
六
二

「
若
菜
集
』

の
成
立

河
　
　
野

仁
　
　
昭

１

　
同
人
雑
誌
『
文
学
界
』
が
創
刊
（
明
治
２
６
・
１
）
さ
れ
る
ま
で
の
一
年
間
、

島
崎
藤
村
は
巌
本
善
治
が
主
宰
し
て
い
た
『
女
学
雑
誌
』
に
、
か
た
り
頻
繁
に

短
文
を
寄
稿
し
て
い
る
。
藤
村
の
文
筆
活
動
の
開
始
と
み
て
よ
い
が
、
そ
の
多

く
は
女
子
教
育
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
と
察
せ
ら
れ
る
翻
訳
か
、
古
典

な
ど
の
紹
介
で
あ
る
。
や
や
詳
し
く
注
意
ぶ
か
く
書
い
た
読
書
ノ
ー
ト
の
類
だ

生
言
っ
て
し
ま
え
ぱ
酷
評
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
（
筑
摩
書
房
版
『
藤
村
全
集
』

第
十
六
巻
参
照
）
。
署
名
は
「
島
さ
き
」
　
「
島
の
春
」
が
最
初
に
各
一
篇
づ
つ

あ
る
ほ
か
は
、
大
部
分
が
「
無
名
氏
」
で
、
「
ｐ
戸
」
が
四
篇
あ
る
。
す
べ
て

無
署
名
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
自
伝
的
小
説
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』

に
、
　
「
捨
吉
（
藤
村
）
は
よ
く
吉
本
さ
ん
（
巌
本
）
の
家
の
方
へ
翻
訳
の
仕
事

を
分
け
て
貰
ひ
に
通
っ
て
行
っ
た
」
（
十
）
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら

察
し
て
、
原
稿
料
を
得
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
で
あ
っ
た
青
年
藤
村
は
、
巌
本

の
意
向
に
従
っ
て
い
た
し
、
従
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ

う
し
た
文
章
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
シ
ユ
ク
ス
ピ
ア
の
ら
く
ｇ
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

竃
｛
声
ｑ
ｇ
オ
、
を
浄
瑠
璃
風
に
翻
案
し
た
「
夏
草
」
で
、
明
治
二
十
五
年
七

月
か
ら
四
回
連
載
し
て
い
る
。
こ
れ
も
署
名
は
「
無
名
氏
」
と
な
っ
て
お
り
、

彼
の
主
体
的
な
選
択
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
た
だ
、
同
年
九
月
か
ら
巌
本

が
経
営
す
る
明
治
女
学
校
高
等
科
の
教
師
に
な
っ
て
い
る
は
ど
で
あ
る
か
ら
、

巌
本
も
い
つ
ま
で
も
駆
出
し
扱
い
は
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
※
　
藤
村
は
、
こ
の
作
品
に
よ
ほ
ど
強
い
関
心
と
執
着
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
『
文
学
界
』

　
　
第
三
十
八
号
（
明
治
２
９
・
２
）
に
こ
れ
を
再
録
し
て
い
る
だ
げ
で
な
く
、
そ
の
一
部

　
　
を
模
倣
し
た
詩
「
与
作
の
馬
」
（
『
文
学
界
』
第
三
十
一
号
、
同
２
８
．
７
）
を
書
い
て

　
　
い
る
。

　
　
　
さ
ら
に
、
後
年
『
若
菜
集
』
時
代
を
回
顧
し
て
、
自
分
が
尊
敬
す
る
古
人
は
自
分

　
　
と
同
じ
年
頃
に
は
「
何
を
思
ひ
何
を
書
い
て
居
る
や
う
た
青
年
で
あ
っ
た
ら
ろ
う

　
　
か
」
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
「
私
は
『
テ
ソ
ペ
ス
ト
』
を
閉
ぢ
て
も
う
一
度
『
ビ

　
　
イ
ナ
ス
・
エ
ソ
ド
・
ア
ド
ニ
ス
』
を
開
か
う
と
思
ひ
立
つ
や
う
に
成
っ
た
」
（
「
文
学



　
　
に
志
し
た
頃
」
『
飯
倉
だ
よ
り
』
所
収
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
藤
村
が
文
芸
の
道
を
自
覚
的
に
歩
み
は
じ
め
る
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
『
文

学
界
』
創
刊
か
ら
で
あ
る
。
創
刊
以
来
ほ
ぽ
一
年
間
に
わ
た
っ
て
、
彼
は
長
篇

劇
詩
「
琵
琶
法
師
」
　
「
茶
の
げ
ぶ
り
」
　
「
朱
門
の
う
れ
ひ
」
　
「
草
枕
」
な
ど
を

矢
継
ぎ
早
に
連
載
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
シ
ェ
ク
ス
ピ
ァ
や
北
村
透
谷
に
学
ぶ

と
こ
ろ
が
あ
っ
て
で
あ
ろ
う
が
、
彼
が
そ
う
し
た
劇
詩
に
対
し
て
意
欲
を
も
や

し
、
文
学
に
入
っ
た
事
実
は
、
そ
の
資
質
や
生
涯
の
文
学
活
動
を
考
え
る
う
え

で
興
味
ふ
か
く
思
わ
れ
る
。
詩
作
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
　
『
女
学
雑
誌
』

時
代
も
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
ご
ろ

　
彼
の
劇
詩
に
対
し
て
、
先
達
の
透
谷
は
「
頃
日
古
藤
庵
の
悲
曲
続
出
す
る
や
、

読
者
熟
れ
も
何
と
な
く
奇
異
の
観
を
な
す
と
覚
ゆ
、
要
す
る
に
。
古
藤
庵
の
情

熱
、
自
か
ら
従
来
の
作
者
に
異
る
と
こ
ろ
あ
れ
ぱ
た
る
べ
し
、
悲
曲
と
し
て
の

価
値
は
兎
も
角
も
、
吾
人
は
其
の
情
熱
を
以
て
多
く
得
難
も
の
と
認
め
ざ
る
を

得
ず
」
　
（
「
情
熱
」
）
と
着
目
し
て
い
る
。
作
品
の
完
成
度
の
問
題
に
は
触
れ
ず

に
、
彼
は
露
伴
、
美
妙
、
湖
処
子
、
嵯
峨
の
舎
、
緑
雨
な
ど
を
情
熱
の
観
点
か

ら
批
判
し
て
藤
村
を
賞
揚
し
た
の
で
あ
る
。
同
人
外
で
は
石
橋
忍
月
が
、
　
「
美

術
の
粋
た
る
戯
曲
」
不
振
の
と
き
に
「
茶
の
げ
ぶ
り
」
が
現
わ
れ
た
こ
と
を
よ

ろ
こ
ぶ
、
た
だ
し
「
技
偏
の
如
何
は
今
弦
に
論
ず
る
所
に
あ
ら
ず
」
（
『
国
民
新

聞
』
目
曜
附
録
／
明
治
２
６
・
７
・
１
６
）
と
い
っ
た
批
評
を
書
い
て
い
る
。
右
の

二
人
の
批
評
か
ら
、
同
時
代
の
お
お
よ
そ
の
評
価
の
煩
向
が
う
か
が
え
る
と
言

　
　
　
　
　
『
若
菜
集
』
の
成
立

っ
て
よ
い
気
が
す
る
。

　
藤
村
が
折
角
の
劇
詩
の
技
禰
を
み
が
こ
う
と
し
な
い
で
、
評
論
、
小
説
、
随

想
な
ど
に
転
じ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
随
想
や
評
論
の
類
は
そ
れ
ま
で
に
も
書

い
て
い
た
が
、
明
治
二
十
七
年
は
混
乱
状
態
で
過
ぎ
、
翌
二
十
八
年
か
ら
焦
点

は
詩
に
し
ぼ
ら
れ
て
く
る
観
が
あ
る
。
　
「
藤
村
と
い
う
人
は
決
定
的
に
ダ
ィ
ア

ロ
ー
グ
的
な
発
想
の
で
き
な
い
体
質
で
あ
っ
た
」
（
『
シ
ソ
ポ
ジ
ュ
ー
ム
日
本
文

学
』
第
十
五
巻
『
島
崎
藤
村
』
学
生
杜
刊
の
な
か
の
佐
藤
泰
正
の
発
言
）
と
い

っ
た
資
質
は
、
あ
る
程
度
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
彼
自
身
そ
れ
を
自
覚
す
る
に
至

っ
た
と
い
っ
た
理
由
も
、
あ
る
い
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
年
問
の
労
苦
と

そ
の
結
果
に
対
す
る
反
省
が
あ
っ
て
、
忍
月
が
言
う
よ
う
に
注
目
に
値
す
る
作

品
を
誰
も
書
き
え
な
い
劇
詩
に
見
切
り
を
っ
け
た
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。

　
決
定
的
な
原
因
の
有
無
を
い
う
根
拠
は
な
い
が
、
理
由
の
ひ
と
つ
は
お
そ
ら

く
、
二
篇
の
長
篇
劇
詩
を
書
い
た
の
ち
評
論
家
と
し
て
名
を
な
し
、
拝
情
的
に

も
手
を
染
め
る
に
至
っ
た
北
村
透
谷
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
小
説
『
春
』
の
な
か

に
も
、
国
府
津
の
寺
の
一
室
を
借
り
て
住
ん
で
い
た
青
木
（
透
谷
）
が
、
彼
を

訪
ね
て
き
た
捨
吉
に
、
　
「
今
朝
立
ち
そ
め
し
秋
風
に
／
自
然
の
色
は
か
は
り
け

り
」
と
う
た
い
起
こ
さ
れ
る
詩
の
原
稿
を
取
り
出
し
て
、
朗
読
し
て
聞
か
せ
る

場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
事
実
だ
と
す
れ
ば
明
治
二
十
六
年
の
秋
で
あ
ろ
う
。

そ
の
年
の
十
二
月
に
透
谷
は
東
京
の
母
の
家
へ
移
り
、
十
二
月
二
十
八
日
に
自

殺
未
遂
、
翌
年
五
月
十
六
日
払
暁
、
自
宅
の
庭
で
経
死
し
た
。
東
京
へ
転
宅
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
二



