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「
青
森
挽
歌
」に
お
け
る
二
重
の
葛
藤

浜
　
垣
　
誠
　
司

一
、「
青
森
挽
歌
」
と
い
う
企
図

⑴
「
探
索
行
動
」
と
し
て
の
サ
ハ
リ
ン
行

　

一
九
二
三
年
夏
の
宮
沢
賢
治
の
サ
ハ
リ
ン
へ
の
旅
行
は
、
前
年
一
一
月

に
亡
く
な
っ
た
妹
ト
シ
を
探
し
求
め
、
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
彼
女
と
の
再

会
を
果
た
し
た
い
と
い
う
願
望
も
秘
め
た
、
一
種
の
「
探
索
行
動
」
で
あ

っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
探
索
行
動
」
と
は
、
大
切
な
人
と
の
死
別
の
後
に
、
や
む
に
や
ま
れ

ず
故
人
を
探
し
求
め
て
し
ま
う
と
い
う
現
象
の
こ
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
精

神
科
医
ボ
ウ
ル
ビ
ィ
1

や
パ
ー
ク
ス
2

が
提
唱
し
た
概
念
で
あ
る
。
死
ん

だ
人
を
探
し
た
り
会
お
う
と
し
た
り
す
る
な
ど
、
現
実
に
は
不
可
能
で
不

合
理
な
行
動
で
あ
る
が
、
パ
ー
ク
ス
は
数
次
に
わ
た
る
遺
族
の
聴
き
取
り

調
査
に
基
づ
い
て
、
実
際
に
死
別
体
験
者
に
見
ら
れ
た
様
々
な
形
の
探
索

行
動
を
報
告
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
あ
る
未
亡
人
は
、「
ど
こ
へ
行
っ
て

も
夫
を
探
し
て
い
ま
す
。
人
ご
み
の
中
だ
ろ
う
と
、
教
会
の
中
だ
ろ
う
と
、

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
中
だ
ろ
う
と
、
顔
と
い
う
顔
を
し
ら
み
つ
ぶ
し

に
調
べ
続
け
る
の
で
す
。
き
っ
と
変
な
人
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
」
と
言
い
つ
つ
、
そ
れ
で
も
探
索
を
や
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
次
大
戦
で
戦
死
し
た
兵
士
の
両
親
が
、「
息
子
を
探
す
た
め
に
」
外

国
ま
で
行
っ
た
例
を
複
数
挙
げ
て
い
る
し
、
あ
る
い
は
死
ん
だ
夫
に
会
い

た
い
一
心
で
、
降
霊
術
の
会
合
に
出
よ
う
と
し
た
女
性
に
つ
い
て
も
記
し

て
い
る
。
い
ず
れ
の
例
も
、
い
く
ら
探
し
て
も
亡
く
な
っ
た
人
に
会
え
な

い
こ
と
は
、
理
性
に
お
い
て
は
十
分
に
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
寂

し
さ
や
喪
失
の
苦
痛
に
耐
え
ら
れ
ず
、
ふ
と
気
が
つ
く
と
人
ご
み
の
中
や

故
人
が
い
そ
う
な
場
所
へ
行
っ
て
、
そ
の
姿
を
追
い
求
め
て
い
る
の
で
あ

る
。

	

―
ト
シ
の
行
方
と
、
一
人
へ
の
祈
り
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こ
の
よ
う
な
探
索
を
、
本
人
は
無
意
識
の
う
ち
に
行
っ
て
い
る
場
合
も

多
い
が
、
先
の
例
の
よ
う
に
「
戦
死
し
た
息
子
を
探
し
に
外
国
へ
行
く
」

と
ま
で
な
る
と
、
十
分
に
意
識
的
で
計
画
的
な
行
動
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
た
だ
こ
の
場
合
も
、
当
人
は
本
当
に
息
子
に
再
会
で
き
る
と
信
じ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
か
し
な
お
も
探
し
求
め
た
い
と
い
う
衝
動
が
、

彼
ら
を
突
き
動
か
す
の
で
あ
る
。
そ
の
行
動
の
意
図
や
目
的
に
つ
い
て
は
、

自
分
で
も
合
理
的
に
は
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
抑
え
が
た

い
一
種
の
強
迫
行
為
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
立
ち
現
れ
て
く
る
。

