
の
で
あ
る
。「
潮
ど
き
」
は
潮
水
の
さ
し
ひ
き
す
る

時
で
、
潮
の
差
し
引
き
に
従
い
、
生
命
感
も
充
実
し
、
欠
落
す
る
と
い
う
考
え
を

ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
四
十
四
年
二
月
作
の
「
亡
命
者
」
に
「
わ
が
心
は

蝕
へ
り
／
う
つ
ろ
に
、
く
ろ
く
、
し
ん
し
ん
と
／
潮
時
来
れ
ば
堪
へ
が
た
し
」
と

あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
潮
水
の
引
く
時
で
あ
ろ
う
。「
な
ほ
も
燃
え
立
つ
汗
ば
ん
だ
火
」

は
、「
肉
体
の
欲
」
の
止
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
よ
う
す
。「
汗
ば
ん
だ
火
」
は
汗

に
ぬ
れ
た
肉
体
か
ら
の
連
想
か
。「
火
龍
」salam

andre

（
仏
）
は
蛇
な
い
し
い
も

り
の
形
を
し
た
西
洋
の
伝
説
上
の
動
物
。
通
常
「
火
蛇
」
と
訳
さ
れ
る
。
火
中
に

住
む
と
信
じ
ら
れ
た
。「
て
ん
て
ん
と
躍
る
」
は
蛇
が
火
中
に
躍
動
す
る
よ
う
す
を

い
う
の
で
あ
ろ
う
。「
肉
体
の
欲
」
が
、
可
視
的
に
、
幻
想
的
に
、
美
し
く
表
現
さ

れ
て
い
る
。

第
二
連
。「
ふ
り
し
き
る
雪
は
深
夜
に
婚
姻
飛
揚
の
宴
を
あ
げ
」
の
「
ヴ
オ
ル
、

ニ
ユ
プ
シ
ア
ル
」
はvolnuptial

（
仏
）。
深
夜
に
雪
が
降
り
し
き
る
よ
う
す
を
、

「
婚
姻
飛
揚
の
宴
」
の
華
や
ぎ
と
見
立
て
る
の
は
、
自
己
の
心
情
の
反
映
で
あ
る
。

「
わ
れ
ら
は
世
に
も
美
し
い
力
に
く
だ
か
れ
」
以
下
こ
の
連
は
、「
肉
体
の
欲
」
に

―１１１―（ ）１１１

高
村
光
太
郎
『
道
程
』
を
読
む
（
七
）



陶
酔
し
き
っ
て
い
る
よ
う
す
を
、
神
秘
的
に
表
現
し
た
も
の
。「
世
に
も
美
し
い
力
」

は
、「
肉
体
の
欲
」
と
い
う
形
で
現
れ
た
自
然
の
力
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。「
く
だ
か
れ
」
は
肉
体
が
微
塵
と
な
っ
て
、
自
然
と
一
体
化
し
て
い
る

よ
う
す
。「
深
密
の
流
れ
に
身
を
ひ
た
し
て
」
の
「
深
密
」
は
、
仏
教
語
。
奥
深
い

秘
密
の
教
え
。
性
を
通
し
て
、
自
然
の
奥
深
い
秘
密
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
か
。

「
い
き
り
立
つ
薔
薇
い
ろ
の
靄
に
息
づ
き
」
は
、
は
げ
し
く
立
ち
の
ぼ
る
薔
薇
い
ろ

の
靄
の
中
に
呼
吸
し
、
の
意
味
。「
薔
薇
い
ろ
の
靄
」
は
「
肉
体
の
欲
」
が
美
し
く

発
散
す
る
よ
う
す
。「
因
陀
羅
網
の
珠
玉
に
照
り
か
へ
し
て
」
の
「
因
陀
羅
」
は
イ

ン
ド
ラ
。Indra

（
梵
語
）。
イ
ン
ド
の
ヴ
ェ
ー
ダ
神
話
に
見
え
る
雷
霆
の
神
。
戦
車

で
空
中
を
疾
駆
し
、
猛
威
を
振
る
う
軍
神
。
仏
教
に
入
っ
て
、
仏
法
を
守
護
す
る

帝
釈
天
と
な
っ
た
。「
因
陀
羅
網
」
は
、
イ
ン
ド
ラ
の
住
む
宮
殿
を
飾
っ
て
い
る
網
。

そ
の
無
数
の
結
び
目
の
一
つ
一
つ
に
宝
珠
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
互
い
に
映

え
あ
う
と
こ
ろ
か
ら
、
宇
宙
の
全
存
在
が
互
い
に
関
連
し
つ
つ
存
在
す
る
こ
と
に

た
と
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
行
は
、
自
分
た
ち
も
宝
珠
の
一
つ
と
し
て
宇
宙
の

一
存
在
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
よ
う
す
。「
わ
れ
ら
の
い
の
ち
を
無
尽
に
鋳

る
」
の
「
鋳
る
」
は
、
金
属
を
溶
か
し
て
鋳
型
に
流
し
込
み
、
固
め
て
器
物
を
作

る
こ
と
で
あ
る
が
、
我
ら
の
「
い
の
ち
」
を
一
つ
に
融
合
さ
せ
、
ど
こ
ま
で
も
、

ど
こ
ま
で
も
鍛
え
あ
げ
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

第
三
連
。「
冬
に
潜
む
揺
籃
の
魔
力
」
は
、
冬
と
い
う
季
節
は
、
万
物
に
と
っ
て

の
揺
籃
期
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
を
も
と
に
し
て
い
る
。「
揺
籃
期
」
は
ゆ
り
か
ご

に
入
っ
て
い
る
幼
年
時
代
の
こ
と
で
あ
る
が
、
転
じ
て
、
物
事
の
発
達
の
初
め
の

時
代
を
い
う
。「
冬
の
詩
」
に
、「
冬
は
未
来
を
包
み
、
未
来
を
は
ぐ
く
む
」
と
も

あ
っ
た
。
春
に
芽
生
え
る
も
の
は
、
冬
の
間
に
、
ひ
そ
か
に
、
そ
の
準
備
を
進
め

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
う
な
が
す
も
の
、
そ
れ
が
、「
冬
に
潜
む
揺
籃
の
魔
力
」

で
あ
る
。「
冬
に
め
ぐ
む
下
萌
の
生
熟
」
の
「
め
ぐ
む
」
は
、
草
木
が
芽
を
だ
す
こ

と
。「
下
萌
」
は
、
春
、
草
が
芽
生
え
る
こ
と
。「
生
熟
」
は
生
成
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
意
味
で
あ
ろ
う
。
前
の
行
と
合
わ
せ
て
、
冬
と
い
う
季
節
に
潜
む
生
成
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
（
冬
の
潜
力
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
）
の
認
識
を
表
現
し
た
も
の
。
次
の

行
の
、「
す
べ
て
の
内
に
燃
え
る
も
の
」
は
、
そ
れ
を
自
分
た
ち
の
内
部
の
潜
在
的

な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
化
し
た
も
の
。「「
時
」
の
脈
搏
と
共
に
脈
う
ち
」
は
、
時
間

の
流
れ
に
従
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
「
時
」
は
二
人
の
内
部
に
生
き

生
き
と
流
れ
る
時
間
で
あ
ろ
う
。「
冬
の
潜
力
」
の
よ
う
な
、「
わ
れ
ら
」
の
内
部

に
潜
む
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
そ
れ
が
二
人
の
内
部
に
流
れ
る
生
成
の
「
時
」
の
律
動
と

合
致
し
、「
わ
れ
ら
の
全
身
に
恍
惚
の
電
流
を
ひ
び
か
す
」、
つ
ま
り
、
恍
惚
感
が

身
内
を
貫
い
て
走
り
抜
け
る
の
で
あ
る
。

第
四
連
。「
わ
れ
ら
の
皮
膚
は
す
さ
ま
じ
く
め
ざ
め
／
わ
れ
ら
の
内
臓
は
生
存
の

喜
に
の
た
う
ち
／
毛
髪
は
蛍
光
を
発
し
／
指
は
独
自
の
生
命
を
得
て
五
体
に
葡
ひ

ま
つ
は
り
」
の
四
行
は
、
性
の
営
み
を
憶
す
る
こ
と
な
く
、
正
面
か
ら
描
き
き
っ

た
も
の
で
あ
る
。「
道
を
蔵
し
た
」
は
、
言
葉
を
し
ま
い
込
ん
だ
、
言
葉
を
不
要
の

も
の
と
し
た
の
意
か
。「
道
」
を
「
こ
と
ば
」
と
使
う
例
は
、
中
国
の
古
典
に
は
無

い
が
、「
言
う
、
話
す
」
と
使
う
例
は
あ
る
。
古
く
は
、『
詩
経
』
�
風
の
「
牆
有

茨
」
に
「
中
冓
之
言

不
可
道
也
／
所
可
道
也

言
之
醜
也
」（
中
冓
ノ
言
ハ

道

フ
可
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
／
道
フ
可
キ
所
ナ
レ
ド
モ

之
ヲ
言
ヘ
バ
醜
ケ
レ
バ
ナ
リ
）

と
あ
る
。
光
太
郎
は
、
こ
の
「
道
」
と
い
う
動
詞
を
名
詞
化
し
て
使
っ
た
も
の
か
。

「
渾
沌
の
ま
こ
と
の
世
界
は
」
の
「
渾
沌
」
は
、
天
地
は
も
と
混
沌
と
し
て
一
つ
で

あ
っ
た
も
の
が
分
離
し
た
も
の
と
す
る
中
国
古
代
の
思
想
か
ら
、
天
地
の
ま
だ
分

れ
な
か
っ
た
状
態
を
い
う
。
そ
の
「
渾
沌
」
に
こ
そ
、
全
て
の
生
命
の
根
源
が
あ

る
、
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
わ
れ
ら
」
に
重
ね
る
と
、「
わ
れ
ら
」
の
生