　
　
　
　
　
『
若
菜
集
』
の
成
立

は
、
家
族
の
配
慮
で
仲
問
も
遠
ざ
げ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
右
の
詩
を
藤
村
が

全
文
引
用
し
て
い
る
の
は
、
　
「
只
だ
此
ま
二
に
『
寂
』
と
し
て
／
花
も
ろ
と
も

　
きに

減
え
ぱ
や
な
」
と
い
っ
た
結
び
が
作
者
の
死
を
暗
示
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、

晩
年
の
詩
は
藤
村
に
は
特
に
感
銘
ふ
か
い
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
く
て
、

透
谷
の
死
の
直
後
、
二
十
七
年
七
月
『
文
学
界
』
十
九
号
に
は
、

　
　
右
に
舞
ひ
行
く
蝶
見
れ
ぱ

　
　
　
　
露
よ
り
露
に
酔
ふ
も
の
を

　
　
薄
き
羽
を
ぱ
持
ち
な
が
ら

　
　
　
　
重
き
身
を
置
く
花
も
な
し

　
　
　
（
中
一
連
省
略
）

　
　
蝶
よ
恋
し
蟻
よ
恋
し

　
　
　
　
舞
ひ
も
得
な
ら
ず
葡
ひ
も
得
ず

　
　
う
つ
る
夕
目
に
身
を
染
め
て

　
　
　
　
ひ
と
り
木
梢
の
影
に
鳴
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
蝉
」
二
、
四
連
）

と
い
っ
た
、
あ
き
ら
か
に
透
谷
の
詩
の
模
倣
と
み
ら
れ
る
作
品
を
発
表
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
う
か
が
え
る
。
そ
れ
だ
げ
で
な
く
、
先
達
の
透
谷
が
蝶

に
託
し
て
心
情
を
切
実
に
表
現
し
た
こ
と
に
学
ん
で
、
蝉
に
託
し
て
自
己
の
感

情
を
表
わ
す
方
法
を
用
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
い
か
に
模
倣
で
あ
れ
注
目
さ
れ

て
よ
い
。
後
の
『
若
菜
集
』
の
詩
篇
に
、
少
た
か
ら
ず
認
め
う
る
方
法
だ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

で
あ
る
。
そ
れ
が
た
だ
ち
に
直
結
す
る
と
は
言
い
が
た
い
が
、
透
谷
の
晩
年
の

拝
情
詩
か
ら
受
げ
た
刺
激
と
学
ん
だ
も
の
は
大
き
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
長
篇
劇
詩
は
も
ち
ろ
ん
、
評
論
、
拝
情
詩
、
随
想
い
づ
れ

に
お
い
て
も
、
藤
村
は
透
谷
死
後
も
な
お
、
文
壇
に
そ
の
名
を
確
立
す
る
だ
げ

の
作
品
は
書
き
え
な
か
っ
た
。
山
田
美
妙
の
よ
う
な
天
才
肌
の
文
学
の
徒
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
『
文
学
界
』
誌
上
の
文
章
を
み
て
も
、
透
谷
や
樋
口
一

葉
の
そ
れ
に
く
ら
べ
て
個
性
と
精
彩
に
欠
け
る
事
実
は
否
む
べ
く
も
な
い
。
明

治
二
十
七
、
八
年
は
、
彼
に
と
っ
て
お
そ
ら
く
、
生
涯
に
幾
度
も
経
験
す
る
こ

と
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
深
刻
な
模
索
の
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
上
「
文

　
　
み
　
ち

芸
の
道
路
を
進
」
む
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
迷
い
悩
む
こ
と
も
あ
っ
た
事
実

は
、
お
そ
ら
く
『
春
』
に
描
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
彼
と
同
様
文
筆

家
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
作
を
書
き
え
ず
に
い
た
同
人
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
身
の

処
し
方
を
決
め
つ
つ
あ
っ
た
。
　
『
文
学
界
』
の
主
宰
者
で
あ
り
ス
ポ
ソ
サ
ー
で

も
あ
っ
た
星
野
天
地
は
、
結
婚
後
ほ
と
ん
ど
作
品
を
書
か
ず
、
あ
る
者
は
教
員

に
な
っ
て
任
地
へ
赴
き
、
あ
る
者
は
大
学
へ
進
学
し
て
学
究
の
道
を
歩
み
は
じ

め
て
い
た
。
藤
村
は
ひ
と
り
取
り
残
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

　
「
菅
は
市
川
に
同
意
を
表
し
た
。
　
『
岸
本
君
の
旗
色
は
、
ど
う
も
す
こ
し
鮮

明
で
な
い
や
う
だ
ネ
。
』
と
言
は
れ
て
、
岸
本
は
頭
を
垂
れ
た
。
彼
は
何
か
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
す

は
う
と
し
て
グ
ッ
と
詰
っ
て
了
っ
た
。
唯
彼
は
肩
を
揺
っ
て
居
た
。
（
中
略
）

　
め
ざ
と

　
聡
慧
い
市
川
に
言
は
せ
る
と
、
今
は
奈
何
い
ふ
時
世
で
あ
る
か
を
考
へ
ね
ぱ



な
ら
ぬ
。
十
年
二
十
年
の
後
に
成
っ
て
も
、
見
ら
れ
る
か
奈
何
か
解
ら
な
い
や

う
な
青
年
の
夢
を
、
今
が
今
見
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
左
様
は
世
問
が
許
さ

な
い
。
そ
れ
よ
り
は
静
か
に
学
問
で
も
し
て
、
傍
ら
芸
術
を
楽
ま
う
で
は
な
い

か
。
そ
れ
が
遙
か
に
高
尚
な
生
涯
で
は
な
い
か
。
斯
う
岸
本
に
説
き
聞
か
せ
た
。

　
　
　
じ
や
う
だ
ん

　
菅
は
諺
語
半
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
し

　
　
『
君
は
彼
の
時
分
に
死
ん
で
た
方
が
可
っ
た
よ
。
』
と
笑
っ
て
、
旧
か
ら
の

学
校
友
達
を
憐
む
や
う
な
眼
付
を
し
た
。
　
『
彼
の
時
分
』
と
は
岸
本
が
旅
に
居

た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
」
　
（
『
春
』
百
七
）

　
菅
は
戸
川
秋
骨
、
市
川
は
平
田
禿
木
が
モ
デ
ル
で
あ
る
。
　
「
岸
本
が
旅
に
居

た
頃
」
と
い
う
の
は
、
教
え
子
で
あ
る
佐
藤
輔
子
に
対
す
る
恋
愛
感
情
に
耐
え

き
れ
な
く
て
、
明
治
女
学
校
を
退
職
し
、
教
会
に
は
退
会
届
を
出
し
て
関
西
を

放
浪
し
て
い
た
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
岸
本
の
旗
色
は
「
ど
う
も
す
こ
し
鮮
明

で
な
い
や
う
だ
」
と
い
う
秋
骨
の
こ
と
ほ
に
は
、
お
そ
ら
く
、
生
活
者
に
徹
す

る
か
透
谷
の
よ
う
に
存
在
を
ま
る
ご
と
賭
げ
て
破
滅
さ
え
も
意
と
し
な
い
か
、

と
い
っ
た
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
そ
の
こ
と
を
言
っ
て

い
る
と
も
う
げ
と
れ
る
。

　
藤
村
の
苦
悩
は
、
文
芸
の
問
題
だ
げ
で
は
な
か
っ
た
。
長
兄
の
秀
雄
が
郷
里

か
ら
家
族
を
呼
び
、
や
っ
と
二
ロ
ノ
を
構
え
た
直
後
に
不
正
事
件
の
容
疑
で
未
決

監
に
収
容
さ
れ
、
一
家
の
生
計
と
弁
護
士
の
費
用
の
工
面
な
ど
一
切
の
負
担
が
、

末
っ
子
で
あ
る
藤
村
の
肩
に
か
か
っ
て
き
た
の
だ
。
同
居
し
て
い
た
兄
の
友
弥

　
　
　
　
　
『
若
菜
集
』
の
成
立

は
、
働
く
意
思
の
ま
っ
た
く
な
い
男
で
あ
っ
た
。
家
財
道
具
か
ら
藤
村
の
僅
か

な
蔵
書
ま
で
差
押
え
ら
れ
、
一
家
は
小
さ
い
借
家
へ
転
居
せ
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ

た
。
彼
が
生
活
の
心
配
を
し
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
は
、
明
治
学
院
を
卒
業
す

る
ま
で
で
、
皮
肉
に
も
そ
の
時
点
ま
で
は
他
人
の
家
の
居
侯
で
あ
っ
た
。
家
族

の
重
荷
を
振
り
き
っ
て
身
軽
な
存
在
に
な
る
に
し
て
は
、
彼
は
世
俗
的
な
生
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
ち

者
の
意
識
を
ふ
っ
き
れ
ず
、
従
っ
て
「
文
芸
の
道
路
」
を
透
谷
の
よ
う
に
ひ
た

す
ら
突
っ
走
る
と
い
っ
た
浪
慢
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
げ
に
透
谷
に

対
す
る
畏
敬
の
念
や
瞳
慣
も
っ
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

　
藤
村
は
、
現
存
す
る
書
簡
に
よ
る
と
、
　
『
文
学
界
』
同
人
の
馬
場
孤
蝶
や
、

か
つ
て
の
恩
師
で
あ
り
洗
礼
も
受
げ
た
木
村
熊
二
な
ど
に
も
金
を
借
り
て
お
り
、

ま
た
『
春
』
に
よ
る
と
、
関
西
放
浪
中
に
星
野
天
知
の
紹
介
で
世
話
に
な
っ
た

広
瀬
垣
子
に
も
借
金
を
依
頼
し
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
の
依
頼
状
に
対
す

る
恒
子
の
返
事
は
、
　
「
１
ま
こ
と
に
御
気
の
毒
と
は
存
じ
侯
得
共
、
何
分
に

も
薄
給
の
身
に
て
…
…
」
　
（
百
二
十
八
）
と
娩
曲
に
申
し
出
を
断
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
明
治
女
学
校
の
恩
師
で
あ
っ
た
天
知
と
、
師
弟
愛
以
上
の
か
か
わ
り