　

そ
し
て
、
賢
治
の
サ
ハ
リ
ン
行
も
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
行
動
で
あ
っ

た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
賢
治
は
、
パ
ー
ク
ス
が
報
告
し
た
ロ
ン
ド
ン
の
未

亡
人
の
よ
う
に
降
霊
術
に
助
け
は
求
め
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
彼
は
平
素

か
ら
「
異
界
」
の
声
が
聞
こ
え
る
人
だ
っ
た
の
で
、
う
ま
く
行
け
ば
ト
シ

か
ら
の
「
通
信
」
を
受
け
取
れ
る
と
期
待
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。

　

旅
の
途
中
、
様
々
な
場
所
で
賢
治
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
ト
シ
を

「
探
し
て
い
る
」
様
子
は
、
こ
の
間
の
い
ろ
い
ろ
な
作
品
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
で
は
、
サ
ハ
リ
ン
の
栄
浜
か
ら
水
平
線
を
眺
め
つ
つ
、

「
と
し
子
は
あ
の
青
い
と
こ
ろ
の
は
て
に
ゐ
て
／
な
に
を
し
て
ゐ
る
の
か

わ
か
ら
な
い
」
と
思
い
、「
噴
火
湾
（
ノ
ク
タ
ー
ン
）」
で
は
、
夜
明
け
の

駒
ヶ
岳
に
か
か
る
暗
い
雲
を
見
て
、「
そ
の
ま
つ
く
ら
な
雲
の
な
か
に
／

と
し
子
が
か
く
さ
れ
て
ゐ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
考
え
る
。

　

あ
る
い
は
「
宗
谷
挽
歌
」
に
お
い
て
賢
治
は
、「
け
れ
ど
も
も
し
と
し
子

が
夜
過
ぎ
て
／
ど
こ
か
ら
か
私
を
呼
ん
だ
な
ら
／
私
は
も
ち
ろ
ん
落
ち
て

行
く
」
と
書
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
ら
海
に
飛
び
込
ん
で
で
も
、
ト
シ

と
の
再
会
を
果
た
す
決
意
を
秘
め
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

⑵
挽
歌
群
に
お
け
る
「
青
森
挽
歌
」
の
位
置
と
目
的

　

こ
の
サ
ハ
リ
ン
行
に
お
い
て
賢
治
が
書
い
た
詩
作
品
と
し
て
は
、『
春

と
修
羅
』
の
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
の
章
に
収
め
ら
れ
た
、「
青
森
挽
歌
」、

「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」、「
樺
太
鉄
道
」、「
鈴
谷
平
原
」、「
噴
火
湾
（
ノ
ク

タ
ー
ン
）」
と
い
う
五
つ
に
加
え
、
さ
ら
に
『
春
と
修
羅
』
に
は
収
録
さ

れ
な
か
っ
た
が
同
時
期
に
書
か
れ
た
、「
青
森
挽
歌 

三
」、「
津
軽
海
峡
」、

「
駒
ヶ
岳
」、「
旭
川
」、「
宗
谷
挽
歌
」
と
い
う
五
つ
が
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、「
青
森
挽
歌
」
と
「
青
森
挽
歌 

三
」
は
異
稿
関
係
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
結
局
こ
の
間
の
独
立
し
た
詩
作
品
と
し
て
は
、
制
作

順
に
、「
青
森
挽
歌
」、「
津
軽
海
峡
」、「
駒
ヶ
岳
」、「
旭
川
」、「
宗
谷
挽

歌
」、「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」、「
樺
太
鉄
道
」、「
鈴
谷
平
原
」、「
噴
火
湾

（
ノ
ク
タ
ー
ン
）」
と
い
う
、
九
つ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
九
つ
の
作
品
は
、「
駒
ヶ
岳
」
と
「
旭
川
」
を
除
い
て
い
ず
れ
も
ト

シ
の
死
と
の
何
ら
か
の
関
連
性
が
あ
り
、
ま
た
「
駒
ヶ
岳
」「
旭
川
」
も
、

他
の
作
品
と
同
様
の
寂
し
く
冷
た
い
色
調
で
貫
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ

ら
九
つ
が
全
体
と
し
て
、
広
義
の
「
挽
歌
群
」
を
構
成
し
て
い
る
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
こ
の
九
つ
の
作
品
の
中
で
も
、
特
に
「
青
森
挽
歌
」「
宗
谷
挽

歌
」「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
の
三
つ
だ
け
が
明
示
的
に
「
挽
歌
」
と
名
付
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
作
者
と
し
て
格
別
な
意
味
づ
け
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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こ
の
三
つ
の
「
挽
歌
」
の
う
ち
、
稚
内
か
ら
サ
ハ
リ
ン
の
大
泊
港
へ
向

か
う
連
絡
船
の
上
で
書
か
れ
た
「
宗
谷
挽
歌
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
賢
治

が
ト
シ
に
呼
ば
れ
た
ら
自
ら
海
に
も
落
ち
よ
う
と
い
う
覚
悟
を
述
べ
て
い

る
作
品
で
あ
り
、
賢
治
に
と
っ
て
は
そ
の
「
探
索
行
動
」
の
実
行
の
上
で
、

特
に
重
要
な
局
面
の
一
つ
だ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
前
日
の
日
付
を
持

つ
「
青
森
挽
歌
」
の
一
一
四
行
目
か
ら
一
一
八
行
目
に
は
、「
宗
谷
海
峡
を

越
え
る
晩
は
／
わ
た
く
し
は
夜
ど
ほ
し
甲
板
に
立
ち
／
あ
た
ま
は
具
へ
な

く
陰
湿
の
霧
を
か
ぶ
り
／
か
ら
だ
は
け
が
れ
た
ね
が
ひ
に
み
た
し
／
そ
し

て
わ
た
く
し
は
ほ
ん
た
う
に
挑
戦
し
や
う
」
と
い
う
決
意
の
言
葉
が
書
か

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
賢
治
が
宗
谷
海
峡
で
何
か
を
決
行
し
よ
う
と
考
え

て
い
た
の
は
当
日
の
思
い
つ
き
な
ど
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
前
日
か
ら

思
い
定
め
て
い
た
計
画
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、「
宗
谷
挽
歌
」

の
中
ほ
ど
に
は
、「
み
ん
な
の
ほ
ん
た
う
の
幸
福
を
求
め
て
な
ら
／
私
た

ち
は
こ
の
ま
ゝ
こ
の
ま
っ
く
ら
な
／
海
に
封
ぜ
ら
れ
て
も
悔
い
て
は
い
け

な
い
」
と
の
言
葉
が
あ
り
、
こ
の
計
画
に
懸
け
る
賢
治
の
思
い
は
命
を
賭

し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
読
み
と
れ
る
。
こ
こ
で

賢
治
が
思
い
描
い
て
い
た
行
動
は
、
表
向
き
は
「
み
ん
な
の
ほ
ん
た
う
の

幸
福
を
求
め
て
」
と
い
う
宗
教
的
な
目
的
の
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ

こ
で
彼
は
妹
に
会
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
探
索
行
動
」
と
し
て

見
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
実
行
に
他
な
ら
な
い
。

　

次
に
、
三
番
目
の
「
挽
歌
」
で
あ
る
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
に
お
い
て
も
、

賢
治
は
秘
か
に
ト
シ
と
の
接
触
を
試
み
た
節
が
あ
る
。
香
取
直
一
3
は
、

「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
の
五
九
行
目
と
六
〇
行
目
の
間
の
空
白
に
お
い
て
、

賢
治
が
意
図
的
に
仮
眠
を
と
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
が
、
確
か
に
四
四
〜

四
五
行
目
に
「
ひ
と
き
れ
の
貝
殻
を
口
に
含
み
／
わ
た
く
し
は
し
ば
ら
く

ね
む
ら
う
と
お
も
ふ
」
と
あ
り
、
六
七
〜
六
八
行
目
に
は
「
わ
た
く
し
が

樺
太
の
ひ
と
の
な
い
海
岸
を
／
ひ
と
り
歩
い
た
り
疲
れ
て
睡
つ
た
り
し
て

ゐ
る
と
き
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
間
の
ど
こ
か
で
睡
眠
が
あ
っ
た
と