命
が
一
体
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。

第
五
連
は
、「
わ
れ
ら
の
上
に
」
あ
ら
わ
れ
た
「
渾
沌
の
ま
こ
と
の
世
界
」
の
表

現
で
あ
る
。「
光
に
み
ち
／
幸
に
み
ち
」
は
、
ま
ず
、
そ
の
全
体
の
よ
う
す
を
述
べ

た
も
の
。「
あ
ら
ゆ
る
差
別
は
一
音
に
め
ぐ
り
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
の
な
い
こ
と
。

「
差
別
」
は
、
主
と
し
て
、
男
女
間
の
差
別
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。「
一
音
」
は
、

仏
の
説
く
法
は
何
人
に
対
し
て
も
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
。「
毒
薬
と
甘
露
は

そ
の
筺
を
同
じ
く
し
」
は
、「
毒
薬
」
と
「
甘
露
」
は
同
じ
入
れ
物
に
入
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
、
両
者
は
表
裏
一
体
を
成
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。「
甘
露
」
は
、

甘
い
し
ず
く
で
あ
る
が
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
根
本
聖
典
ヴ
ェ
ー
ダ
で
は
、
神
々
の
飲

料
で
不
死
の
霊
薬
と
さ
れ
る
。「
筺
」
は
、
食
料
、
書
物
、
衣
服
な
ど
を
入
れ
る
竹
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の
か
ご
。「
堪
へ
が
た
い
疼
痛
は
身
を
よ
じ
ら
し
め
／
極
甚
の
法
悦
は
不
可
思
議
の

迷
路
を
輝
か
す
」
の
「
疼
痛
」
が
「
毒
薬
」
に
、「
法
悦
」
が
「
甘
露
」
に
そ
れ
ぞ

れ
対
応
す
る
。「
堪
へ
が
た
い
…
…
輝
か
す
」
は
恍
惚
と
す
る
よ
う
な
性
の
歓
喜
の

状
態
、
エ
ク
ス
タ
シ
ー
を
表
現
し
た
も
の
。
明
治
四
十
四
年
六
月
作
の
「
新
緑
の

毒
素
」
で
は
、「
苦
し
き
忘
我
と
／
た
の
し
き
疼
痛
」
と
表
現
し
て
い
る
。

第
六
連
。「
わ
れ
ら
は
雪
に
あ
た
た
か
く
埋
も
れ
／
天
然
の
素
中
に
と
ろ
け
て
」

は
、
う
っ
と
り
と
、
自
然
と
一
体
化
し
た
よ
う
す
の
表
現
。「
天
然
」
は
、
人
為
の

加
わ
ら
な
い
自
然
の
ま
ま
の
状
態
。
橘
川
次
郎
氏
は
、「
天
然
」
に
つ
い
て
、「
そ

の
生
成
や
起
源
に
人
間
が
全
く
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
の
に
、
自
然

で
は
な
く
天
然
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
光
太
郎
の

意
識
に
お
い
て
は
、「
天
然
」
は
自
然
よ
り
上
位
の
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
素
」
は
構
成
要
素
の
意
味
。「
果
て
し
の
な
い
地
上
の
愛
を
む
さ
ぼ
り
／
は
る
か

に
わ
れ
ら
の
生
を
讃
め
た
た
へ
る
」
の
「
は
る
か
に
」
は
、
前
行
の
「
地
上
」
に

対
し
て
、「
天
上
に
向
か
つ
て
」
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。吉

本
隆
明
は
、
こ
の
「
愛
の
嘆
美
」
や
「
晩
餐
」
と
い
う
よ
う
な
「
情
欲
の
生

理
的
機
制
」
を
う
た
っ
た
作
品
が
、「『
道
程
』
前
期
の
よ
う
な
デ
カ
ダ
ン
ス
の
代

償
と
し
て
の
生
理
的
放
蕩
の
意
味
を
う
し
な
っ
て
、
生
命
力
の
「
自
然
」
な
発
現

と
い
う
ほ
ど
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の

点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
繰
り
返
し
言
及
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

群
集
に

一
人
の
力
を
尊
び

一
人
の
意
味
を
し
の
べ

む
ら
が
り
わ
め
き
、
又
無
知
の
声
を
あ
げ
る
か
の
人
人
よ

逃
げ
る
者
も
捕
ら
へ
る
者
も

攻
め
る
者
も
守
る
者
も

ゆ
ら
め
き

ひ
と
し
く
是
れ
魂
の
無
い
動
揺
だ

い
の
ち
あ
る
事
実
に
な
ら
な
い
事
実

ち
り
あ
く
た

埋
草
に
も
な
ら
ぬ
塵
埃
の
昂
奮
だ

さ
め
よ

一
人
に
め
ざ
め
よ

眉
を
あ
げ
て
怒
る
汝
等
の
顔
の
淋
し
さ
を
見
よ

其
の
た
よ
り
な
さ
と
、
不
安
と

幕
を
隔
て
た
汝
等
自
身
の
本
体
の
無
関
心
と

重
心
な
き
浮
動
物
の
か
ろ
が
ろ
し
さ
と
―
―

汝
等
す
べ
て
の
其
の
貧
し
さ
を
見
よ

い
ま
向
か
う
か
ら
出
る

あ
の
ま
ん
ま
ろ
な
月
を
見
よ

静
か
な
冬
の
夜
の
こ
の
潜
力
を
感
ぜ
よ

汝
等
の
心
に
今
め
ぐ
み
つ
つ
あ
る

破
壊
性
と
残
忍
性
と
異
常
な
肉
体
の
欲
望
と
に
め
ざ
め
よ

そ
の
貴
い
人
間
性
の
ま
へ
に
汝
等
自
身
を
裸
体
に
せ
よ

そ
し
て
一
人
に
せ
め
よ

汝
一
人
の
力
に
か
へ
る
事
を
せ
よむ

や
く

哀
れ
な
こ
の
群
集
と
群
集
と
の
無
益
な
争
闘
に
対
し
て

自
然
の
い
の
ち
を
思
ふ
事
の
無
意
味
を
知
れ

汝
等
は
道
路
に
し
か
れ
る
砂
利
の
集
団
だ

汝
等
は
偶
然
に
生
き
、
偶
然
に
死
に

張
合
に
生
き
、
張
合
に
死
に

又
気
質
に
生
き
、
気
質
に
死
ぬ

さ
め
よ

一
人
に
め
ざ
め
よ

一
人
の
力
を
尊
び

一
人
の
意
味
を
し
の
べ

汝
等
の
焦
心
に
何
の
値
が
あ
ろ
う
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汝
等
の
告
白
に
何
の
意
味
が
あ
ろ
う

あ
あ
、
群
集
よ

夜
の
群
集
よ

又
思
想
お
よ
び
芸
術
に
か
か
る
群
集
よ

群
集
を
生
命
と
す
る
群
集
よ

空
し
き
汝
等
一
人
の
声
に
耳
を
向
け
よ

き
つ
か
け
に
生
き
、
提
言
に
生
き
る
事
を
止
め
よ

偶
像
の
中
に
も
ぐ
り
込
む
事
を
止
め
よ

し
ら
じ
ら
し
い
汝
等
の
虚
言
を
止
め
よ

エ
フ
エ
メ
エ
ル

群
集
に
よ
つ
て
押
さ
れ
る
浮
動
の
潮
流
を
蔑
ろ
に
せ
よ

一
人
の
実
体
に
し
み
通
り

一
人
の
根
を
深
め

一
人
の
地
下
泉
を
掘
り
出
せ
よき

み
ず

こ
ん
こ
ん
と
し
て
湧
き
上
る
生
水
を
汲
め
よ

偶
然
は
あ
と
を
た
ち

思
ひ
つ
き
は
価
値
を
失
ひ

其
処
に
こ
そ
自
然
に
根
ざ
し
た
人
間
は
ま
ろ
く
立
ち
現
は
れ
る
の
だ

一
人
の
力
を
尊
び

一
人
の
意
味
を
し
の
べ

む
ら
が
り
わ
め
き
、
又
無
知
の
声
を
あ
げ
る
か
の
人
人
よ

寒
い
風
に
凍
て
て
光
る
あ
の
大
き
な
月
を
見
よ

月
は
公
園
の
黒
い
木
立
と
相
摩
し
て
光
る

ま
ん
ま
ろ
に
皎
然
と
光
る

（
二
月
十
六
日
）

「
群
集
に
」
は
「
我
等
」
大
正
三
年
三
月
号
に
発
表
さ
れ
た
。
大
正
三
年
二
月
十

日
、
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
に
発
し
た
倒
閣
国
民
大
会
の
騒
乱
が
背
景
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
は
、
大
正
三
年
に
起
こ
っ
た
艦
船
購
入
を
め
ぐ

る
日
本
海
軍
の
収
賄
事
件
。
ド
イ
ツ
の
ジ
ー
メ
ン
ス
会
社
の
元
東
京
支
店
員
の
ベ

ル
リ
ン
で
の
裁
判
中
、
海
軍
首
脳
の
同
社
か
ら
の
収
賄
が
発
覚
、
野
党
同
志
会
の

島
田
三
郎
ら
に
よ
る
責
任
追
及
を
は
じ
め
世
論
の
攻
撃
を
受
け
、
海
軍
首
脳
お
よ

び
三
井
物
産
の
関
係
者
が
検
挙
さ
れ
、
第
一
次
山
本
権
兵
衛
内
閣
は
総
辞
職
し
た
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
（
百
科
事
典
『
マ
イ
ペ
デ
ィ
ア
』
に
よ
る
）。
二
月
十
日
に
は
、