を
も
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
恒
子
は
、
関
西
放
浪
中
の
藤
村
か
ら
も

思
い
を
寄
せ
ら
れ
、
天
知
と
藤
村
の
間
に
彼
女
を
め
ぐ
っ
て
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ

た
。
そ
の
こ
と
も
藤
村
の
申
し
出
を
断
っ
た
理
由
の
ひ
と
っ
か
も
知
れ
な
い
が
、

た
ま
た
ま
そ
の
頃
、
恒
子
は
前
橋
市
の
清
心
幼
稚
園
に
赴
任
（
明
治
二
十
八
年

十
二
月
）
し
、
家
か
ら
の
送
金
を
断
っ
て
自
活
し
は
じ
め
た
ば
か
り
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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『
若
菜
集
』
の
成
立

藤
村
を
援
助
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
た
い
（
垣
田
時
也
「
島
崎
藤
村

と
広
瀬
垣
子
」
垣
田
・
奥
村
粂
三
・
伊
藤
一
夫
著
『
島
崎
藤
村
』
所
収
参
照
）
。

　
い
ず
れ
に
。
し
ろ
、
藤
村
は
あ
た
う
か
ぎ
り
家
族
の
た
め
に
手
を
尽
し
、
神
経

を
す
り
へ
ら
し
た
。
傷
つ
く
こ
と
も
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　
さ
き
に
引
用
し
た
藤
村
に
対
す
る
『
文
学
界
』
の
仲
間
た
ち
の
こ
と
ば
は
、

お
そ
ら
く
郡
楡
で
も
皮
肉
で
も
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
も
援
助
の
術
は
な
く
、
そ

の
能
力
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
生
活
か
学
問
に
専
念
し
、
余
裕
が
で
き
て

か
ら
芸
術
を
楽
し
ん
で
は
ど
う
か
と
忠
告
す
る
以
外
に
な
か
っ
た
ろ
う
。
藤
村

は
「
家
の
人
を
救
ふ
こ
と
が
出
来
る
な
ら
、
自
分
は
も
う
奈
何
で
も
可
い
。
」

（
『
春
』
百
十
三
）
と
決
心
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
り
、
進
学
も
考
え
た
り
し
た
よ

う
だ
が
、
や
は
り
依
然
と
し
て
文
芸
に
対
す
る
執
着
を
断
ち
切
れ
ず
、
　
『
文
学

界
』
へ
の
投
稿
を
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
徐
々
に
自
暴
自
棄
に
ち
か
い
精
神
状

態
に
陥
る
の
だ
。
文
芸
で
は
な
お
声
価
を
得
る
に
至
ら
ず
、
生
活
上
の
問
題
で

は
万
策
尽
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
僅
か
で
も
収
入
を
得
る
た
め
に
再
度
就
職
（
明

治
二
十
七
年
四
月
）
し
た
明
治
女
学
校
を
、
二
十
八
年
十
二
月
に
再
び
辞
め

（
婚
約
者
と
結
婚
し
て
い
た
輔
子
が
同
年
八
月
十
三
目
に
病
死
し
て
い
る
が
、

彼
女
の
死
と
退
職
は
ど
の
程
度
か
か
わ
り
が
あ
る
か
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
）
、

知
人
が
す
す
め
る
婿
養
子
に
行
っ
て
し
ま
お
う
か
な
ど
と
考
え
た
り
し
な
が

ら
、
つ
い
に
家
に
籠
っ
て
病
人
の
よ
う
に
寝
て
ぱ
か
り
い
る
目
が
続
く
よ
う
に

た
る
。
い
ず
れ
も
『
春
』
の
叙
述
な
の
で
、
そ
の
ま
ま
事
実
と
し
て
鵜
呑
み
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

す
る
わ
げ
に
は
い
か
た
い
だ
ろ
う
が
、
ま
っ
た
く
の
虚
構
と
は
思
わ
れ
た
い
。

い
つ
か
彼
は
死
を
思
う
に
至
る
。
　
「
幾
度
か
彼
は
あ
の
友
達
の
後
を
追
っ
て
、

懐
剣
を
寝
床
の
中
に
隠
し
て
置
い
て
、
悶
死
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
」
し

か
し
「
身
体
の
壮
健
な
彼
に
は
奈
何
し
て
も
死
ね
な
か
っ
た
。
」
（
百
二
十
七
）
。

「
あ
の
友
達
」
と
は
、
断
わ
る
ま
で
も
な
く
北
村
透
谷
で
あ
る
。
透
谷
は
文
学

と
人
生
に
お
い
て
藤
村
の
先
達
で
あ
り
指
標
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
透
谷
の
如
く

死
ね
な
い
藤
村
は
、
す
で
に
『
シ
ソ
ポ
ジ
ュ
ー
ム
目
本
文
学
』
（
第
十
五
巻
『
島

崎
藤
村
』
）
の
な
か
で
三
好
行
雄
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
死
に
得
ぬ
者
の

依
拠
す
る
論
理
を
見
出
さ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
次
の
決
意
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
一

帰
結
で
あ
っ
た
。

　
「
『
親
は
も
と
よ
り
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
白
分
の
道
を
見
出
す
と
い
ふ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
め
い
め
い

と
は
猶
大
切
だ
人
は
各
々
自
分
の
道
を
見
出
す
べ
き
だ
。
何
の
為
に
斯
う
し
て

生
き
て
居
る
の
か
、
そ
れ
す
ら
解
ら
な
い
や
う
な
こ
と
で
、
何
処
に
親
孝
行
が

有
ら
う
。
』

　
斯
う
自
分
で
自
分
に
弁
解
し
て
、
苦
し
さ
の
あ
ま
り
旅
行
を
思
ひ
立
っ
た
。
」

（
『
春
』
百
二
十
七
）
。

　
逃
避
の
思
い
が
ま
っ
た
く
潜
ん
で
い
な
い
と
言
え
ぱ
、
お
そ
ら
く
事
実
に
反

す
る
だ
ろ
う
。
処
世
の
才
覚
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
世
俗
的
な
生
活

経
験
も
乏
し
か
っ
た
彼
に
は
、
窮
鼠
の
思
い
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、

生
を
な
が
ら
え
る
は
か
な
い
限
り
は
、
家
族
の
犠
牲
に
な
っ
て
身
魂
を
す
り
へ



ら
し
た
が
ら
、
一
介
の
生
活
者
と
し
て
没
主
体
的
に
目
を
過
す
の
で
は
な
く
、

意
味
の
あ
る
自
分
の
生
き
方
を
し
た
い
と
い
う
根
強
い
願
望
が
あ
っ
た
の
も
、

ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
ど
う
し
て
も
抑
圧
し
き
れ
な
い
も
の
が
彼
に
は
あ
っ
た
。

　
「
あ
二
、
白
分
の
や
う
な
も
の
で
も
、
ど
う
か
し
て
生
き
た
い
」
（
百
三
十
二
）

と
い
う
『
春
』
の
結
末
の
部
分
の
著
名
な
こ
と
ぼ
は
、
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
願

望
と
ふ
か
く
か
か
わ
り
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
藤
村
の
当
時
の
近
代
人
と
し

て
の
緒
神
的
特
質
を
言
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
右
に
そ
の
一
端
を
う
か
が
い
う

る
よ
う
な
歯
切
れ
の
わ
る
い
も
の
で
あ
っ
た
。
　
「
親
孝
行
」
っ
ま
り
「
家
」
と

の
紐
帯
を
断
ち
切
り
え
ず
、
か
と
い
っ
て
そ
の
紐
帯
を
是
認
し
て
生
き
る
こ
と

も
で
き
な
い
の
だ
。
も
し
透
谷
の
よ
う
に
果
敢
に
ふ
っ
切
っ
て
し
ま
え
る
な
ら
、

藤
村
は
逆
に
、
死
を
思
う
こ
と
も
な
か
っ
た
か
も
知
れ
た
い
。

　
彼
の
仙
台
行
き
に
し
て
も
、
東
北
学
院
で
給
料
が
得
ら
れ
、
僅
か
に
も
せ
よ

家
へ
仕
送
り
が
で
き
る
見
通
し
が
あ
っ
た
だ
げ
で
な
く
（
彼
の
給
与
は
月
額
二

十
五
円
で
あ
っ
た
　
　
藤
一
也
『
島
崎
藤
村
の
仙
台
時
代
』
参
照
）
、
『
春
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
く
し
ん

叙
述
に
よ
れ
ば
「
思
が
け
な
い
応
援
の
手
紙
が
北
清
に
居
る
二
番
目
の
兄
の
許

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
っ
ち

か
ら
届
い
た
。
留
守
宅
の
生
活
費
は
月
々
其
方
か
ら
も
助
け
ら
れ
る
こ
と
に
成

っ
た
」
　
（
百
二
十
八
）
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
長
兄
の
裁
判
の
見
通
し
も
明
る

く
な
っ
て
き
て
い
た
。
破
れ
か
ぶ
れ
の
無
謀
な
仙
台
行
き
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
家
を
離
れ
う
る
条
件
が
と
と
の
っ
た
の
だ
。

『
若
菜
集
』
の
成
立

　
藤
村
に
東
北
学
院
の
教
師
の
職
を
紹
介
し
て
く
れ
た
の
は
、
　
「
か
ね
て
相
識

の
間
柄
で
あ
っ
た
明
治
女
学
校
の
小
此
木
忠
七
郎
君
」
　
（
「
仙
台
雑
詩
」
）
だ
っ

た
。
小
此
木
は
明
治
女
学
校
へ
来
る
ま
で
、
仙
台
の
宮
城
女
学
校
に
い
た
人
で
、

東
北
学
院
の
院
長
押
川
方
義
か
ら
洗
礼
を
受
げ
て
い
た
。
押
川
と
巌
本
善
治
は

親
し
い
間
柄
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
藤
村
の
窮
状
を
見
か
ね
て
、
小
此
木
は
話
を
も
ち
か
げ
た
の
で
あ