考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
香
取
は
、
こ
の
際
に
賢
治
が
「
貝
殻
を
口

に
含
み
」
眠
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
「
異
様
」
と
評
し
た
上
で
、
そ
の
行
為

の
意
図
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。

　

賢
治
の
意
志
的
な
行
為
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
唅は
ん

の
儀
礼
を

模
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
死
者
の
口
に
貝
や
貴
金
属
、
硬
貨
、

玉
な
ど
を
含
ま
せ
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
て
、
自
ら
を
自
覚
的
に
死
者

に
擬
し
、
睡
の
世
界
、
夢
の
世
界
、
仮
死
の
世
界
へ
入
っ
て
行
こ
う

と
す
る
。
何
の
為
に
？　
〈
と
し
子
〉
と
会
い
、〈
通
信
〉
を
す
る
た

め
に
、
で
あ
る
。

　

ま
た
鈴
木
健
司
4

は
、
香
取
の
説
を
受
け
て
、
こ
の
仮
眠
が
持
つ
意
味

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ひ
と
き
れ
の
貝
殻
を
口
に
含
み
」
と
い
う
行
為
が
「
唅
の
儀
礼
を
模

し
た
も
の
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
あ
く
ま
で
仮
説
に
留
ま
る
に
し
て

も
、
賢
治
の
仮
眠
が
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
《
亡
妹
と
し
子
と
の

通
信
》
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
よ
う
に
思
う
。「
オ
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ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
が
「
青
森
挽
歌
」
か
ら
「
宗
谷
挽
歌
」
を
経
た
挽
歌

群
の
総
決
算
で
あ
る
と
い
う
文
脈
で
読
ま
れ
る
限
り
、「
オ
ホ
ー
ツ

ク
挽
歌
」
と
い
う
詩
の
ど
こ
か
に
、《
亡
妹
と
し
子
と
の
通
信
》
を
求

め
る
賢
治
の
最
後
的
な
試
み
が
隠
さ
れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
の
作
品
時
間
中
に
賢
治
が
と
っ
た
仮
眠
が
、
ト

シ
と
の
何
ら
か
の
接
触
を
試
み
よ
う
と
す
る
意
図
的
な
行
為
で
あ
っ
た
と

考
え
る
香
取
と
鈴
木
の
説
に
、
筆
者
も
同
感
で
あ
る
。
さ
ら
に
鈴
木
は
、

こ
の
仮
眠
に
お
け
る
賢
治
の
体
験
が
、
童
話
「
サ
ガ
レ
ン
と
八
月
」
を
生

ん
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
確
か
に
こ
の
未
完
の
童
話
に
お
い
て
主
人
公
タ

ネ
リ
は
、
蟹
の
姿
に
変
え
ら
れ
て
「
海
に
封
ぜ
ら
れ
」
て
し
ま
っ
て
い
る

わ
け
だ
か
ら
、
こ
れ
は
賢
治
が
「
宗
谷
挽
歌
」
で
覚
悟
し
た
と
お
り
の
結

果
で
あ
る
。
ま
た
、
タ
ネ
リ
が
チ
ョ
ウ
ザ
メ
の
下
男
に
さ
れ
る
と
い
う
設

定
は
、
ロ
シ
ア
で
は
サ
ハ
リ
ン
島
の
形
が
チ
ョ
ウ
ザ
メ
の
横
た
わ
っ
た
姿

に
譬
え
ら
れ
る
5

こ
と
を
思
え
ば
、
こ
れ
は
「
サ
ハ
リ
ン
の
海
に
囚
わ
れ

る
」
こ
と
の
巧
み
な
隠
喩
に
な
っ
て
い
る
。

　

賢
治
は
、
当
時
の
日
本
領
の
鉄
道
最
北
駅
で
あ
っ
た
栄
浜
と
い
う
場
所

で
、
こ
の
よ
う
な
儀
式
的
仮
眠
を
行
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
の
旅
で
と
に
か
く
北
へ
北
へ
と
向
か
っ
て
い
た
彼
に
と
っ
て
は
、「
折