立
憲
同
志
会
、
国
民
党
、
中
正
会
の
三
派
に
よ
る
山
本
内
閣
弾
劾
決
議
案
が
上
程

さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
日
の
出
来
事
を
、
今
井
清
一
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
こ
の
日
、
日
比
谷
公
園
に
は
内
閣
糾
弾
の
国
民
大
会
が
開
か
れ
、
つ
づ
い
て

数
万
の
群
衆
が
議
会
を
と
り
か
こ
ん
だ
。
そ
こ
に
、
政
友
会
の
松
田
源
治
が
演
説

の
な
か
で
民
衆
を
暴
民
と
呼
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
と
、
民
衆
は
激
昂

し
て
議
会
の
正
門
を
破
壊
し
た
。
弾
劾
案
が
否
決
さ
れ
る
と
民
衆
の
興
奮
は
い
っ

そ
う
高
ま
り
、
夜
に
は
い
っ
て
も
解
散
せ
ず
、
政
府
系
の
中
央
新
聞
社
や
毎
夕
新

聞
社
に
デ
モ
を
か
け
た
。
閣
僚
や
与
党
議
員
は
議
院
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
陸
軍
に

出
兵
を
も
と
め
た
が
、
い
っ
こ
う
に
出
動
せ
ず
、
や
む
を
え
ず
警
官
に
血
路
を
開

か
せ
て
や
っ
と
の
こ
と
で
退
散
し
た
。
麻
布
の
第
三
連
隊
か
ら
一
個
大
隊
が
ラ
ッ

パ
の
音
を
響
か
せ
て
出
動
し
た
の
は
、
数
時
間
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。」（『
日
本
の

歴
史
２３

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
中
公
文
庫
、
昭
和
４９
・
９
）

「
群
集
に
」
の
「
群
集
」
に
つ
い
て
は
、『
広
辞
苑
』
第
五
版
に
「〔
心
〕
多
数
の

人
間
が
一
時
的
・
非
組
織
的
に
つ
く
っ
た
集
団
で
、
共
通
の
関
心
を
ひ
く
対
象
に

向
か
っ
て
類
似
の
仕
方
で
反
応
す
る
が
、
一
般
的
に
は
浮
動
的
で
無
統
制
な
集
ま

り
」
と
あ
る
。

冒
頭
の
「
一
人
の
力
を
尊
び
／
一
人
の
意
味
を
し
の
べ
」
は
、
群
集
に
向
か
っ

て
、
一
人
一
人
の
「
力
」
と
「
意
味
」
を
思
い
、
集
団
を
離
れ
、「
一
人
」
の
世
界

に
戻
る
よ
う
に
呼
び
掛
け
た
も
の
。
初
出
で
は
「
一
人
」
の
「
人
」
に
「
に
ん
」

と
ル
ビ
。
つ
ま
り
「
一
人
」
は
「
い
ち
に
ん
」
と
読
む
。
以
下
同
じ
。
こ
の
二
行

は
、
こ
の
詩
の
中
で
三
度
繰
り
返
さ
れ
、
こ
の
詩
の
主
題
を
明
ら
か
に
示
し
て
い

る
。「
し
の
べ
」
は
、
思
い
を
は
せ
よ
、
の
意
味
。「
一
人
」
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま

り
、
個
、
個
人
、
個
性
の
確
立
、
重
視
は
、
光
太
郎
の
パ
リ
留
学
中
に
心
に
深
く

刻
み
込
ま
れ
た
も
の
で
、
詩
に
お
い
て
は
、
明
治
四
十
五
年
七
月
作
の
、
長
沼
智

恵
子
に
あ
て
た
「
―
―
に
」（
初
出
で
は
「
Ｎ
―
―
女
史
に
」）
に
お
い
て
、
結
婚
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を
「
一
人
の
世
界
か
ら
／
万
人
の
世
界
へ
」「
身
を
売
る
」
こ
と
だ
と
決
め
つ
け
て

以
来
、
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て
い
る
。「
む
ら
が
り
わ
め
き
、
又
無
知
の
声
を
あ
げ

る
か
の
人
人
よ
」
は
、「
群
集
」
へ
の
反
感
、
否
定
の
意
思
を
あ
ら
わ
に
表
明
し
た

も
の
。
初
出
で
は
、「
む
ら
が
り
わ
め
き
」
は
「
む
ら
が
り
、
わ
め
き
」、「
無
知
」

は
「
無
智
」、「
か
の
人
人
」
は
「
彼
の
人
人
」。「
逃
げ
る
者
も
捕
へ
る
者
も
／
攻

め
る
者
も
守
る
者
も
」
は
、
倒
閣
国
民
大
会
の
騒
乱
が
背
景
に
あ
る
こ
と
が
読
み

と
れ
る
句
。
こ
の
大
会
に
は
数
万
の
群
集
が
集
ま
り
、
警
察
や
憲
兵
隊
に
数
百
名

が
逮
捕
さ
れ
た
。「
逃
げ
る
者
」「
攻
め
る
者
」
が
群
集
を
、「
捕
へ
る
者
」「
守
る

者
」
が
警
察
側
を
さ
す
。
初
出
で
は
、「
逃
げ
る
者
も
、
捕
へ
る
者
も
／
攻
め
る
者

も
、
守
る
者
も
」。「
ひ
と
し
く
是
れ
」
の
「
是
れ
」
は
語
調
を
と
と
の
え
、
口
調

を
強
め
る
働
き
の
感
動
詞
。「
魂
の
な
い
動
揺
だ
」
の
「
魂
」（
初
出
で
は
「
た
ま

し
ひ
」
と
ル
ビ
）
は
、
こ
の
場
合
、
一
般
的
に
は
、
思
慮
、
分
別
の
意
味
が
近
い

が
、
よ
り
精
神
的
な
意
味
合
い
を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
い
の
ち
あ
る
事
実

に
な
ら
な
い
事
実
」
は
、
事
実
で
は
あ
る
が
、
そ
の
事
実
は
、
生
き
た
内
容
の
な

い
、
空
虚
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
の
意
味
。「
い
の
ち
」
は
初
出
で
は
「
生
」
に

「
い
の
ち
」
と
ル
ビ
。
以
下
も
同
じ
。「
埋
草
」
は
雑
誌
な
ど
に
で
き
た
空
白
部
分

を
埋
め
る
た
め
に
用
い
る
短
文
。
あ
ま
り
意
味
の
な
い
も
の
が
多
い
が
、
そ
の
「
埋

草
に
も
な
ら
ぬ
塵
埃
の
昂
奮
」
と
、
群
集
と
し
て
の
行
為
は
、
ま
っ
た
く
意
味
の

な
い
も
の
で
あ
る
と
、
決
め
つ
け
て
い
る
。

「
さ
め
よ
／
一
人
に
め
ざ
め
よ
」
は
、「
一
人
の
力
を
尊
び
／
一
人
の
意
味
を
し

の
べ
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。「
一
人
の
力
を
尊
び
／
一
人
の
意
味
を
し
の
」
ぶ
こ

と
が
、
す
な
わ
ち
、「
一
人
に
め
ざ
め
」
る
こ
と
で
あ
る
。「
眉
を
あ
げ
て
怒
る
」

の
「
眉
を
あ
げ
る
」
は
、
眉
を
つ
り
あ
げ
る
。
怒
っ
た
よ
う
す
に
い
う
慣
用
句
。

「
汝
等
の
顔
の
淋
し
さ
」
は
、「
其
の
た
よ
り
な
さ
と
、
不
安
と
／
幕
を
隔
て
た
汝

等
自
身
の
本
体
の
無
関
心
と
／
重
心
な
き
浮
動
物
の
か
ろ
が
ろ
し
さ
と
」
か
ら
生

じ
て
い
る
。「
た
よ
り
な
さ
と
、
不
安
」
は
、
現
在
の
行
為
が
心
の
真
実
の
要
求
か

ら
発
し
た
も
の
で
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。「
幕
を
隔
て
た
汝
等
自
身
の

本
体
の
無
関
心
」
は
、
群
が
り
わ
め
い
て
い
て
も
、
群
集
の
一
人
一
人
の
主
体
は
、

こ
の
事
件
に
、
実
は
無
関
心
な
の
だ
。
と
い
う
こ
と
。「
汝
等
自
身
」
は
初
出
で
は

「
汝
自
身
」。「
重
心
な
き
浮
動
物
の
か
ろ
が
ろ
し
さ
」
は
、
群
集
の
一
人
一
人
の
心

の
動
き
を
き
め
つ
け
た
も
の
。「
浮
動
物
」
は
た
え
ず
漂
い
動
い
て
い
る
も
の
。
こ

れ
ら
の
心
の
は
た
ら
き
が
、「
貧
し
さ
」、
つ
ま
り
、
心
の
貧
し
さ
の
表
れ
な
の
で

あ
る
。「
あ
の
ま
ん
ま
ろ
な
月
を
見
よ
」
の
「
ま
ん
ま
ろ
な
月
」
は
、「
淋
し
さ
」

「
貧
し
さ
」
と
対
照
的
な
、
全
的
な
も
の
、
充
実
の
表
現
か
。「
静
か
な
冬
の
夜
の

こ
の
潜
力
」
は
、
静
か
な
冬
の
夜
の
底
に
潜
ん
で
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
。
四
日
前
の