ろ
う
。
旅
に
で
も
出
た
い
と
思
う
ほ
ど
切
羽
つ
ま
っ
て
い
た
藤
村
は
、
た
ま
た

ま
家
族
の
生
計
を
支
え
る
重
荷
が
、
あ
る
程
度
軽
く
な
る
と
い
っ
た
条
件
も
あ

っ
て
、
小
此
木
の
す
す
め
に
応
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
話
は
急
で

あ
り
、
お
そ
ら
く
計
画
的
な
仙
台
行
き
で
は
な
く
、
永
住
の
意
思
は
な
か
っ
た

に
相
違
た
い
。
　
「
出
稼
」
（
『
春
』
百
二
十
七
）
で
あ
り
、
し
ば
ら
く
逗
留
し
て

み
よ
う
と
思
っ
て
の
旅
立
ち
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
仙
台
へ
は
私
は
寂
し
い

旅
を
し
た
」
　
（
「
文
学
に
志
し
た
頃
」
）
な
ど
と
述
懐
し
て
い
る
こ
と
か
ら
察
し

て
、
都
落
ち
の
思
い
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
す
で
に
見
た

よ
う
に
、
透
谷
な
き
あ
と
文
芸
の
上
で
は
精
彩
を
欠
き
、
家
族
の
生
計
の
負
担

な
ど
も
あ
っ
て
、
伸
間
か
ら
孤
立
に
近
い
状
態
に
陥
っ
て
も
い
た
。

　
そ
う
し
た
彼
に
と
っ
て
、
幸
運
に
も
仙
台
は
詩
作
に
適
し
た
条
件
を
備
え
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
っ
は
、
適
度
に
孤
独
で
あ
り
、
そ
し
て
旅
情
に
浸
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『
若
菜
集
』
の
成
立

る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
「
『
若
菜
集
』
は
仙
台
で
の
旅
情
、
『
落
梅
集
』

は
千
曲
川
の
ほ
と
り
の
旅
情
」
（
「
『
若
菜
集
』
時
代
」
『
市
井
に
あ
り
て
』
所
収
）

の
詩
だ
と
、
藤
村
は
書
い
て
い
る
。
　
「
『
若
菜
集
』
に
あ
る
数
々
の
旅
情
の
詩
」

（
同
前
）
と
も
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
　
「
旅
情
の
詩
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し

い
よ
う
な
作
品
は
、
さ
ほ
ど
多
い
と
は
言
え
た
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
旅

先
の
宿
な
い
し
は
自
然
の
な
か
に
あ
っ
て
、
　
「
旅
情
」
を
そ
そ
ら
れ
る
よ
う
な

条
件
の
も
と
で
発
想
さ
れ
た
詩
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
う
解
釈
す
る
の
が

妥
当
で
は
な
い
か
と
思
う
。
第
二
詩
集
二
葉
舟
』
の
詩
篇
も
ほ
と
ん
ど
仙
台

で
の
も
の
で
あ
り
、
第
三
詩
集
『
夏
草
』
の
主
要
な
詩
篇
は
、
姉
の
嫁
ぎ
先
で

あ
る
木
曽
福
島
の
高
瀬
家
で
書
か
れ
た
。
か
な
ら
ず
し
も
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

「
旅
情
」
は
詩
を
発
想
す
る
べ
－
シ
ッ
ク
な
要
素
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
生

活
の
現
場
に
密
着
し
た
状
態
で
は
、
詩
は
書
き
が
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
藤
村

詩
の
大
き
た
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
点
に
あ
る
。

　
仙
台
逗
留
の
も
う
ひ
と
つ
の
好
条
件
は
、
右
の
条
件
と
も
ふ
か
く
か
か
わ
り

が
あ
る
げ
れ
ど
も
、
人
間
関
係
の
煩
し
さ
が
な
く
、
家
族
の
生
活
の
負
担
も
直

接
的
に
か
か
っ
て
く
る
こ
と
が
な
く
た
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
佐
藤
輔

子
は
前
年
の
八
月
に
札
幌
で
永
眠
し
た
。
解
放
感
と
と
も
に
、
過
去
を
静
か
に

追
想
し
う
る
心
の
ゆ
と
り
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
「
仙
台
で
の
一
年
は
、
楽

し
い
時
で
あ
っ
た
と
思
ひ
ま
す
。
私
は
そ
れ
ま
で
に
経
験
し
て
行
っ
た
劇
し
い

精
神
の
動
揺
を
も
、
そ
れ
を
思
ひ
お
こ
す
こ
と
も
で
き
る
や
う
た
静
か
た
と
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

ろ
へ
や
う
や
く
の
こ
と
で
自
分
を
置
き
え
た
や
う
な
心
持
で
し
た
。
」
（
同
前
）

と
み
ず
か
ら
述
懐
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
彼
は
別
の
文
章
で
は
ま
た
、

「
ま
だ
年
若
な
わ
た
し
の
胸
に
よ
く
浮
ん
で
来
た
も
の
は
、
　
『
詩
歌
は
静
か
た

る
と
こ
ろ
に
て
想
ひ
起
し
た
る
感
動
な
り
』
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
」
　
（
「
仙
台
雑

詩
」
）
と
も
書
い
て
い
る
。
彼
は
文
芸
の
道
を
志
し
て
は
じ
め
て
、
幸
運
な
条

件
に
恵
ま
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
詩
作
を
可
能
に
し
た
条
件
は
お
お
よ
そ
右
の
と
お
り
だ
と
し
て
も
、
た
ぜ
彼

は
特
に
詩
を
選
ん
だ
か
、
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
　
「
周
囲
に
は
詩
に
理
解
の
あ

る
も
の
は
す
く
な
か
っ
た
し
、
新
体
詩
人
と
い
ふ
言
葉
が
軽
蔑
を
意
味
す
る
や

う
た
も
の
で
し
た
。
　
（
中
略
）
　
『
若
菜
集
』
の
詩
な
ど
は
、
殆
ん
ど
人
に
隠
れ

て
書
い
た
や
う
た
も
の
で
す
」
（
「
『
若
菜
集
』
時
代
」
）
と
は
、
み
ず
か
ら
語
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
事
実
そ
う
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
彼
に
は
仙
台
以
前
に
詩
作

の
準
備
は
ほ
ぼ
で
き
上
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
晩
年
の
透
谷
の
詩
を
模
倣
し
た
「
蝉
」
は
、
藤
村
の
内
部
に
詩
の
種
子
が
蒔

か
れ
た
こ
と
を
物
語
る
と
み
て
よ
い
が
、
透
谷
の
死
後
ほ
ぽ
一
年
を
経
た
明
治

二
十
八
年
七
月
発
行
の
『
文
学
界
』
三
十
一
号
に
、
　
「
こ
と
し
の
夏
」
の
麦
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

で
九
篇
の
詩
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
前
後
に
書
か
れ
た
評
論
、

詩
な
ど
は
、
右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
て
注
目
に
値
す
る
生
言
わ
ね
ぱ
な
る
ま

い
。
す
な
わ
ち
、
評
論
「
村
屠
護
筆
」
　
（
『
文
学
界
』
２
７
号
、
明
治
２
８
．
３
）
、

「
お
も
ひ
い
づ
る
ま
二
」
（
同
２
８
号
、
同
年
・
４
）
、
　
「
柳
か
思
ひ
を
述
べ
て
今



日
の
批
評
家
に
望
む
」
（
同
２
９
号
、
同
年
・
５
）
、
　
「
葡
萄
の
樹
の
蔭
」
（
同
３
２

号
、
同
年
・
８
）
、
　
「
亡
友
反
古
帖
」
（
『
女
学
雑
誌
』
四
一
五
号
、
同
年
・
１
０
）
、

「
韻
文
に
つ
い
て
」
（
『
太
陽
』
一
巻
一
二
号
、
同
年
．
１
２
）
、
詩
「
新
婚
祝
歌
」

（
『
女
学
雑
誌
』
四
一
九
号
、
明
治
２
９
・
２
）
、
評
論
「
月
光
」
（
『
文
学
界
』
４
０

号
、
同
年
・
４
）
、
「
西
花
余
香
」
（
『
う
ら
わ
か
草
』
１
号
、
同
年
・
５
）
、
「
香

川
景
樹
の
目
記
」
（
『
文
学
界
』
４
４
号
、
同
年
・
８
）
、
詩
「
夏
の
夜
」
（
『
世
界

之
目
本
』
５
号
、
同
年
・
９
）
。
　
以
上
に
続
い
て
『
若
菜
集
』
に
収
録
さ
れ
る

詩
篇
、
表
題
「
草
影
虫
語
」
（
『
文
学
界
』
４
５
号
、
同
年
．
９
）
が
発
表
さ
れ
、

以
後
毎
月
詩
を
数
篇
づ
っ
『
文
学
界
』
に
掲
載
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
※
　
評
論
と
い
う
よ
り
は
、
詩
的
散
文
、
詩
歌
の
紹
介
の
類
の
文
章
が
含
ま
れ
て
い
る

　
　
が
、
詩
歌
に
無
関
係
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
う
し
た
文
章
と
詩
を
中
心
に
ほ

　
　
ぼ
一
年
半
ぽ
か
り
執
筆
活
動
を
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
お
、
こ
れ
ら
の
散
文

　
　
の
う
ち
数
篇
は
、
第
二
詩
集
『
一
葉
舟
』
に
、
改
題
し
た
り
本
文
の
一
部
に
手
を
加

　
　
え
る
な
ど
し
て
収
録
し
て
い
る
（
筑
摩
書
房
版
『
藤
村
全
集
』
第
一
、
十
六
、
別
巻

　
　
下
参
照
）
。
ち
な
み
に
右
に
掲
げ
た
散
文
の
最
初
の
「
村
居
護
筆
」
に
は
「
ビ
ー
ナ

　
　
ス
一
ユ
ソ
ド
・
ア
ド
ニ
ス
」
の
若
駒
に
ふ
れ
て
、
「
書
巨
目
鶉
。
。
た
る
性
清
は
古
来
人

　
　
心
に
彫
ま
れ
た
る
最
も
深
き
刀
痕
た
り
」
と
言
い
、
「
人
間
の
内
部
に
は
か
二
る
あ

　
　
や
し
き
心
猿
を
宿
せ
り
」
と
い
っ
た
注
目
す
べ
き
言
葉
を
記
し
、
「
お
も
ひ
い
づ
る

　
　
ま
二
」
（
「
春
詞
」
と
改
題
し
て
『
一
葉
舟
』
に
収
録
）
に
ぽ
、
「
わ
れ
も
ま
た
春
に
．

　
　
随
ふ
童
子
の
一
人
た
り
」
と
い
う
言
葉
を
く
り
返
し
、
「
わ
れ
は
春
の
花
な
り
、
う

　
　
る
は
し
き
恋
な
り
」
た
ど
と
書
い
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
文
章
が
他
に
も
幾
篇
が
目