り
返
し
点
」
に
あ
た
る
こ
の
場
所
が
、
何
か
の
象
徴
的
な
意
味
を
帯
び
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」

と
い
う
作
品
も
、
賢
治
に
よ
る
ト
シ
の
「
探
索
行
動
」
に
お
い
て
、
も
う

一
つ
の
重
要
な
焦
点
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
見
た
よ
う
に
、「
宗
谷
挽
歌
」
と
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
の
二
作
品

は
、
い
ず
れ
も
賢
治
が
ト
シ
の
探
索
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
地
点
に
お
い

て
記
録
し
た
、
リ
ア
ル
な
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
で
は
、
三
つ
の
「
挽
歌
」
の
残
る
一
つ
で
あ
る
「
青
森
挽
歌
」
は
、
そ
の

探
索
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

青
森
へ
向
か
う
夜
行
列
車
内
で
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
た
「
青
森
挽
歌
」
の
内

容
を
見
る
か
ぎ
り
、
こ
こ
で
「
探
索
行
動
」
が
実
際
に
行
わ
れ
た
形
跡
は

な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
計
画
が
あ
っ
た
様
子
も
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
、

賢
治
が
こ
の
旅
を
始
め
る
車
中
で
何
を
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
た
か
と
い

う
こ
と
は
、
作
品
導
入
部
に
率
直
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
三
七
〜
三
九
行
目
の
「
考
へ
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
／
わ
た
く
し
は
い
た
み
や
つ
か
れ
か
ら
／
な
る
べ
く
お
も
ひ
だ
さ

う
と
し
な
い
」
と
い
う
心
理
的
抵
抗
を
乗
り
越
え
、
七
八
〜
七
九
行
目
で

「
か
ん
が
へ
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
／
ど
う
し
て
も
か
ん
が
へ

だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
決
意
し
、
こ
の
後
実
行
に
移
し
て
い
っ
た

と
こ
ろ
の
、「
考
え
る
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
青
森
挽
歌
」

に
お
い
て
は
、
ま
だ
実
際
の
「
探
索
」
に
は
入
ら
な
い
も
の
の
、
宗
谷
海

峡
や
サ
ハ
リ
ン
で
そ
れ
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
、「
予
備
的
考
察
」

を
行
っ
て
お
く
こ
と
が
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
賢
治
の
課
題
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
賢
治
は
こ
の
作
品
で
何
に
つ
い
て
「
考
察
」
し
よ
う
と
し

て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
前
記
の
箇
所
に
続
い
て
八
〇
〜
八
二
行

目
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
と
し
子
は
み
ん
な
が
死
ぬ
と
な
づ
け
る
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／
そ
の
や
り
か
た
を
通
つ
て
行
き
／
そ
れ
か
ら
さ
き
ど
こ
へ
行
つ
た
か

わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
一
般
に
探
索
を
行
う
た
め
に
は
、

「
ど
こ
を
探
せ
ば
よ
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
と
、
実

行
に
移
し
よ
う
が
な
い
。
賢
治
と
し
て
は
、
宗
谷
海
峡
や
サ
ハ
リ
ン
で
ト

シ
の
探
索
を
試
み
る
前
に
、
彼
女
の
「
死
後
の
行
方
」
に
つ
い
て
、
何
と

か
し
て
考
え
を
詰
め
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。

　

す
な
わ
ち
、「
青
森
挽
歌
」「
宗
谷
挽
歌
」「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
と
い
う

三
挽
歌
は
、「
探
索
行
動
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
「
予
備

的
考
察
」「
実
験
①
」「
実
験
②
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
作
業
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

二
、
考
察
の
内
実
と
限
界

⑴
「
臨
終
正
念
」
と
い
う
拠
り
所

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、「
青
森
挽
歌
」
に
お
け
る
賢
治
は
、
ト
シ
の

死
後
の
行
方
に
関
す
る
「
考
察
」
に
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
考
察
全
体
の
大
ま
か
な
流
れ
を
見
て
お
く
。

　