作
品
「
愛
の
嘆
美
」
に
は
、「
冬
に
潜
む
揺
籃
の
魔
力
」
と
い
う
句
が
あ
っ
た
。「
こ

の
潜
力
」
の
「
こ
の
」
は
、
光
太
郎
が
そ
れ
を
今
、
体
感
し
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。「
汝
等
の
心
に
今
め
ぐ
み
つ
つ
あ
る
／
破
壊
性
と
残
忍
性
と
異
常
な
肉
体

の
欲
望
に
め
ざ
め
よ
」
の
、「
破
壊
性
と
残
忍
性
と
異
常
な
肉
体
の
欲
望
」
は
、
虚

飾
を
と
り
払
っ
た
と
こ
ろ
に
表
れ
る
人
間
の
原
始
的
な
本
能
を
い
う
。
大
正
元
年

八
月
作
の
「
夏
の
夜
の
食
欲
」
に
、「
私
の
魂
は
こ
の
時
、
四
足
獣
の
む
か
し
を
忍

び
／
曾
て
野
に
さ
ま
よ
つ
て
餌
を
求
つ
た
習
性
を
懐
か
し
み
／
又
、
闇
黒
の
喜
び

に
ふ
る
へ
／
秘
密
、
疾
走
、
破
壊
、
飽
満
の
欲
に
飢
え
渇
く
」
と
、
近
代
人
の
内

面
の
奥
深
く
に
潜
む
原
始
性
、
野
獣
性
を
自
然
に
つ
ら
な
る
も
の
と
し
て
、
積
極

的
に
肯
定
し
た
詩
句
が
あ
る
。
こ
の
「
破
壊
性
と
残
忍
性
と
異
常
な
肉
体
の
欲
望
」

を
「
貴
い
人
間
性
」
と
呼
ぶ
の
は
、
そ
れ
ら
が
、
自
然
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。「
貴
い
人
間
性
」
は
、
個
に
徹
し
た
時
に
認
識
で
き
る
の
で
あ

る
。「
そ
し
て
一
人
に
せ
め
よ
」
の
「
せ
め
よ
」
は
、
初
出
で
は
「
攻
め
よ
」。「
哀

れ
な
こ
の
群
集
と
群
集
と
の
無
益
な
争
闘
に
対
し
て
／
自
然
の
い
の
ち
を
思
ふ
事

の
無
意
味
を
知
れ
」
は
、
こ
の
争
闘
は
、「
い
の
ち
あ
る
事
実
に
な
ら
な
い
事
実
」

で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
「
破
壊
性
」
や
「
残
忍
性
」
が
見
ら
れ
て
も
、
そ
こ
に
「
自

然
の
い
の
ち
」
の
表
れ
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
。「
汝
等
は
道
路

に
し
か
れ
る
砂
利
の
集
団
だ
」
は
、
お
前
た
ち
は
人
々
の
足
の
下
に
踏
み
し
だ
か

れ
る
存
在
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
意
味
。
初
出
で
は
「
し
か
れ
る
」
は
「
敷
か
れ

る
」。「
汝
等
は
偶
然
に
生
き
、
偶
然
に
死
に
」
は
、
そ
の
存
在
に
必
然
性
が
な
い
。

単
に
生
存
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
。「
張
合
に
生
き
、
張
合
に
死
に

／
又
気
質
に
生
き
、
気
質
に
死
ぬ
」
は
、
明
治
四
十
三
年
十
二
月
作
の
「
根
付
の

国
」
に
う
た
わ
れ
た
、「
命
の
や
す
い
／
見
栄
坊
な
／
小
さ
く
固
ま
つ
て
納
ま
り
返
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つ
た
」
と
い
う
日
本
人
像
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
の
時
々
に
見
栄
を
張
り
、
意
地
を

張
り
、
も
っ
と
も
ら
し
く
生
涯
を
送
る
。
そ
こ
に
は
、
自
分
の
命
の
真
実
の
か
け

ら
も
な
い
。
初
出
で
は
「
張
合
」
は
「
張
合
ひ
」、「
気
質
」
に
は
「
か
た
ぎ
」
と

ル
ビ
。
さ
ら
に
、
初
出
で
は
、
続
い
て
、「
汝
等
は
豆
絞
り
を
制
服
の
肩
に
か
け
る

徒
だ
／
汝
等
は
意
気
の
為
に
命
を
投
げ
出
す
の
徒
だ
／
汝
等
は
漣
を
見
て
大
河
の

本
流
を
知
ら
な
い
徒
だ
」
の
三
行
が
あ
る
。「
豆
絞
り
」
は
豆
粒
ほ
ど
の
小
さ
な
円

を
並
べ
て
あ
ら
わ
し
た
絞
り
染
め
。「
豆
絞
り
を
…
…
肩
に
か
け
た
」
と
い
う
の
で
、

手
ぬ
ぐ
い
で
あ
ろ
う
。「
制
服
の
肩
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
一
行
は
警
官
た
ち
を
さ

す
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
徒
」
は
仲
間
。
こ
の
場
合
は
、
否
定
的
な
意
味
を
含
む
。

つ
ま
り
、
こ
の
行
は
、
制
服
を
着
て
い
て
も
、
豆
絞
り
の
手
ぬ
ぐ
い
を
肩
に
か
け

て
意
気
が
る
、
軽
薄
な
仲
間
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
意
気
の
為

に
命
を
投
げ
出
す
」
は
、
前
出
の
「
根
付
の
国
」
の
「
命
の
や
す
い
／
見
栄
坊
な
」

と
重
な
る
。
こ
の
行
は
、
群
集
の
側
で
あ
ろ
う
。「
漣
」
は
小
波
。
細
か
い
波
。
表

面
の
小
さ
な
動
き
を
意
味
す
る
。「
大
河
の
本
流
」
は
時
代
の
大
き
な
流
れ
で
あ
ろ

う
。
こ
の
行
は
、
両
者
の
全
体
に
対
し
て
、
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三

行
は
、「
張
合
に
生
き
…
…
気
質
に
死
ぬ
」
の
内
容
を
よ
り
具
体
的
に
述
べ
た
も
の

で
あ
る
が
、
作
品
と
し
て
は
、
や
や
く
ど
い
感
じ
が
す
る
。

「
さ
め
よ
／
一
人
に
め
ざ
め
よ
／
一
人
の
力
を
貴
び
／
一
人
の
意
味
を
し
の
べ
」

は
、
主
題
の
再
提
示
で
あ
る
。「
汝
等
の
焦
心
に
何
の
値
が
あ
ら
う
／
汝
等
の
告
白

に
何
の
意
味
が
あ
ら
う
」
と
い
う
の
は
、「
焦
心
」（
悩
み
や
苛
立
ち
）
も
「
告
白
」

も
「
一
人
」
に
発
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
初
出
で
は
「
値
」
は
「
値

ひ
」。「
あ
あ
、
群
集
よ
／
夜
の
群
集
よ
／
又
思
想
お
よ
び
芸
術
に
か
か
る
群
集
よ
」

の
「
夜
の
群
集
」
は
、
倒
閣
国
民
大
会
の
騒
乱
に
集
ま
っ
た
群
集
。「
思
想
お
よ
び

芸
術
に
か
か
る
」
の
「
か
か
る
」
は
関
係
す
る
。
以
上
の
二
つ
の
群
集
を
、
そ
れ

は
さ
し
当
た
っ
て
、
光
太
郎
の
気
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
群
集
を

生
命
と
す
る
群
集
」
と
、
群
集
一
般
の
問
題
に
話
を
進
め
る
の
で
あ
る
。「
空
し
き

汝
等
一
人
の
声
」
は
、
群
集
の
一
人
で
あ
る
間
は
、
真
に
「
一
人
」
で
は
あ
り
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。「
き
つ
か
け
に
生
き
、
提
言
に
生
き
る
事
を
止
め
よ
」
は
必
然

の
生
を
生
き
よ
、
と
い
う
こ
と
。「
き
つ
か
け
」
は
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
、
は
ず

み
の
意
味
。「
提
言
」
は
、
考
え
や
意
見
を
出
す
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
出
し
た
考
え

や
意
見
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ふ
と
し
た
思
い
つ
き
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

「
偶
像
の
中
に
も
ぐ
り
込
む
事
を
止
め
よ
」
は
、
伝
統
的
ま
た
は
絶
対
的
な
権
威
と

さ
れ
る
も
の
の
中
に
個
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
を
止
め
よ
、
の
意
味
。
群
集
の
「
偶

像
」
は
正
義
で
あ
り
、
警
察
側
の
偶
像
は
政
府
の
権
威
で
あ
る
。「
し
ら
じ
ら
し
い

汝
等
の
虚
言
を
や
め
よ
」
の
「
虚
言
」
は
人
を
あ
ざ
む
く
言
葉
。
う
そ
。
こ
こ
で

は
、
自
己
の
真
実
か
ら
発
し
て
い
な
い
言
葉
。「
群
集
に
よ
つ
て
押
さ
れ
る
浮
動
の

潮
流
を
蔑
ろ
に
せ
よ
」
の
「
エ
フ
エ
メ
エ
ル
」
はephem

ere

（
フ
ラ
ン
ス
）。「
浮

動
の
潮
流
」
は
た
よ
り
な
く
揺
れ
つ
づ
け
る
、
そ
の
時
々
の
世
の
中
の
流
れ
。「
一

人
の
実
体
に
し
み
通
り
／
一
人
の
根
を
深
め
／
一
人
の
地
下
泉
を
掘
り
出
せ
よ
／

こ
ん
こ
ん
と
し
て
湧
き
上
る
生
水
を
汲
め
よ
」
の
「
一
人
」
は
、
一
人
一
人
が
、

自
分
自
身
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
根
を
深
め
」
の
「
根
」
は
、
大
正
二
年
三
月