　
　
に
つ
く
が
、
必
要
に
応
じ
て
後
に
－
ふ
れ
る
こ
と
に
た
ろ
う
。

　
　
　
　
　
『
若
菜
集
』
の
成
立

　
右
の
よ
う
な
時
期
に
一
挙
に
九
篇
を
ま
と
め
て
発
表
し
た
「
こ
と
し
の
夏
」

は
、
表
題
を
「
捨
扇
」
と
改
め
、
短
い
前
書
を
添
え
て
『
文
芸
倶
楽
部
』
　
（
ニ

ノ
九
　
明
治
２
９
・
７
）
に
ふ
た
た
び
掲
載
し
て
い
る
が
、
　
『
若
菜
集
』
に
は
一

篇
も
収
録
し
て
い
な
い
。
同
詩
集
編
纂
の
時
期
の
彼
の
眼
に
は
、
満
足
す
べ
き

も
の
と
し
て
は
映
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
単
調
子
で
味
わ
い
に
乏

し
く
、
主
体
的
な
モ
チ
ー
フ
も
弱
い
。
た
だ
、
表
現
は
稚
拙
な
が
ら
、
　
「
星
は

あ
れ
ど
も
撃
ぢ
が
た
し
／
花
は
あ
れ
ど
も
摘
み
が
た
し
」
　
（
「
青
草
」
部
分
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
か
み

「
明
日
知
ら
ぬ
身
の
い
か
な
れ
ぱ
／
か
く
水
上
を
慕
ふ
ら
む
」
　
（
「
若
鮎
」
部

分
）
と
い
っ
た
詩
句
に
は
、
　
『
若
菜
集
』
の
詩
篇
に
み
ら
れ
る
ロ
マ
ソ
チ
シ
ズ

ム
が
う
か
が
え
る
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
他
家
の
厄
介
に
な
っ
て
成
人

し
た
こ
と
も
お
そ
ら
く
手
伝
っ
て
、
自
己
の
本
性
的
た
も
の
を
抑
圧
し
て
生
き

る
こ
と
に
慣
れ
、
加
え
て
家
族
の
生
計
を
支
え
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
藤
村
に
は
、

そ
う
い
う
生
活
の
重
圧
と
自
身
の
生
き
様
を
破
り
た
い
と
い
う
内
的
衝
動
が
、

つ
ね
に
働
い
て
い
た
に
相
違
な
く
思
わ
れ
る
（
『
春
』
参
照
）
。
だ
か
ら
こ
そ

「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
ア
ド
ニ
ス
」
に
ひ
か
れ
、
透
谷
に
傾
倒
も
し
た
の
で
あ
る
。

「
こ
と
し
の
夏
」
の
詩
篇
に
う
か
が
え
る
ロ
マ
ソ
チ
シ
ズ
ム
は
、
単
な
る
空
想

で
は
な
く
、
発
想
の
バ
ネ
を
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
１
も
っ
て
い
る
と
み
て
よ
さ
そ

う
に
思
わ
れ
る
。
す
で
に
若
干
ふ
れ
た
「
与
作
の
馬
」
は
、
　
「
こ
と
し
の
夏
」

の
終
り
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
長
篇
詩
で
あ
る
が
、
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
ア
ド
ニ
ス
」

の
影
響
と
同
時
に
、
彼
が
近
松
浄
瑠
璃
の
主
人
公
に
名
を
借
り
て
い
る
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



　
　
　
　
　
『
若
菜
集
』
の
成
立

『
若
菜
集
』
の
た
か
の
幾
篇
か
の
詩
が
浄
瑠
璃
の
主
人
公
に
託
し
て
心
情
を
表

現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
か
佐
藤
泰
正
が
指
摘
し
た
「
浄
瑠
璃
的
詞
調
の
影

響
」
（
『
日
本
近
代
詩
と
キ
リ
ス
ト
教
』
参
照
）
の
先
駆
げ
と
も
な
っ
て
い
る
、

と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
点
に
お
い
て
「
こ
と
し
の
夏
」
は
、

『
若
菜
集
』
の
明
確
な
萌
芽
を
認
め
う
る
も
の
で
あ
る
と
言
い
う
る
だ
ろ
う
。

　
「
与
作
の
馬
」
は
さ
ら
に
、
『
早
稲
田
文
学
』
（
明
治
２
８
・
８
）
で
「
措
辞
自

在
」
で
あ
る
こ
と
と
、
　
「
想
」
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
称
賛
さ
れ
た
。
だ

が
同
時
に
、
シ
ュ
ク
ス
ピ
ア
の
影
響
が
あ
ま
り
に
露
骨
で
あ
る
こ
と
は
厭
う
べ

き
だ
と
い
う
指
摘
を
受
け
た
。
彼
が
は
じ
め
て
商
業
雑
誌
『
太
陽
』
に
書
い
た

「
韻
文
に
就
て
」
　
（
明
治
２
９
・
１
２
）
は
、
彼
に
と
っ
て
は
は
じ
め
て
の
詩
論
ら

し
い
詩
論
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
藤
村
は
、
　
「
音
楽
の
楽
器
に
於
げ
る
は
詩
の

言
語
に
お
げ
る
如
き
も
の
な
る
べ
し
。
」
と
、
韻
律
を
「
霞
に
懸
げ
た
る
」
琴

に
た
と
え
て
、
妙
音
を
発
す
る
か
否
か
は
風
の
せ
い
で
は
な
く
楽
器
の
良
否
に

よ
る
と
、
目
本
語
の
特
質
上
七
五
ま
た
は
五
七
の
音
数
律
に
よ
る
ほ
か
な
い
点

を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
の
楽
器
を
多
少
と
も
完
全
な
も
の
に
近
づ
け
る
に
は
、

俳
句
、
漢
詩
、
俗
曲
な
ど
を
借
り
入
れ
る
の
も
面
白
い
が
、
雅
言
よ
り
は
俗
語

の
ほ
う
が
変
化
に
富
ん
で
い
る
、
し
か
し
韻
文
に
お
い
て
は
「
雅
俗
の
調
和
」

は
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
、
実
作
者
の
苦
心
の
ほ
ど
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て

結
論
に
ち
か
い
部
分
で
、
　
「
言
語
は
衣
服
な
り
。
衣
服
を
着
す
る
も
の
は
衣
服

よ
り
大
な
り
。
い
や
し
き
人
の
あ
で
や
か
な
る
衣
き
た
る
は
、
貴
き
人
の
あ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

き
衣
っ
げ
た
る
に
劣
れ
り
。
」
と
書
い
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
形
よ
り
も
想

を
と
る
と
い
う
決
意
の
表
明
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
を
た
だ
ち
に
、
さ
き
の
『
早

稲
田
文
学
』
の
批
評
と
結
び
つ
げ
て
考
え
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し

た
結
論
を
ひ
き
出
す
な
ん
ら
か
の
動
機
に
は
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ

の
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
興
味
ふ
か
く
思
わ
れ
る
の
は
、
劇
詩
か
ら
文
学
に
入
っ

た
彼
は
、
詩
の
習
作
の
段
階
か
ら
す
で
に
浄
瑠
璃
を
詩
に
と
り
入
れ
よ
う
と
試

み
て
お
り
、
　
『
若
菜
集
』
の
詩
篇
を
書
き
は
じ
め
た
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
発
表

し
た
「
夏
の
夜
」
　
（
最
終
連
の
み
『
若
菜
集
』
に
同
じ
題
名
で
収
録
）
た
ど
は
、

母
と
子
の
対
話
あ
る
い
は
掛
合
い
の
構
成
を
こ
こ
ろ
み
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

こ
の
技
法
は
『
若
菜
集
』
の
長
篇
詩
に
数
篇
と
、
　
「
農
夫
」
（
『
夏
草
』
所
収
）

な
ど
そ
れ
以
後
の
詩
で
も
採
用
し
て
い
る
が
、
彼
が
表
現
し
た
い
と
欲
し
て
い

た
主
題
あ
る
い
は
「
想
」
は
、
い
わ
ゆ
る
詩
よ
り
は
む
し
ろ
ド
ラ
マ
な
り
散
文

に
よ
っ
た
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
察
せ

ら
れ
る
。
浄
瑠
璃
体
に
よ
る
翻
訳
は
、
坪
内
遣
遙
が
シ
ェ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
を

「
自
由
太
刀
余
波
鋭
鋒
」
　
（
明
治
１
７
・
５
）
で
試
み
た
先
例
な
ど
も
あ
り
、
藤

村
の
独
創
で
は
な
い
げ
れ
ど
も
、
た
だ
、
彼
が
シ
ェ
ク
’
ス
ピ
ァ
の
劇
詩
を
は
じ

め
西
欧
長
篇
叙
事
詩
や
透
谷
の
影
響
を
う
け
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
わ
が
国
の

近
世
劇
文
学
に
対
す
る
相
等
程
度
の
知
識
を
も
ち
、
み
ず
か
ら
劇
詩
を
書
い
て

い
た
、
と
い
っ
た
条
件
を
考
慮
に
お
い
て
の
推
察
で
あ
る
。
飛
躍
し
す
ぎ
か
も

知
れ
な
い
が
、
彼
の
資
質
は
や
は
り
そ
う
し
た
劇
な
り
散
文
の
ほ
う
に
あ
っ
た



の
で
、
い
き
お
い
関
心
も
そ
の
ほ
う
に
む
げ
ら
れ
、
繊
細
徴
妙
な
技
巧
を
要
し
、

し
か
も
自
已
完
結
的
な
性
格
が
散
文
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
つ
よ
い
詩
の

創
造
に
は
、
か
な
ら
ず
し
も
適
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
み
ず
か
ら