ま
ず
、
八
六
行
目
の
｟
耳
ご
う
ど
鳴
つ
て
さ
つ
ぱ
り
聞
け
な
ぐ
な
つ
た

ん
ち
や
い
｠
か
ら
一
一
九
行
目
ま
で
で
は
、
ト
シ
の
臨
終
の
場
面
が
具
体

的
に
回
想
さ
れ
、
続
い
て
一
二
〇
行
目
の
「
そ
し
て
あ
ん
な
に
つ
ぎ
の
あ

さ
ま
で
…
」
か
ら
一
三
九
行
目
ま
で
は
、
臨
終
後
も
し
ば
ら
く
は
ト
シ
の

意
識
が
こ
の
世
界
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
願
望
を
込

め
た
賢
治
の
思
い
が
綴
ら
れ
る
。

　

次
い
で
、
一
四
〇
行
目
の
「
そ
し
て
そ
の
ま
ま
さ
び
し
い
林
の
な
か

の
…
」
か
ら
は
、
ト
シ
の
輪
廻
転
生
先
の
想
像
に
入
り
、
ま
ず
は
鳥
と
し

て
の
畜
生
界
の
様
子
が
、
次
に
一
五
四
行
目
の
「
そ
れ
ら
ひ
と
の
せ
か
い

の
ゆ
め
は
う
す
れ
…
」
か
ら
は
天
上
界
の
様
子
が
、
そ
し
て
一
七
八
行
目

の
「
そ
れ
と
も
お
れ
た
ち
の
声
を
き
か
な
い
の
ち
…
」
か
ら
一
九
一
行
目

ま
で
は
地
獄
界
の
様
子
が
、
そ
れ
ぞ
れ
思
い
描
か
れ
る
。
敬
虔
な
仏
教
徒

で
あ
っ
た
賢
治
に
と
っ
て
、「
死
後
の
行
方
」
と
は
す
な
わ
ち
「
輪
廻
転
生

先
」
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
一
九
二
行
目
の
「
わ
た
く
し
の
こ
ん
な
さ
び
し
い
考
は
…
」

か
ら
は
、
こ
の
よ
う
に
ト
シ
の
転
生
先
に
つ
い
て
思
い
悩
む
こ
と
へ
の
自

戒
と
自
重
に
転
じ
よ
う
と
す
る
が
、｟
お
い
お
い
、
あ
の
顔
い
ろ
は
少
し

青
か
つ
た
よ
｠
な
ど
の
嘲
笑
的
な
声
に
邪
魔
を
さ
れ
て
、
ま
だ
賢
治
の
動

揺
は
続
く
…
と
い
う
経
過
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
察
過
程
の
全
体
を
見
る
と
、
賢
治
が
そ
の
開
始
か
ら

五
四
行
も
費
や
し
て
、
ト
シ
の
最
期
に
お
け
る
細
か
い
動
き
や
意
識
の
状

態
に
関
し
、
縷
々
追
想
と
確
認
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
、
ま
ず
何
よ
り
も

注
目
さ
れ
る
。
妹
の
「
死
後
の
行
方
」
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
い
っ

た
い
な
ぜ
彼
女
の
臨
終
の
様
相
の
細
部
に
、
一
々
こ
だ
わ
る
必
要
が
あ
る

の
か
。
そ
の
理
由
は
、
賢
治
が
、「
臨
終
の
際
に
正
し
い
信
仰
心
を
持
つ

こ
と
が
、
死
後
の
よ
り
よ
い
輪
廻
転
生
に
つ
な
が
る
」
と
い
う
、「
臨
終

正
念
」
の
教
え
を
信
じ
、
妹
の
行
方
を
考
え
る
際
の
拠
り
所
に
し
て
い
た

か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

杉
浦
静
6

は
、「
賢
治
文
学
に
お
け
る
「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
〈
臨
終
正
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念
〉」
に
お
い
て
、
賢
治
が
「
無
声
慟
哭
」
で
ト
シ
の
「
に
お
い
」
に
つ
い

て
記
し
た
り
、「
青
森
挽
歌
」
で
そ
の
「
顔
い
ろ
」
や
「
眼
」
の
様
子
を
難

じ
る
声
に
悩
ま
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
は
、
彼
が
「
臨
終
正
念
」
と
い
う