作
の
「
人
類
の
泉
」
の
「
私
の
正
し
さ
は
草
木
の
正
し
さ
で
す
」
以
来
の
、
光
太

郎
の
、
自
分
の
生
を
自
然
の
律
に
従
う
も
の
と
し
て
の
「
草
木
」
の
イ
メ
ー
ジ
で

あ
る
。「
地
下
泉
」
は
「
根
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
直
接
関
わ
り
あ
い
な
が
ら
、
生
命
の

根
源
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、「
生
水
」、
つ
ま
り
湧
き
水
は
、
生
命
の
象
徴
で
あ

る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
偶
然
は
あ
と
を
た
ち
／
思
ひ
つ
き
は
価
値
を

失
」
っ
て
、
必
然
の
支
配
す
る
世
界
が
現
れ
（「
た
ち
」
は
初
出
で
は
「
絶
ち
」）、

「
其
処
に
こ
そ
自
然
に
根
ざ
し
た
人
間
は
ま
ろ
く
立
ち
現
は
れ
る
の
だ
」。
直
前
の
、

「
実
体
に
し
み
通
り
」「
根
を
深
め
」「
地
下
泉
を
掘
り
出
」
し
、「
湧
き
上
が
る
生

水
を
汲
」
む
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、「
自
然
に
根
ざ
し
」
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。

「
自
然
に
根
ざ
し
た
人
間
」
に
つ
い
て
は
、
大
正
二
年
十
二
月
作
の
「
冬
の
詩
」
に
、

「
自
然
を
忘
れ
る
な
、
自
然
を
た
の
め
」
と
い
う
句
が
あ
る
。「
ま
ろ
く
立
ち
現
れ

る
の
だ
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
こ
の
詩
の
中
に
、「
あ
の
ま
ん
ま
ろ
な
月
を
見

よ
」
と
い
う
句
が
あ
っ
た
。「
ま
ろ
く
」
は
全
的
に
、
充
実
し
て
、
の
意
味
で
あ
ろ

う
。「

一
人
の
力
を
尊
び
／
一
人
の
意
味
を
し
の
べ
」
と
繰
り
返
し
て
、
詩
は
終
息
部

に
入
る
。「
む
ら
が
り
わ
め
き
、
又
無
知
の
声
を
あ
げ
る
か
の
人
人
よ
」
も
、
冒
頭

部
の
繰
り
返
し
。「
寒
い
風
に
凍
て
て
光
る
あ
の
大
き
な
月
を
見
よ
／
月
は
公
園
の
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黒
い
木
立
と
相
摩
し
て
光
る
／
ま
ん
ま
ろ
に
皎
然
と
光
る
」
の
「
相
摩
し
て
」
の

「
摩
す
」
は
こ
す
る
、
み
が
く
。
風
に
ゆ
れ
る
葉
を
落
し
た
冬
木
立
が
、
月
を
研
い

で
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。「
皎
然
と
」
は
白
く
明
る
く
輝
く
よ
う
す
。
こ

の
「
月
」
は
、
大
正
元
年
八
月
あ
る
い
は
九
月
作
の
「
お
そ
れ
」
の
「
世
界
を
夢

に
導
き
、
刹
那
を
永
遠
に
置
き
か
へ
よ
う
と
す
る
月
」
の
イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
、

永
遠
性
を
蔵
し
て
い
る
と
と
も
に
、
冬
の
月
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
の
厳

し
く
、
し
か
も
美
し
い
姿
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
初
出
で
は
、「
凍
て
て
」

は
「
凍
（
い
）
て
て
」
と
ル
ビ
。
終
り
の
二
行
は
、「
月
は
公
園
の
黒
い
木
立
と
相

摩
し
て
／
光
る
、
ま
ん
ま
ろ
に
皎
然
と
光
る
」
と
、
光
太
郎
自
身
の
心
が
、
す
で

に
群
集
の
騒
乱
を
離
れ
て
、
一
人
静
か
に
、
冷
徹
な
月
の
光
と
対
話
し
て
い
る
よ

う
に
結
ば
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
、
群
集
で
あ
る
こ
と
を
生
命
と
す
る
群
集
に
対
し

て
、
群
集
で
あ
る
こ
と
の
空
し
さ
を
説
き
、「
一
人
の
力
を
尊
び
／
一
人
の
意
味
を

し
の
べ
」
と
「
一
人
」（
個
我
）
の
確
立
を
呼
び
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
群
集

の
行
動
は
、
初
め
に
記
し
た
よ
う
に
、
海
軍
上
層
部
の
収
賄
事
件
に
発
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
行
動
の
背
後
に
は
、
政
党
間
の
争
い
も
透
け
て
見
え
て
い
た
。

光
太
郎
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
詩
中
に
、

光
太
郎
の
帰
国
直
後
の
「
根
付
の
国
」
の
内
容
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
光
太
郎
の
主
張
は
、
光
太
郎
の
長
年
の
思
い
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

婚
姻
の
栄
誦

ほ
め
よ
、
た
た
へ
よ

婚
姻
の
よ
ろ
こ
び
を
う
た
へ
よ

は
な
む
こ

は
な
よ
め

新
郎
と
新
婦
と

手
を
と
り
て
立
て
り

さ
か
ん
な
る
か
な

新
し
き
い
の
ち
は
今
創
め
ら
れ
ん
と
す

し
か
し
て
ま
た

こ
と
ほ

新
し
き
征
服
の
歩
み
は
今
祝
が
れ
た
り

ほ
め
よ
、
た
た
へ
よ

婚
姻
の
よ
ろ
こ
び
を
う
た
へ
よ

は
な
む
こ

新
郎
は
力
に
満
て
り

新
郎
は
よ
ろ
こ
び
に
か
が
や
け
り

新
郎
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
を
其
の
手
に
握
れ
り

新
郎
よ
、
新
郎
よ

汝
の
よ
ろ
こ
び
を
極
め

汝
の
力
を
飽
く
事
な
く
注
ぎ
つ
く
せ
よ

与
へ
ら
れ
た
る
す
べ
て
の
欲
望
に

汝
自
身
を
信
頼
せ
よ

又
永
遠
の
理
法
と
永
遠
の
情
念
と
に

汝
自
身
を
研
ぎ
ひ
か
ら
せ
よ

新
郎
は
雄
雄
し

新
郎
は
た
の
む
可
き
か
な

ほ
め
よ
、
た
た
へ
よ

婚
姻
の
よ
ろ
こ
び
を
う
た
へ
よ

は
な
よ
め

新
婦
は
愛
に
満
て
り

新
婦
は
さ
い
は
ひ
に
わ
な
な
け
り

か
く

新
婦
は
あ
り
と
あ
る
美
し
さ
を
そ
の
胸
に
蔵
せ
り

新
婦
よ
、
新
婦
よ

汝
の
さ
い
は
ひ
の
一
し
づ
く
を
も
余
す
事
な
く
味
へ
よ
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汝
の
愛
を
日
に
新
し
く
め
ざ
ま
し
め
よ

汝
の
使
命
を
お
も
ひ
わ
づ
ら
ひ
て

く
び
き

汝
の
本
能
に
軛
を
か
く
る
な
か
れ

た
だ
か
が
や
け
よ

マ
マ

汝
の
生
来
を
堀
り
深
め

汝
の
深
因
に
汝
の
喜
怒
哀
楽
を
裏
づ
け
よ

汝
は
大
地
よ
り
湧
け
り

汝
は
何
も
の
を
も
包
む
大
地
の
底
力
を
体
現
せ
よ

新
婦
は
ら
ふ
た
し

新
婦
は
愛
す
可
き
か
な

ほ
め
よ
、
た
た
へ
よ

婚
姻
の
よ
ろ
こ
び
を
う
た
へ
よ

新
郎
と
新
婦
と
手
を
と
り
て
立
て
り

汝
等
は
愛
に
燃
え
、
情
欲
に
燃
え

絶
大
の
自
然
と
共
に
猛
進
せ
よ

減
却
は
罪
悪
な
り
、
恥
辱
な
り

た
だ
増
大
せ
よ
、
真
の
瞬
刻
の
い
の
ち
を
惜
し
め
よ

ほ
め
よ
、
た
た
へ
よ

婚
姻
の
よ
ろ
こ
び
を
う
た
へ
よ

（
三
月
六
日
）

「
文
章
世
界
」
大
正
三
年
四
月
号
に
発
表
。
初
出
で
は
全
漢
字
に
ル
ビ
。

「
栄
誦
」
の
「
栄
」
は
栄
え
る
こ
と
。
華
や
か
な
こ
と
。「
誦
」
は
声
を
出
し
て

唱
え
る
こ
と
。「
婚
姻
の
栄
誦
」
は
、
結
婚
を
ほ
め
た
た
え
、
そ
の
喜
び
を
う
た
う
、

と
い
う
ほ
ど
の
意
味
。

「
ほ
め
よ
、
た
た
へ
よ
／
婚
姻
の
よ
ろ
こ
び
を
う
た
へ
よ
」
は
全
四
連
の
各
連
の

前
後
に
配
置
さ
れ
、
主
題
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
快
適
な
リ
ズ
ム
を
醸
成
し
て

い
る
。

第
一
連
は
、「
新
郎
と
新
婦
」
の
活
力
の
あ
る
よ
う
す
を
、「
さ
か
ん
な
る
か
な
」

と
ほ
め
た
た
え
、「
婚
姻
」
の
意
義
を
、「
新
し
き
い
の
ち
」
の
創
造
と
と
ら
え
、

こ
の
「
婚
姻
」
が
、「
新
し
き
征
服
の
歩
み
」
の
出
発
で
あ
る
こ
と
を
う
た
っ
た
も

の
。
光
太
郎
の
現
実
に
即
し
て
見
れ
ば
、
智
恵
子
を
得
る
こ
と
は
、
新
し
い
「
い

の
ち
」
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
正
二
年
の
九
月
、
上
高
地
に
滞
在
し
て
い
る