の
資
質
を
見
定
め
か
ね
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
彼
と
は
か
な
り
異
質
な
透
谷
の
強

烈
な
影
響
な
ど
も
重
な
っ
て
、
　
『
若
菜
集
』
ま
で
の
藤
村
は
か
な
り
混
乱
し
た

軌
跡
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
『
若
菜
集
』

以
後
、
詩
作
は
急
速
に
滅
少
し
、
　
『
落
梅
集
』
（
明
治
３
４
・
８
）
を
最
後
に
小

説
に
転
じ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
韻
律
や
詩
移
の
間
題
に
対
す
る

懐
疑
を
、
十
分
に
内
部
で
検
討
し
、
解
決
の
方
途
を
つ
か
ん
だ
う
え
で
『
若
菜

集
』
を
生
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
作
品
が
モ
チ
ー
フ
や
発
想
、

技
巧
の
点
か
ら
み
て
、
劇
あ
る
い
は
散
文
的
要
素
を
か
た
り
色
濃
く
も
っ
て
お

り
、
そ
の
こ
と
が
同
詩
集
の
看
過
し
が
た
い
性
格
の
一
面
を
な
し
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
　
「
彼
（
藤
村
）
の
な
か
で
は
詩
に
自
分
の
全
的
存
在

を
託
し
え
な
い
さ
め
た
目
が
も
う
ひ
と
っ
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
散
文
へ
の

道
は
お
の
ず
か
ら
自
然
な
道
で
あ
っ
た
」
（
『
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
日
本
文
学
』
第

十
五
巻
）
と
い
う
佐
藤
泰
正
の
よ
う
な
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
の

そ
の
「
目
」
が
、
右
に
み
た
よ
う
な
性
格
を
『
若
菜
集
』
に
も
た
ら
せ
も
し
た

の
で
あ
る
。

『
若
菜
集
』
の
成
立

３

　
『
若
菜
集
』
の
成
立
の
プ
ロ
セ
ス
を
概
観
す
る
う
え
で
、
い
ま
ひ
と
っ
看
過

し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
要
件
は
、
彼
の
芭
蕉
、
西
行
的
な
世
界
へ
の
志
向
か
ら

の
脱
離
あ
る
い
は
転
換
で
あ
る
。
藤
村
が
芭
蕉
に
傾
倒
し
て
い
た
事
実
は
、
た

と
え
ぽ
次
の
よ
う
な
回
想
か
ら
も
十
分
察
せ
ら
れ
る
。

　
「
私
は
少
年
時
代
か
ら
芭
蕉
が
好
き
で
あ
っ
た
。
　
（
中
略
）
私
は
又
、
芭
蕉

が
好
き
だ
と
い
ふ
丈
の
こ
と
に
は
満
足
し
な
い
で
、
芭
蕉
の
求
め
た
も
の
を
求

め
よ
う
と
志
し
て
行
っ
た
。
そ
ん
な
風
に
し
て
次
第
に
西
行
の
『
山
家
集
』
や

『
選
集
抄
』
を
読
や
う
に
な
り
李
白
や
杜
甫
の
詩
集
な
ど
を
も
愛
読
す
る
や
う

な
青
年
に
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
受
げ
た
感
化
は
何
時
の
間
に
か
青
年
の
私
を
老

人
く
さ
い
も
の
と
し
た
。
」
（
「
文
学
に
志
し
た
頃
」
）

　
芭
蕉
の
文
学
に
接
す
る
だ
げ
で
は
あ
き
足
り
ず
、
俳
人
芭
蕉
の
生
き
方
と
、

彼
が
影
響
を
こ
う
む
っ
た
と
み
ら
れ
る
詩
歌
人
の
文
学
へ
も
、
関
心
を
拡
げ
て

行
っ
た
の
で
あ
る
。
藤
村
が
芭
蕉
に
つ
い
て
記
し
た
文
章
は
幾
篇
か
あ
る
が
、

芭
蕉
の
世
界
に
や
み
く
も
に
沈
潜
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
そ
れ
ら
の
文
章

か
ら
察
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
『
文
学
界
』
時
代
の
前
半
期
ま

で
で
あ
る
。
　
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
の
最
終
章
（
十
二
章
）
で
、
藤
村
は
主

人
公
の
捨
吉
が
教
え
子
に
対
す
る
愛
ゆ
え
に
、
教
職
を
な
げ
う
ち
教
会
も
脱
会

し
て
、
関
西
へ
の
放
浪
に
旅
立
つ
場
面
を
描
く
と
き
、
『
奥
の
細
遠
』
の
著
名
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『
若
菜
集
』
の
成
立

な
冒
頭
の
部
分
を
引
用
し
、
　
「
昔
の
人
の
書
き
遺
し
た
も
の
を
読
ん
で
見
て
自

分
の
若
い
心
を
励
ま
さ
う
と
し
た
。
」
と
、
主
人
公
の
内
面
を
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
小
説
は
大
正
二
年
一
月
か
ら
七
年
六
月
に
か
げ
て
断
続
的
に
発
表
さ
れ
、

執
筆
の
間
に
い
わ
ゆ
る
「
新
生
事
件
」
な
ど
が
あ
っ
て
一
時
中
断
し
て
渡
仏
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

る
と
い
っ
た
背
景
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
背
景
を
考
慮
に
い
れ
て

読
む
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
芭
蕉
の
世
界
に
対
す
る
憧
僚
あ
る
い

は
没
入
の
志
向
は
、
小
説
や
随
想
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
決
し
て
と
お
り

一
辺
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
た
い
の
で
あ
る
。

　
※
「
仏
蘭
西
の
旅
に
行
く
時
、
私
は
鞄
の
中
に
芭
蕉
全
集
を
納
れ
て
持
っ
て
行
っ
た
。

　
　
異
郷
の
客
舎
に
あ
る
間
も
よ
く
取
出
し
て
読
ん
で
見
た
。
」
　
（
「
芭
蕉
」
『
飯
倉
だ
よ

　
　
り
』
所
収
）
と
い
っ
た
事
情
と
、
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
の
叙
述
は
か
な
り
大
き

　
　
く
か
か
わ
り
あ
い
が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
か
た
く
な
い
。

　
関
西
放
浪
中
の
藤
村
は
、
芭
蕉
の
生
国
近
く
の
山
中
を
歩
い
て
関
西
へ
入
り
、

石
山
寺
近
く
の
茶
丈
を
借
り
て
一
夏
す
ご
し
た
り
、
湖
東
の
街
道
や
町
々
を
歩

い
て
芭
蕉
に
思
い
を
馳
せ
る
。
要
す
る
に
臨
場
的
な
芭
蕉
認
識
に
努
め
た
わ
げ

で
、
「
あ
の
旅
も
私
に
取
っ
て
は
芭
蕉
に
対
す
る
感
銘
を
深
く
さ
せ
た
。
」
（
「
芭

蕉
」
）
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
吉
野
山
中
の
西
行
庵
を
訪
ね
た
り
し
て
い
る
。

　
「
さ
れ
ば
月
花
は
無
隈
の
風
情
に
し
て
基
督
は
神
の
風
情
な
り
、
流
れ
行
く

水
も
理
想
の
姿
な
り
と
せ
ぱ
西
行
芭
蕉
ダ
ソ
テ
、
セ
ク
ス
ピ
ー
ア
の
徒
こ
れ
ま

た
風
流
の
姿
に
あ
ら
ず
や
。
す
で
に
こ
の
極
致
を
了
す
、
乃
ち
一
笠
と
難
も
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

地
を
包
む
に
あ
ま
り
あ
り
、
孤
笛
と
難
も
宇
宙
に
吹
く
に
あ
ま
り
あ
り
。
」

（
「
馬
上
、
人
世
を
懐
ふ
」
）
と
い
っ
た
文
章
や
、
「
訪
西
行
庵
記
」
、
　
「
人
生
の

風
流
を
懐
ふ
」
、
「
茶
丈
記
」
な
ど
を
、
劇
詩
の
原
稿
と
と
も
に
『
文
学
界
』
に
ー

寄
稿
し
た
の
も
、
そ
の
関
西
放
浪
の
旅
先
か
ら
で
あ
る
。
　
『
桜
の
実
の
熟
す
る

時
』
は
「
あ
る
意
味
で
は
、
　
『
春
』
の
序
曲
と
も
見
ら
る
二
で
あ
ら
う
。
」

（
「
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
の
後
に
」
）
と
、
み
ず
か
ら
書
い
て
い
る
が
、
関

西
放
浪
中
の
芭
蕉
体
験
な
ど
は
『
春
』
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
　
『
春
』
は
そ

の
旅
の
終
り
か
ら
起
筆
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
『
桜
の
実
の
熟
す
る

時
』
の
終
章
で
描
か
れ
た
捨
吉
と
芭
蕉
の
か
か
わ
り
あ
い
は
、
藤
村
と
芭
蕉
の

そ
れ
と
し
て
持
続
す
る
と
し
て
も
『
若
菜
集
』
は
や
や
ち
が
う
の
で
あ
る
。

　
芭
蕉
あ
る
い
は
西
行
そ
の
他
の
詩
人
に
対
す
る
藤
村
の
関
心
は
、
当
初
い
か

な
る
動
機
、
い
か
な
る
性
情
の
も
の
だ
っ
た
か
は
明
確
に
し
が
た
い
。
た
だ
、

の
ち
に
彼
が
、
文
学
に
入
る
方
法
と
し
て
、

　
第
一
、
そ
の
人
の
著
作
に
親
し
む
こ
と
。

第
二
、
そ
の
人
に
関
し
た
批
評
を
読
む
こ
と
。

第
三
、
そ
の
人
の
生
涯
を
知
る
こ
と
。

の
三
っ
を
実
行
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
考
え
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
（
「
文
学