見
地
か
ら
、
ト
シ
の
最
期
の
相
を
特
に
気
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と

指
摘
し
て
い
る
。
杉
浦
に
よ
れ
ば
、
日
蓮
の
「
妙
法
尼
御
前
御
返
事
」
や
、

同
消
息
で
日
蓮
が
文
証
と
し
て
い
る
「
守
護
国
界
主
陀
羅
尼
経
」
に
お
い

て
は
、
臨
終
時
の
顔
色
の
白
さ
や
臭
穢
の
無
さ
が
、
天
界
に
往
生
す
る
一

つ
の
証
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
杉
浦
は
、
賢
治
が
瀕
死
の
ト
シ
に
相
当
の
無
理
を
さ
せ
つ
つ
、

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
題
目
を
唱
え
さ
せ
続
け
て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ

ー
ド
に
つ
い
て
、
や
は
り
こ
れ
は
日
蓮
の
「
妙
法
尼
御
前
御
返
事
」
に
、

「
最
後
臨
終
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
と
な
へ
さ
せ
給
ひ
し
か
ば
、
一
生
乃

至
無
始
の
悪
業
変
じ
て
仏
の
種
と
な
り
給
ふ
」
と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た

も
の
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
筆
者
も
同
じ
く
考
え
る
。
賢
治
と
し
て
は
、

衰
弱
し
た
ト
シ
に
た
と
え
過
大
な
負
担
を
か
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も

と
に
か
く
彼
女
の
天
界
往
生
を
助
け
て
や
り
た
い
と
い
う
思
い
に
、
突
き

動
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
か
し
、「
青
森
挽
歌
」
に
記
さ
れ
て
い
る
ト
シ
の
臨
終
場
面
の

描
写
を
見
る
と
、
こ
の
賢
治
の
意
図
は
、
実
は
彼
が
思
っ
て
い
た
と
お
り

に
は
果
た
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
を
抱
か
ざ
る
を
え
な

い
。
す
な
わ
ち
、
臨
終
間
際
の
ト
シ
の
様
子
は
、
八
六
行
目
か
ら
九
五
行

目
に
か
け
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

｟
耳
ご
う
ど
鳴
つ
て
さ
つ
ぱ
り
聞
け
な
ぐ
な
つ
た
ん
ち
や
い
｠

さ
う
甘
へ
る
や
う
に
言
つ
て
か
ら

た
し
か
に
あ
い
つ
は
じ
ぶ
ん
の
ま
は
り
の

眼
に
は
は
つ
き
り
み
え
て
ゐ
る

な
つ
か
し
い
ひ
と
た
ち
の
声
を
き
か
な
か
つ
た

に
は
か
に
呼
吸
が
と
ま
り
脈
が
う
た
な
く
な
り

そ
れ
か
ら
わ
た
く
し
が
は
し
つ
て
行
つ
た
と
き

あ
の
き
れ
い
な
眼
が

な
に
か
を
索
め
る
や
う
に
空
し
く
う
ご
い
て
ゐ
た

そ
れ
は
も
う
わ
た
く
し
た
ち
の
空
間
を
二
度
と
見
な
か
つ
た

　

こ
の
箇
所
を
見
る
と
、
ト
シ
は
ま
ず
聴
覚
を
喪
失
し
、
そ
の
後
ど
れ
だ

け
の
時
間
経
過
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、「
に
は
か
に
呼
吸
が

と
ま
り
脈
が
う
た
な
く
な
り
」
と
い
う
状
態
に
陥
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

次
の
賢
治
の
行
動
が
「
そ
れ
か
ら
わ
た
く
し
が
は
し
つ
て
行
つ
た
」
で
あ

る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ト
シ
の
呼
吸
と
脈
が
止
ま
っ
た
そ
の
瞬
間
に
は
、

賢
治
は
一
時
的
に
ト
シ
の
病
床
を
離
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

彼
は
、
妹
の
急
変
を
知
ら
せ
る
家
人
の
声
を
聞
く
な
ど
し
て
、
急
い
で
枕

元
に
駆
け
つ
け
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
後
ト
シ
は
、
眼
球
の
空
し
い

動
き
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
す
で
に
視
覚
も
失
っ
て
い
た
。
も
は
や
賢
治
と