光
太
郎
の
も
と
に
智
恵
子
が
訪
れ
、
同
宿
す
る
が
、
こ
の
時
、
二
人
は
婚
約
し
た

と
、
光
太
郎
は
「
智
恵
子
の
半
生
」
に
述
べ
て
い
る
。『
道
程
』
に
お
い
て
、
こ
の

時
の
体
験
を
背
景
に
し
た
「
山
」
の
次
に
置
か
れ
て
い
る
「
よ
ろ
こ
び
を
告
ぐ
」

に
は
、「
今
ま
で
見
た
事
の
な
い
生
が
姿
を
現
す
だ
ら
う
」
と
、
新
し
い
「
い
の
ち
」

の
誕
生
が
予
告
さ
れ
て
い
る
。
今
、
光
太
郎
は
、
智
恵
子
と
と
も
に
、「
創
世
記
」

な
ら
ぬ
「
創
生
記
」
を
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
新
し
き
征
服
の
歩
み
」

の
「
征
服
」
の
意
味
を
、『
広
辞
苑
』
第
五
版
の
「
征
服
」
の
項
の
１
の
「
征
伐
し

て
服
従
さ
せ
る
こ
と
」
と
取
れ
ば
、
そ
の
対
象
は
、
三
か
月
前
に
書
か
れ
た
「
僕

等
」
に
、「
僕
は
丁
度
自
然
を
信
じ
切
る
心
安
さ
で
／
僕
等
の
い
の
ち
を
信
じ
て
ゐ

る
／
そ
し
て
世
間
と
い
ふ
も
の
を
蹂
躙
し
て
ゐ
る
／
頑
固
な
俗
情
に
打
ち
勝
つ
て

ゐ
る
」
と
あ
る
「
世
間
と
い
ふ
も
の
」「
俗
情
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

２
の
「
転
じ
て
、
困
難
な
こ
と
を
な
し
と
げ
る
こ
と
」
と
取
れ
ば
、
今
後
の
二
人

に
予
想
さ
れ
る
人
生
の
道
程
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
光
太
郎
の
「
俗
情
」

「
世
間
」
に
対
す
る
敵
意
に
は
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
後
者
を
選
ん
で
お
き

た
い
。

第
二
連
は
、「
新
郎
」
に
呼
び
か
け
た
も
の
。「
新
郎
は
力
に
満
て
り
」
に
つ
い

て
は
、
前
述
の
「
僕
等
」
に
、「
僕
が
活
力
に
み
ち
て
る
様
に
」
と
あ
る
。
ま
た
、

今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
光
太
郎
に
お
い
て
、「
生
」
イ
コ
ー
ル
「
力
」、「
力
」

イ
コ
ー
ル
「
生
」
で
あ
る
。「
与
へ
ら
れ
た
る
す
べ
て
の
欲
望
に
／
汝
自
身
を
信
頼

せ
よ
」
は
、「
す
べ
て
の
欲
望
」
は
自
然
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。「
永
遠
の
理
法
と
永
遠
の
情
念
と
に
／
汝
自
身
を
研
ぎ
ひ
か
ら
せ
よ
」
の

「
永
遠
の
理
法
と
永
遠
の
情
念
」
は
、「
自
然
の
理
法
と
自
然
の
情
念
」
と
書
き
換

（ ）１１８―１１８―



え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
永
遠
の
理
法
」
は
、「
或
る
宵
」（
大
正
元
年
十
月
作
）
の

「
自
然
の
定
律
」「
必
然
の
理
法
」
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
光
太
郎
が
絶
対
的

存
在
と
す
る
自
然
の
核
に
あ
た
る
も
の
、
と
い
う
よ
り
、
説
明
の
し
よ
う
が
な
い
。

「
理
法
」
に
「
情
念
」
が
並
ん
だ
と
こ
ろ
が
新
し
く
、「
自
然
」
と
あ
っ
て
よ
い
と

こ
ろ
が
「
永
遠
」
と
あ
る
と
こ
ろ
と
合
わ
せ
考
え
る
と
、「
自
然
」
の
人
格
化
が
一

歩
進
ん
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。「
新
郎
は
雄
雄
し
／
新
郎
は
た
の
む
可
き
か

な
」
は
、
次
連
の
末
尾
「
新
婦
は
ら
ふ
た
し
／
新
婦
は
愛
す
可
き
か
な
」
と
対
応

し
、
新
郎
は
信
頼
す
る
に
足
る
、
一
身
を
託
す
に
足
る
、
と
保
証
し
な
が
ら
、
新

郎
と
新
婦
の
意
味
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。
前
出
の
「
僕
等
」
に
は
、「
あ
な
た
は

僕
を
た
の
み
／
あ
な
た
は
僕
に
生
き
る
」
と
あ
っ
た
。「
新
婦
」
は
「
新
郎
」
を
た

の
み
に
す
る
、
と
い
う
形
で
あ
る
。

第
三
連
は
、「
新
婦
」
に
呼
び
か
け
た
も
の
。「
新
婦
は
愛
に
満
て
り
／
新
婦
は

さ
い
は
ひ
に
わ
な
な
け
り
」
は
、
第
二
連
の
「
新
郎
」
の
姿
と
対
の
表
現
に
な
っ

て
い
る
。「
新
郎
」
の
「
力
」
と
「
よ
ろ
こ
び
」
に
対
し
て
、「
新
婦
」
の
「
愛
」

と
「
さ
い
は
ひ
」
で
あ
る
。
以
下
も
、
同
様
で
あ
る
。「
新
郎
」
の
い
だ
く
「
可
能
」

性
、「
新
婦
」
の
「
美
し
さ
」。「
新
郎
」
の
「
よ
ろ
こ
び
」
と
「
力
」
に
対
し
て
、

「
新
婦
」
の
「
さ
い
は
ひ
」
と
「
愛
」。「
汝
の
使
命
を
お
も
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
」
の

「
汝
」
の
内
容
は
「
新
婦
」
で
あ
る
が
、「
新
婦
」
の
「
使
命
」
に
つ
い
て
は
、
何

も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
自
分
は
何
を
し
た
ら
よ
い
の
か
と
思
い
な
や
ん
で
、
の
意

味
か
。
古
い
家
族
制
度
に
お
け
る
妻
の
立
場
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。「
汝
の
本

能
に
軛
を
か
く
る
な
か
れ
」
の
「
軛
」
は
車
の
轅
の
端
に
つ
け
て
、
牛
馬
の
後
頚

に
か
け
る
横
木
。
牛
馬
の
動
き
を
制
約
す
る
道
具
。「
軛
を
か
け
る
」
は
制
約
す
る

の
意
味
。
こ
の
二
行
は
、
本
能
の
命
ず
る
ま
ま
に
、
自
然
に
生
き
よ
、
と
い
う
こ

と
。
そ
し
て
、「
た
だ
か
が
や
け
よ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
次
の
四
行
は
、「
新
郎
」

は
、「
永
遠
の
理
法
と
永
遠
の
情
念
と
に
／
汝
自
身
を
研
ぎ
ひ
か
ら
せ
よ
」、
つ
ま

り
、
自
然
に
従
っ
て
生
き
、
自
己
を
磨
け
、
と
あ
る
の
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

マ
マ

「
汝
の
生
来
を
堀
り
深
め
」
の
「
生
来
」
は
天
性
、「
汝
の
深
因
に
汝
の
喜
怒
哀
楽

を
裏
づ
け
よ
」
は
、「
汝
の
喜
怒
哀
楽
」、
つ
ま
り
感
情
が
働
く
と
き
に
は
、
深
い
、

心
底
か
ら
の
裏
づ
け
に
従
っ
て
働
く
よ
う
に
せ
よ
、
と
い
う
意
味
。「
汝
は
大
地
よ

り
湧
け
り
」
の
「
大
地
」
は
、「
牛
」（
大
正
二
年
十
二
月
作
）
で
も
、
牛
は
大
地

と
と
も
に
あ
る
も
の
、
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。「
大
地
」
は
、
理
念
的
、
抽

象
的
な
「
自
然
」
の
具
体
的
な
表
れ
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
万
物
を
生
み
育
て

る
も
の
で
あ
る
。『
旧
約
聖
書
』
の
、
エ
ホ
バ
神
が
「
土
の
塵
」
よ
り
ア
ダ
ム
を
造

り
、
ア
ダ
ム
の
肋
骨
か
ら
イ
ヴ
を
成
し
た
と
い
う
、
人
類
の
も
と
を
土
に
見
る
見

方
も
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、「
大
地
よ
り
湧
」
い
た
の
だ
か

ら
、「
何
も
の
を
も
包
む
大
地
の
底
力
を
体
現
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
包