に
志
し
た
頃
」
）
、
そ
う
い
う
接
近
の
仕
方
を
、
す
く
な
く
と
も
芭
蕉
に
対
し
て

は
し
て
い
た
に
違
い
な
く
、
や
や
後
に
、
自
殺
し
た
先
達
透
谷
に
対
し
て
、
ま

さ
に
そ
う
い
う
ス
タ
デ
ィ
を
、
藤
村
は
し
た
（
『
春
』
そ
の
他
透
谷
を
語
っ
た



文
章
を
参
照
）
。
だ
が
、
彼
が
芭
蕉
に
学
ん
だ
も
の
に
、
つ
い
て
も
、
な
ぜ
芭
蕉
に

ひ
か
れ
た
か
、
と
い
う
問
題
同
様
、
決
し
て
端
的
に
は
こ
た
え
る
べ
く
も
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
ひ
と
つ
に
、
お
そ
ら
く
詩
歌
の
源
泉
的
感
情
を
も
た

ら
す
旅
、
あ
る
い
は
旅
情
の
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
と
関
連
す
る
部
分
を
も
っ
た

「
風
流
」
の
問
題
が
あ
っ
た
に
違
い
な
く
思
わ
れ
る
。
「
馬
上
、
人
世
を
懐
ふ
」

の
右
に
み
た
一
節
に
も
そ
れ
が
う
か
が
え
る
し
、
ほ
ぽ
同
じ
時
期
の
も
の
で
あ

る
「
人
生
の
風
流
を
懐
ふ
」
も
、
決
し
て
異
質
で
は
な
い
。
彼
は
、
生
涯
を
見

て
し
ま
っ
た
よ
う
な
そ
う
し
た
先
人
た
ち
の
生
き
方
や
、
俗
世
問
か
ら
の
達
観

し
た
境
地
を
ス
タ
デ
ィ
し
、
み
ず
か
ら
も
そ
う
生
き
る
べ
く
努
め
る
こ
と
に
ょ

っ
て
、
愛
の
襖
悩
や
、
精
神
的
お
よ
び
生
活
上
の
不
安
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
自

分
を
救
い
あ
げ
よ
う
と
願
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
徐
々
に
そ

う
い
う
方
向
に
む
か
っ
て
行
っ
た
の
で
は
た
い
か
と
想
像
す
る
。
そ
う
し
た
理

想
境
を
求
め
生
き
る
こ
と
は
、
彼
の
自
已
抑
制
を
い
っ
そ
う
強
固
な
も
の
に
し
、

正
当
化
す
る
方
向
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
所
詮
は
二
十
歳
そ
こ
そ

こ
の
血
の
気
の
多
い
藤
村
に
は
、
そ
れ
は
願
っ
て
も
適
わ
ぬ
途
で
あ
り
、
境
地

で
あ
っ
た
。

　
　
「
過
ぐ
る
歳
月
の
間
自
分
の
読
み
耽
っ
た
も
の
が
涙
の
多
い
杜
子
美
の
詩
集

だ
の
仙
風
を
帯
び
た
李
白
の
詩
集
だ
の
又
は
儒
尽
し
た
西
行
の
山
家
集
だ
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
世
を
見
尽
し
た
や
う
な
そ
れ
ら
古
大
家
の
後
を
追
ひ
か
げ
る
う

ち
に
，
、
い
つ
の
間
に
か
自
分
ま
で
が
恐
ろ
し
く
年
寄
臭
い
青
年
に
、
な
っ
て
ゐ
た

　
　
　
　
　
　
『
若
菜
集
』
の
成
立

こ
と
に
気
が
っ
い
た
。
青
年
は
宜
し
く
青
年
の
書
を
読
む
べ
き
で
あ
る
と
気
づ

い
た
の
も
、
自
分
等
の
年
頃
に
古
人
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
を
歩
い
て
ゐ
た
ら
う
と

考
へ
る
や
う
に
な
っ
た
の
も
、
そ
の
時
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
同
じ
シ

ュ
ク
ス
ピ
ァ
の
戯
曲
で
も
老
成
な
『
テ
ソ
ペ
ス
ト
』
は
閉
ぢ
て
、
も
う
一
度
若

葉
の
香
を
か
ぐ
や
う
な
『
ロ
メ
ォ
と
ジ
ユ
リ
ェ
ッ
ト
』
を
開
い
て
見
る
気
に
な

っ
た
。
」
　
（
「
仙
台
雑
詩
」
）

　
「
そ
の
時
」
と
は
、
断
わ
る
ま
で
も
な
く
仙
台
で
下
宿
住
居
を
は
じ
め
た
と

き
で
あ
る
。
彼
は
同
様
の
こ
と
を
「
文
学
に
志
し
た
頃
」
に
も
書
い
て
い
る
。
■

た
し
か
に
『
若
菜
集
』
の
詩
篇
は
、
彼
が
右
に
あ
げ
て
い
る
よ
う
な
「
古
大
家
」

お
よ
び
芭
蕉
の
文
学
の
味
わ
い
の
も
の
で
は
な
い
。
詩
の
姿
も
措
辞
も
主
題
も
、

伝
統
詩
の
そ
れ
を
は
っ
き
り
受
げ
継
い
で
い
る
「
初
恋
」
や
「
潮
音
」
の
よ
う

な
透
明
な
芥
情
詩
に
し
て
も
、
ど
こ
か
に
西
欧
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
学
ん
だ
情

感
を
た
た
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
や
は
り
青
年
の
も
の
で
あ
る
。

　
さ
き
に
言
っ
た
よ
う
に
、
　
「
古
大
家
」
の
境
地
を
理
想
と
し
て
追
い
も
と
め

て
み
て
も
、
そ
れ
を
手
中
に
す
る
こ
と
は
容
場
な
わ
ざ
で
は
な
く
、
ま
し
て
や

彼
ら
の
生
を
み
ず
か
ら
の
生
の
在
り
様
の
規
矩
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
、
青
年

藤
村
に
は
所
詮
は
無
理
な
願
望
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
が
右
の
「
仙
台
雑
詩
」

や
「
文
学
に
志
し
た
頃
」
に
の
べ
て
い
る
よ
う
な
方
向
に
転
じ
る
に
は
、
や
は

り
な
ん
ら
か
の
動
機
と
、
そ
の
転
換
を
支
え
る
理
論
を
必
要
と
し
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
の
ひ
と
っ
の
要
因
と
し
て
、
生
前
か
ら
死
後
ひ
さ
し
い
期
間
に
わ
た
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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『
若
菜
集
』
の
成
立

て
、
藤
村
に
影
響
を
あ
た
え
っ
づ
げ
て
ぎ
た
北
村
透
谷
と
そ
の
死
を
あ
げ
て
お

か
ね
ぱ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
藤
村
と
透
谷
は
そ
の
生
き
方
も
文
学

も
異
質
な
点
が
か
な
り
多
い
事
実
は
、
す
で
に
幾
多
の
研
究
者
や
批
評
家
が
指

摘
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
り
、
し
か
も
藤
村
は
、
透
谷
の
よ
う
に
は
死
に
え
な

か
っ
た
。
一
度
は
剃
髪
し
衣
を
ま
と
っ
て
死
を
目
的
と
す
る
旅
に
発
っ
た
が
、

結
局
は
死
に
き
れ
ず
に
透
谷
の
国
府
津
の
寓
居
へ
こ
ろ
が
り
こ
む
ほ
か
た
か
っ

た
。
　
（
『
春
』
参
照
）

　
だ
が
、
透
谷
の
死
後
、
未
亡
人
と
と
も
に
遺
稿
を
丹
念
に
整
理
す
る
な
ど
し

て
『
透
谷
集
』
　
（
明
治
２
７
・
１
０
刊
）
を
ま
と
め
た
り
、
以
後
も
お
り
に
ふ
れ
遺

稿
や
書
き
損
じ
の
原
稿
に
ま
で
目
を
通
し
て
い
る
（
「
亡
友
反
古
帖
」
、
　
「
北
村

透
谷
の
短
き
一
生
」
な
ど
参
照
）
藤
村
の
内
部
で
は
、
透
谷
像
が
次
第
に
形
を

と
と
の
え
て
い
っ
た
と
同
時
に
、
透
谷
の
バ
ト
ス
と
で
も
い
っ
た
も
の
や
、
干

マ
ソ
チ
シ
ズ
ム
を
、
痛
切
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
、
あ
る
い
は
徐
々
に
感
受
せ
ね
ぱ

な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
二
十
五
歳
で
自
殺
し
た
先
達
透
谷
に
よ
っ
て
触

発
さ
れ
、
あ
る
い
は
課
題
と
し
て
み
ず
か
ら
背
負
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た

間
題
は
、
お
そ
ら
く
藤
村
の
転
換
と
つ
よ
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
と
み
な

げ
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
そ
し
て
い
ま
ひ
と
っ
の
要
因
は
、
透
谷
が
死
ん
だ
年
（
明
治
二
十
七
年
の
夏

に
）
、
ル
ソ
ー
の
自
伝
『
告
白
』
を
読
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
藤
村
は
の
ち
に
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
イ
フ

の
ル
ソ
ー
の
書
に
つ
い
て
、
　
「
真
に
束
縛
を
離
れ
て
こ
の
『
生
』
を
観
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

す
る
そ
の
精
神
の
盛
ん
な
こ
と
は
、
又
一
生
そ
の
精
神
を
続
げ
た
と
い
ふ
こ
と

は
、
遂
に
私
の
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
と
こ
ろ
だ
」
と
言
い
、
ま
た
、
　
「
今

迄
意
識
せ
ず
に
居
た
自
分
と
い
ふ
も
の
を
引
出
さ
れ
る
や
う
な
気
が
し
た
」
と

も
「
騰
気
な
が
ら
、
此
書
を
通
し
て
、
近
代
人
の
考
へ
方
と
い
ふ
も
の
が
」
解

る
よ
う
に
な
っ
た
、
　
「
近
代
の
人
の
卵
は
こ
上
に
胚
胎
し
て
居
る
」
（
「
ル
ウ
ソ

オ
の
『
鐵
悔
』
中
に
見
出
し
た
る
自
己
」
　
『
新
片
町
よ
り
』
所
収
）
な
ど
と
も

書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ル
ソ
ー
体
験
は
、
そ
の
一
面
を
や
や
図
式
的
に
言
う
な
ら
ぱ
、
透
谷
か

ら
感
受
し
た
バ
ト
ス
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
理
論
的
な
認
識
で
あ
り
、
近
代