む
」
は
包
容
す
る
。「
体
現
」
は
、
具
体
的
な
か
た
ち
に
現
す
こ
と
。「
新
婦
は
ら

ふ
た
し
」
の
「
ら
ふ
た
し
」
は
、
可
愛
い
、
可
憐
で
あ
る
。

第
四
連
。「
新
郎
と
新
婦
と
手
を
と
り
て
立
て
り
／
汝
等
は
愛
に
燃
え
、
情
欲
に

燃
え
／
絶
大
の
自
然
と
共
に
猛
進
せ
よ
」
の
「
情
欲
」
は
、
先
に
見
た
「
愛
の
嘆

美
」
に
お
い
て
、
す
で
に
全
肯
定
さ
れ
て
い
る
。「
絶
大
」
は
こ
の
上
な
く
大
き
い

こ
と
。「
滅
却
は
罪
悪
な
り
、
恥
辱
な
り
／
た
だ
増
大
せ
よ
、
真
に
瞬
刻
の
い
の
ち

を
惜
し
め
よ
」
の
「
滅
却
」
は
滅
び
る
こ
と
、「
増
大
」
は
増
え
て
大
き
く
な
る
こ

と
、「
瞬
刻
」
は
ま
た
た
く
ま
、
瞬
間
。「
い
の
ち
」
の
ほ
ろ
び
る
こ
と
は
、
罪
悪

で
あ
り
、
恥
辱
で
あ
る
と
知
り
、
真
に
瞬
間
の
「
い
の
ち
」
を
惜
し
み
、「
い
の
ち
」

を
増
大
さ
せ
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
、「
婚
姻
」
を
ほ
め
た
た
え
、
そ
の
よ
ろ
こ
び
を
う

た
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
婚
姻
」
を
新
し
き
「
い
の
ち
」
の
創
造
と
と
ら
え
、
情

欲
を
「
自
然
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
肯
定
し
、「
新
郎
」
は
自
然
と

と
も
に
生
き
、
自
然
に
磨
か
れ
、「
新
婦
」
は
す
べ
て
を
抱
容
す
る
大
地
の
底
力
を

体
現
す
る
べ
く
勤
め
、
共
に
、
瞬
間
の
「
い
の
ち
」
を
惜
し
ん
で
、
成
長
せ
よ
、

と
い
う
内
容
は
、
正
し
く
、
光
太
郎
自
身
の
決
意
と
喜
び
と
と
も
に
、
智
恵
子
に
、

二
人
の
結
婚
の
あ
り
う
べ
き
姿
を
つ
げ
た
も
の
、
と
い
え
る
。

万
物
と
共
に
踊
る

彼
は
万
物
を
見
る
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ま
た
万
物
を
所
有
す
る

重
い
も
の
を
も
ち
又
軽
い
も
の
を
も
つ

明
る
い
も
の
を
見
ま
た
暗
い
も
の
を
見
る

人
の
い
ふ
矛
盾
が
矛
盾
に
な
ら
な
い

砂
糖
の
中
へ
塩
を
入
れ
る

燃
え
る
火
か
ら
水
を
取
る

あ
ら
ゆ
る
対
立
は
一
つ
に
溶
け
る

あ
ら
ゆ
る
差
別
は
一
つ
に
輝
く

相
剋
と
戦
闘
と

排
擠
と
鍛
練
と
の

身
を
切
る
苦
し
さ
に
七
転
す
る
時
も

彼
は
其
を
成
し
遂
げ
る
必
勝
の
気
魄
を
持
つ

最
も
忠
実
で
あ
つ
て
し
か
も
背
叛
す
る

最
も
真
摯
で
あ
つ
て
し
か
も
悪
謔
す
る

最
も
激
烈
な
近
代
人
で
あ
つ
て

し
か
も
最
も
執
拗
な
古
代
人
で
あ
る

最
も
精
霊
的
で
あ
つ
て

し
か
も
最
も
肉
体
的
で
あ
る

女
と
共
に
泣
き

女
と
共
に
踊
る

女
を
憎
み

女
を
愛
す
る

愛
憎
を
超
え
た
永
遠
を
知
る

そ
の
一
源
を
つ
ね
に
掌
中
に
握
る

そ
れ
ゆ
え

女
の
信
頼
し
得
る
最
も
堅
固
な
胸
で
あ
る

純
一
で
あ
つ
て
単
調
で
な
い

複
雑
で
あ
つ
て
乱
多
で
な
い

し
に
み

つ
ね
に
死
身
で

し
か
も
つ
ね
に
笑
つ
て
ゐ
る

貞
潔
で
あ
つ
て
又
多
情
で
あ
る

自
由
を
極
め
て
し
か
も
或
る
規
律
が
あ
る

そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
凡
俗
と
妥
協
と
を
絶
し
て
ゐ
る

万
物
は
彼
に
押
し
よ
せ

彼
は
万
物
と
共
に
乱
舞
す
る

天
然
の
素
と
交
通
し

天
然
の
実
を
実
と
す
る

す
べ
て
の
瑣
事
は
み
な
一
大
事
と
な
り

又
組
織
と
な
る

彼
は
自
ら
に
信
憑
し

自
ら
の
渇
欲
に
羅
針
を
据
ゑ
る

彼
に
と
つ
て

生
長
は
生
長
の
意
識
で
な
く
て

渇
欲
の
感
覚
で
あ
る

そ
し
て
遂
行
の
喜
悦
で
あ
る

そ
し
て
又
剰
残
の
不
満
で
あ
る

現
状
の
不
安
で
あ
る

あ
ら
ゆ
る
刺
戟
は
彼
の
空
虚
を
め
ざ
め
し
め

あ
ら
ゆ
る
養
ひ
は
彼
の
細
胞
に
ひ
び
き
渡
る

幺
微
に
入
り

不
可
思
議
に
せ
ま
る

彼
は
万
物
と
共
に
踊
り

彼
は
万
物
を
見

ま
た
万
物
を
所
有
す
る

彼
は
絶
え
ず
悩
み
、
絶
え
ず
の
り
越
す

―
―
偉
大
の
生
れ
る
時
だ

（
三
月
九
日
）

（ ）１２０―１２０―



「
万
物
と
共
に
踊
る
」
は
、「
女
子
文
壇
」
大
正
三
年
四
月
号
に
発
表
さ
れ
た
。

「
彼
は
万
物
を
見
る
／
ま
た
万
物
を
所
有
す
る
」
の
「
彼
」
は
、
光
太
郎
自
身
を

客
観
化
し
た
表
現
と
も
取
れ
る
が
、
こ
こ
は
光
太
郎
の
求
め
る
理
想
的
人
間
像
で

あ
ろ
う
。「
重
い
も
の
を
も
ち
又
軽
い
も
の
を
も
つ
」
は
「
万
物
を
所
有
す
る
」
の

一
具
体
例
を
示
し
た
も
の
。「
も
つ
」
は
「
所
有
す
る
」
こ
と
。「
明
る
い
も
の
を

見
ま
た
暗
い
も
の
を
見
る
」
は
「
万
物
を
見
る
」
の
一
具
体
例
。「
万
物
」
を
「
重

い
も
の
」「
軽
い
も
の
」、「
明
る
い
も
の
」「
暗
い
も
の
」
と
い
う
対
立
す
る
存
在

を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
つ
ま
り
、「
万
物

を
見
」、「
万
物
を
所
有
す
る
」
結
果
、「
人
の
い
ふ
矛
盾
が
矛
盾
に
な
ら
な
い
」
の

で
あ
る
。「
砂
糖
の
中
へ
塩
を
入
れ
る
／
燃
え
る
火
か
ら
水
を
取
る
」
は
、「
砂
糖
」

と
「
塩
」、「
燃
え
る
火
」
と
「
水
」
と
い
う
対
照
的
な
も
の
を
組
み
合
わ
せ
て
い

る
。「
重
い
も
の
」「
軽
い
も
の
」、「
明
る
い
も
の
」「
暗
い
も
の
」
を
組
み
合
わ
せ

た
句
法
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
二
行
は
、「
あ
ら
ゆ
る
対
立
は
一
つ
に
溶
け
る
／
あ

ら
ゆ
る
差
別
は
一
つ
に
輝
く
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
二
行
を
角
田
敏
郎
氏
は
、

「
相
対
的
な
境
界
を
突
破
し
て
、
絶
対
の
世
界
に
遊
ぶ
心
境
」
と
読
み
、『
無
門
関
』

を
通
し
て
光
太
郎
の
体
得
し
た
「
禅
的
機
制
の
投
影
」
と
見
て
い
る
（「
高
村
光
太

郎
と
『
禅
宗
無
門
関
』」、「
言
語
と
文
芸
」
昭
和
３９
・
５
）。「
差
別
」
に
つ
い
て
は
、

「
愛
の
嘆
美
」
に
、「
あ
ら
ゆ
る
差
別
は
一
音
に
め
ぐ
り
／
毒
薬
と
甘
露
と
は
そ
の

筺
を
同
じ
く
し
」
と
あ
っ
た
。
結
局
、
冒
頭
の
「
彼
は
万
物
を
見
／
ま
た
万
物
を

所
有
す
る
」
と
い
う
二
行
は
、
こ
の
「
絶
対
の
世
界
」
を
所
有
す
る
、
と
い
う
と

こ
ろ
に
落
ち
着
く
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
相
剋
と
戦
闘
と
／
排
擠
と
鍛
錬
と
の
／
身
を
切
る
苦
し
さ
に
七
転
す
る
時
も
」

の
「
相
剋
」
は
互
い
に
勝
と
う
と
し
て
相
争
う
こ
と
。「
排
擠
」
は
人
を
お
し
の
け

陥
れ
る
こ
と
。
排
斥
す
る
こ
と
。「
七
転
」
は
「
七
転
八
倒
」
の
略
。
こ
ろ
げ
ま
わ
っ

て
苦
し
み
も
だ
え
る
こ
と
。
こ
の
「
相
剋
と
戦
闘
」「
排
擠
と
鍛
練
」
に
は
対
象
と

な
る
語
が
な
い
。
が
、「
身
を
切
る
苦
し
さ
に
七
転
す
る
時
も
」
と
続
く
の
で
、「
身

を
切
る
」
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
対
象
は
自
分
自
身
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
大
正
元
年
十
二
月
作
の
「
戦
闘
」
は
、
真
に
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と

を
欲
し
て
、
外
部
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
自
分
を
取
り
戻
し
、
自
己
の

内
面
に
あ
る
敵
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
決
意
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
身
を

切
る
苦
し
さ
に
七
転
す
る
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
「
戦
闘
」
と
い
う
詩
を
思
わ

せ
る
。「
彼
は
万
物
を
所
有
す
る
」
一
方
、
内
部
に
は
、
ま
だ
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
、

と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。「
最
も
忠
実
で
あ
つ
て
し
か
も
背
叛
す
る
／
最
も
真
摯
で
あ

つ
て
し
か
も
悪
謔
す
る
」
は
、
自
己
に
対
し
て
の
矛
盾
し
た
行
為
の
表
現
で
あ
る
。

「
背
叛
」
は
そ
む
く
こ
と
。
謀
反
を
起
こ
す
こ
と
。「
真
摯
」
は
ま
じ
め
な
こ
と
。

「
悪
謔
」
は
悪
ふ
ざ
け
を
す
る
こ
と
。「
最
も
激
烈
な
近
代
人
で
あ
つ
て
／
し
か
も

最
も
執
拗
な
古
代
人
で
あ
る
」「
最
も
精
霊
的
で
あ
つ
て
／
し
か
も
最
も
肉
体
的
で

あ
る
」
は
自
己
の
矛
盾
し
た
内
面
、
あ
る
い
は
本
質
の
表
現
で
あ
る
。「
精
霊
的
」

は
「
肉
体
的
」
に
対
立
す
る
も
の
で
、
天
上
的
な
も
の
と
い
う
響
き
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
、
行
為
に
お
け
る
矛
盾
、
内
面
に
お
け
る
矛
盾
を
内
蔵
す
る
こ
と
は
、

「
万
物
を
所
有
す
る
」
こ
と
の
証
明
で
も
あ
ろ
う
。

「
女
と
共
に
泣
き
／
女
と
共
に
踊
る
／
女
を
憎
み
／
女
を
愛
す
る
」
と
い
う
矛
盾

を
内
包
し
た
表
現
は
、「
女
」
と
の
一
体
感
を
表
わ
す
。「
彼
」
は
「
愛
憎
を
超
え

た
永
遠
を
知
る
／
そ
の
一
源
を
つ
ね
に
掌
中
に
握
る
」
の
「
愛
憎
を
超
え
た
永
遠
」

は
、
今
、
言
葉
を
置
き
換
え
難
い
。「
一
源
」
は
「
根
源
」
と
同
じ
に
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
か
。「
そ
れ
ゆ
ゑ
／
女
の
信
頼
し
得
る
最
も
堅
固
な
胸
で
あ
る
」
の
「
堅

固
な
」
は
、
た
し
か
な
、
し
っ
か
り
し
た
の
意
味
。「
純
一
で
あ
つ
て
単
調
で
な
い

／
複
雑
で
あ
つ
て
乱
多
で
は
な
い
」
以
下
は
「
彼
」
の
「
内
面
」
の
在
り
方
で
あ

る
。「
乱
多
」
は
「
乱
雑
」
の
意
味
か
。「
つ
ね
に
死
身
で
／
し
か
も
つ
ね
に
笑
つ

て
ゐ
る
」
の
「
死
身
」
は
、
決
死
の
覚
悟
で
い
る
こ
と
。
捨
て
身
。「
貞
潔
で
あ
つ

て
又
多
情
で
あ
る
／
自
由
を
極
め
て
し
か
も
或
る
規
律
が
あ
る
」
と
、
生
き
方
に

お
い
て
も
、
と
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。「
或
る
規
律
」
は
、「
或
る
宵
」
に
い

う
「
自
然
の
定
律
」「
必
然
の
理
法
」、「
婚
姻
の
栄
誦
」
に
い
う
「
永
遠
の
理
法
」

の
ご
と
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
自
然
に
従
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
誤
る
こ

と
は
な
い
の
で
あ
る
。「
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
凡
俗
と
妥
協
と
を
絶
し
て
ゐ
る
」
―
―

「
凡
俗
と
妥
協
」
の
否
定
、
こ
れ
を
最
も
明
確
に
語
っ
た
の
は
大
正
元
年
十
月
作
の

「
或
る
宵
」
で
あ
る
が
、
こ
の
思
い
は
そ
れ
以
前
も
、
そ
れ
以
後
も
、
光
太
郎
の
心

を
決
し
て
離
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
と
し
て
、
善
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
光
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太
郎
の
思
考
や
行
動
に
関
わ
り
続
け
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
行
は
、
対
立

や
矛
盾
を
含
む
表
現
の
形
を
取
っ
て
い
な
い
。

「
万
物
は
彼
に
押
し
よ
せ
／
彼
は
万
物
と
共
に
乱
舞
す
る
」
―
―
こ
の
詩
の
冒
頭

に
は
、「
彼
は
万
物
を
見
る
／
彼
は
万
物
を
所
有
す
る
」
と
あ
り
、「
彼
」
と
「
万

物
」
と
の
関
係
は
静
的
な
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
、

両
者
の
関
係
は
動
的
な
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
、「
彼
」
と
「
万
物
」
と
の
関
係
は
、

よ
り
密
接
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
乱
舞
す
る
」
は
入
り
乱
れ
て
踊
り
狂
う
こ
と
。

「
天
然
の
素
と
交
通
し
／
天
然
の
実
を
実
と
す
る
」
の
「
天
然
」
に
つ
い
て
は
「
愛

の
嘆
美
」
の
項
で
簡
単
に
触
れ
た
が
、
光
太
郎
の
意
識
に
お
い
て
は
、「
天
然
」
は

「
自
然
」
の
上
位
概
念
と
し
て
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。「
天
然
の
素
」
は
自
然

の
本
質
、
そ
の
構
成
要
素
。「
交
通
し
」
は
行
き
来
し
。「
天
然
の
実
」
は
自
然
の

内
容
や
ま
こ
と
。「
す
べ
て
の
瑣
事
は
み
な
一
大
事
と
な
り
／
又
組
織
と
な
る
」
の

「
瑣
事
」
は
些
細
な
こ
と
。「
彼
」
に
と
っ
て
、
些
細
な
こ
と
、
と
い
う
も
の
は
な

く
、
些
細
に
見
え
る
こ
と
も
、
す
べ
て
組
織
化
さ
れ
、
有
機
的
な
働
き
を
す
る
一

体
と
な
る
、
と
い
う
意
味
。「
彼
は
自
ら
に
信
憑
し
／
自
ら
の
渇
欲
に
羅
針
を
据
ゑ

る
」
の
「
信
憑
」
は
信
頼
。「
渇
欲
」
は
あ
る
も
の
を
得
た
い
と
強
く
望
む
気
持
ち
。

「
自
ら
の
渇
欲
に
羅
針
を
据
ゑ
る
」
は
、
自
ら
の
欲
望
に
従
っ
て
、
自
ら
の
進
路
を

定
め
る
、
つ
ま
り
、
行
為
を
決
定
す
る
と
い
う
意
味
。「
彼
に
と
つ
て
／
生
長
は
生

長
の
意
識
で
な
く
て
／
渇
欲
の
感
覚
で
あ
る
」
以
下
は
、「
彼
」
に
と
っ
て
「
生
長
」

を
う
な
が
す
も
の
は
、
強
い
欲
望
で
あ
り
、
も
の
ご
と
を
成
し
遂
げ
た
喜
び
で
あ

り
、
ま
た
、
余
り
残
り
の
不
満
で
あ
り
、「
現
状
の
不
安
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。「
あ
ら
ゆ
る
刺
戟
は
彼
の
空
虚
を
め
ざ
め
し
め
」、「
生
長
」
を
う
な
が
し
、

「
あ
ら
ゆ
る
養
ひ
は
彼
の
細
胞
に
ひ
び
き
渡
」
り
、「
生
長
」
を
う
な
が
す
。「
幺
微

に
入
り
／
不
可
思
議
に
せ
ま
る
」
の
「
幺
微
」
は
小
さ
い
こ
と
、
細
か
い
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
二
句
に
つ
い
て
も
対
象
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
自
然
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
彼
は
万
物
と
共
に
踊
り
／
彼
は
万
物
を
見
／
ま
た
万
物
を
所
有
す
る
」
は
、「
彼
」

の
性
状
、
特
質
、
さ
ら
に
は
本
質
の
再
確
認
で
あ
る
。
そ
の
「
彼
は
絶
え
ず
悩
み
」、

そ
の
悩
み
を
「
絶
え
ず
の
り
越
」
え
、
生
長
す
る
。
ま
さ
に
、「
偉
大
の
生
れ
る
時

だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
光
太
郎
は
、
大
正
二
年
十
二
月
作
の
、「
よ
ろ
こ
び
を
告

ぐ
」
に
お
い
て
、
パ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
に
「
ま
こ
と
の
人
」「
い
さ
ま
し
く
新
し

き
力
」
の
誕
生
を
告
げ
て
い
る
。
こ
の
「
偉
大
」、
つ
ま
り
、
偉
大
な
い
の
ち
は
、

そ
の
「
ま
こ
と
の
人
」
の
具
体
的
な
内
容
が
、
光
太
郎
の
内
部
に
お
い
て
確
立
し

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
矛
盾
、
対
立
、
差

別
な
ど
の
一
切
を
包
み
込
み
、「
絶
対
の
世
界
に
遊
ぶ
心
境
」（
角
田
敏
郎
、
前
出
）

で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
光
太
郎
は
、
ま
だ
世
俗
、
凡
俗
を
意
識
し
な
い
で

は
い
ら
れ
な
い
の
は
、
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

（ ）１２２―１２２―