人
と
し
て
の
生
き
方
の
自
得
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
福
沢
諭
吉
の
主
知

主
義
、
実
利
主
義
あ
る
い
は
合
理
主
義
に
対
し
て
、
北
村
透
谷
の
近
代
精
神
が

主
情
主
義
、
反
実
利
主
義
に
特
徴
を
も
っ
て
い
る
と
言
い
う
る
な
ら
ぱ
（
家
永

三
郎
「
北
村
透
谷
に
お
け
る
近
代
市
民
精
神
」
参
照
）
、
島
崎
藤
村
の
そ
れ
も
、

右
に
み
た
段
階
に
お
い
て
は
、
透
谷
に
近
い
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね

ぱ
な
る
ま
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ル
ソ
ー
の
『
餓
悔
』
は
藤
村
の
自
信
に
も
な
っ
た
は
ず
で
、

『
若
菜
集
』
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
彼
の
道
は
、
こ
の
時
期
あ
た
り
か
ら
徐
々
に

定
ま
っ
て
い
っ
た
と
見
て
、
お
そ
ら
く
誤
り
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
　
『
文
学

界
』
二
十
七
号
（
明
治
２
８
・
３
）
に
掲
げ
た
エ
ッ
セ
ィ
「
村
居
護
筆
」
の
次
の

一
節
な
ど
は
、
注
目
に
値
す
る
の
で
あ
る
。



　
「
事
自
ま
易
。
ｏ
な
る
性
情
は
古
来
人
心
に
彫
ま
れ
た
る
最
も
深
き
刀
痕
た
り
。

我
は
か
の
心
猿
の
悲
鳴
す
る
よ
し
室
言
へ
り
。
　
（
中
略
）
容
儀
礼
節
の
美
な
る

こ
と
花
の
如
き
は
僅
か
に
皮
相
の
観
に
し
て
、
人
問
の
内
部
に
は
か
二
る
あ
や

し
き
心
猿
を
宿
せ
り
。
人
心
の
容
易
に
言
ふ
べ
か
ら
ず
写
す
べ
か
ら
ざ
る
は
蓋

し
こ
れ
が
為
に
あ
ら
ず
や
。
／
こ
の
心
猿
は
極
め
て
傲
慢
な
り
。
　
（
中
略
）
時

と
し
て
彼
は
一
切
の
我
と
い
ふ
柱
を
放
れ
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
然
れ
ど
も
徴
笑
し

て
再
び
も
と
の
柱
に
帰
る
。
　
（
中
略
）
／
彼
の
微
慢
は
む
し
ろ
悲
し
む
べ
き
傲

慢
な
り
。
彼
の
執
着
は
む
し
ろ
苦
し
き
執
着
な
り
。
彼
の
偏
執
は
偏
執
に
止
ま

ら
ず
、
時
と
し
て
狂
妄
と
な
り
、
惑
溺
と
な
り
、
沈
酔
と
な
り
、
盲
目
と
な

る
。
」

　
そ
の
「
心
猿
」
は
、
　
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
の
な
か
で
、
彼
が
し
ば
し
ぱ

　
　
　
　
な
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ち
が

ふ
れ
る
「
内
部
か
ら
内
部
か
ら
と
渦
巻
き
濫
れ
て
来
る
」
「
気
狂
い
」
じ
み
た

い
や
ら
し
い
力
で
あ
り
、
性
的
欲
求
で
あ
り
、
本
性
的
な
も
の
と
解
釈
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
彼
が
そ
う
し
た
「
心
猿
」
に
着
目
し
、
そ
れ
を
表
現
し
解
き
放

と
う
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
断
わ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

「
自
分
等
青
年
は
も
っ
と
直
接
に
自
分
等
の
内
部
に
芽
ぐ
ん
で
来
る
も
の
を
重

ん
じ
育
て
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
た
。
」
　
（
「
昨
日
、
一
昨
日
」
『
飯
倉
だ

よ
り
』
所
収
）
と
い
う
よ
う
な
方
向
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
頃
か
ら
定
ま
っ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
芭
蕉
や
西
行
の
世
界
へ
の
道
で
は
な
か
っ
た
。

　
そ
う
し
た
方
向
の
線
上
で
結
実
し
た
と
み
て
よ
い
『
若
菜
集
』
の
性
格
は
、

　
　
　
　
　
『
若
菜
集
』
の
成
立

世
評
の
高
い
「
初
恋
」
、
　
「
潮
音
」
、
　
「
白
壁
」
の
よ
う
な
ナ
ィ
ー
ブ
で
清
澄
な

拝
情
詩
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ら
の
詩

は
藤
村
詩
全
体
の
な
か
で
も
完
成
度
が
高
く
、
拝
情
詩
人
と
し
て
の
藤
村
の
良

質
の
部
分
を
示
し
て
は
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
詩
は
、
　
『
若
菜
集
』
よ
り
や

や
早
い
松
岡
国
男
ら
の
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
『
拝
情
詩
』
　
（
明
治
３
０
・
４
刊
）
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

か
の
、
た
と
え
ぱ
国
男
の
幾
篇
か
の
詩
と
比
較
し
て
、
は
る
か
に
高
い
レ
ベ
ル

に
達
し
て
お
り
、
藤
村
の
詩
的
個
性
が
き
わ
だ
っ
て
い
る
と
言
い
う
る
か
ど
う

か
と
な
れ
ぱ
、
や
は
り
た
や
す
く
は
断
定
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

※
周
知
の
よ
う
に
、
藤
村
は
「
一
霧
詩
一
に
か
ず
く
の
よ
き
歌
を
物
せ
る
一
松

　
　
岡
国
男
を
、
明
治
三
十
一
年
四
月
に
利
根
川
の
ほ
と
り
の
住
居
に
訪
ね
、
同
年
六
月

　
　
『
帝
国
文
学
』
に
「
利
根
川
だ
よ
り
」
を
書
い
た
。
同
時
代
の
、
敬
愛
す
る
詩
人
の

　
　
一
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
若
い
漢
詩
人
中
野
遣
逢
の
死
を
悼
ん
で
藤
村
が
書
い
た
追
悼
詩
コ
展
歌
」
に

ふ
れ
て
、
島
田
謹
二
は
「
素
直
な
直
叙
で
あ
る
反
面
、
平
板
で
詩
技
に
乏
し
い
。

こ
う
い
う
散
文
癖
が
藤
村
詩
に
は
い
っ
も
散
見
す
る
と
こ
ろ
か
ら
判
ず
る
と
、

か
れ
に
は
神
韻
と
か
風
骨
と
か
い
う
も
の
は
案
外
弱
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
」
　
（
『
日
本
に
お
け
る
外
国
文
学
』
上
巻
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
う
い
う

「
散
文
癖
」
や
劇
に
移
式
を
借
り
た
作
品
お
よ
び
浄
瑠
璃
あ
る
い
は
歌
舞
伎
の

影
響
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
作
品
に
、
実
は
彼
の
本
領
が
あ
っ
た
。
ま
た
そ

う
い
う
作
品
の
ウ
ェ
イ
ト
の
ほ
う
が
、
　
「
初
恋
」
や
「
潮
音
」
の
よ
う
な
作
品
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『
若
菜
集
』
の
成
立

よ
り
も
『
若
菜
集
』
の
な
か
で
は
明
ら
か
に
重
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
作
品

で
も
な
お
か
つ
、
こ
と
ぱ
の
選
択
や
技
巧
の
う
え
で
は
浄
瑠
璃
は
も
と
よ
り
香

川
景
樹
の
和
歌
や
、
新
体
詩
人
の
幾
人
か
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
近
世
歌
謡

の
影
響
も
み
と
め
う
る
だ
の
、
要
す
る
に
伝
統
的
詩
歌
か
ら
十
分
に
脱
皮
し
た

も
の
で
は
な
い
。

　
※
　
近
世
歌
謡
と
藤
村
詩
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
十
川
信
介
も
ふ
れ
て
い
る

　
　
（
『
シ
ソ
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
日
本
文
学
』
第
十
五
巻
参
照
）
。
な
お
、
詩
語
の
問
題
に
つ
い

　
　
て
藤
村
は
の
ち
に
、
い
わ
ゆ
る
言
文
一
致
は
散
文
家
が
散
文
の
た
め
に
苦
心
し
て
作

　
　
り
あ
げ
た
文
体
だ
か
ら
、
に
わ
か
に
こ
れ
を
詩
歌
に
用
い
る
こ
と
は
疑
問
だ
と
言
っ

　
　
て
い
る
（
「
口
語
と
詩
歌
の
一
致
に
つ
い
て
」
『
春
を
待
ち
つ
二
』
所
収
）
。
彼
の
詩

　
　
を
考
え
る
ぱ
あ
い
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
要
は
、
そ
う
い
う
詩
の
構
成
や
、
歌
舞
伎
の
主
人
公
に
託
し
て
心
情
を
表
現

す
る
と
い
っ
た
方
法
を
と
ら
た
げ
れ
ぱ
、
モ
チ
ー
フ
を
十
全
に
表
現
し
え
な
い

も
の
が
藤
村
に
、
は
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
そ
こ
に
彼
の
詩
的
資
質
と
姿
勢
が
み

と
め
ら
れ
る
し
、
　
『
若
菜
集
』
の
性
格
も
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い

る
と
言
わ
ね
ぱ
な
る
ま
い
。
な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
詩
に
お
い
て
も
藤
村
の
詩

的
主
体
は
な
お
か
つ
あ
い
ま
い
に
し
か
現
わ
れ
て
い
た
い
か
も
知
れ
た
い
。
お

そ
ら
く
彼
が
詩
を
念
頭
に
お
い
て
書
く
か
ぎ
り
、
そ
の
批
判
は
ま
ぬ
が
れ
が
た

か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
『
若
菜
集
』
は
、
近
代
詩
へ
の
架
橋
で
あ
っ
た
。
　
「
遂
に
、
新
し
き
詩
歌
の

時
は
来
り
ぬ
。
」
（
「
『
藤
村
詩
集
』
序
」
）
と
い
っ
た
げ
れ
ど
も
、
真
の
近
代
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

の
開
花
は
次
代
を
ま
た
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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