し
て
は
、
意
思
疎
通
も
で
き
な
く
な
っ
た
ト
シ
に
、
も
う
一
度
題
目
を
唱

え
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、「
最
後
臨
終
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
と
な
へ
さ
せ
給
ひ
し
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か
ば
、
一
生
乃
至
無
始
の
悪
業
変
じ
て
仏
の
種
と
な
り
給
ふ
」
と
い
う
、

賢
治
が
拠
り
所
に
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
日
蓮
の
言
葉
は
、「
最
後
臨
終
」

の
局
面
に
お
い
て
、
つ
い
に
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
お
そ
ら
く
賢
治
に
と
っ
て
は
、
悔
や
ん
で
も
悔
や
み
き
れ
ぬ
痛

恨
事
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
最
後
臨
終
」
に
際
し
て
は
、
何
と
し
て
も
ト

シ
本
人
の
口
で
唱
題
を
さ
せ
て
や
ろ
う
と
、
賢
治
は
き
っ
と
思
い
定
め
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
日
そ
れ
を
期
し
て
、
朝
か
ら
晩
ま
で
妹
の

病
床
に
付
き
添
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
が
、
よ
り
に
も
よ
っ
て
彼
が
一
時

的
に
妹
の
傍
を
離
れ
た
間
に
、
突
然
呼
吸
と
脈
の
停
止
が
訪
れ
た
の
で
あ

る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
の
心
肺
停
止
と
見
え
た
状
態
は
、
医
学

的
に
は
ま
だ
臨
終
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
当
時
の
賢
治
を
含

め
た
家
族
に
と
っ
て
は
、
見
か
け
上
は
呼
吸
も
脈
も
絶
え
た
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
時
点
で
ト
シ
は
死
ん
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

思
え
ば
、
ト
シ
の
死
後
の
行
方
を
め
ぐ
る
賢
治
の
深
刻
な
迷
い
は
、
こ

の
不
覚
の
死
が
招
い
た
動
揺
と
、
自
分
が
使
命
を
果
た
せ
な
か
っ
た
と
い

う
罪
責
感
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
増
幅
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

た
だ
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
も
彼
は
、
茫
然
と
手
を
拱
い
て
い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
以
下
、
九
一
行
目
か
ら
一
〇
四
行
目
で
あ
る
。

に
は
か
に
呼
吸
が
と
ま
り
脈
が
う
た
な
く
な
り

そ
れ
か
ら
わ
た
く
し
が
は
し
つ
て
行
つ
た
と
き

あ
の
き
れ
い
な
眼
が

な
に
か
を
索
め
る
や
う
に
空
し
く
う
ご
い
て
ゐ
た

そ
れ
は
も
う
わ
た
く
し
た
ち
の
空
間
を
二
度
と
見
な
か
つ
た

そ
れ
か
ら
あ
と
で
あ
い
つ
は
な
に
を
感
じ
た
ら
う

そ
れ
は
ま
だ
お
れ
た
ち
の
世
界
の
幻
視
を
み

お
れ
た
ち
の
せ
か
い
の
幻
聴
を
き
い
た
ら
う

わ
た
く
し
が
そ
の
耳
も
と
で

遠
い
と
こ
ろ
か
ら
声
を
と
つ
て
き
て

そ
ら
や
愛
や
り
ん
ご
や
風
、
す
べ
て
の
勢
力
の
た
の
し
い
根
源

万
象
同
帰
の
そ
の
い
み
じ
い
生
物
の
名
を

ち
か
ら
い
つ
ぱ
い
ち
か
ら
い
つ
ぱ
い
叫
ん
だ
と
き

あ
い
つ
は
二
へ
ん
う
な
づ
く
や
う
に
息
を
し
た

　

す
な
わ
ち
賢
治
は
、
す
で
に
呼
吸
も
脈
も
止
ま
っ
た
ト
シ
の
耳
も
と
で
、

「
万
象
同
帰
の
そ
の
い
み
じ
い
生
物
の
名
を
／
ち
か
ら
い
つ
ぱ
い
ち
か
ら

い
つ
ぱ
い
叫
ん
だ
」
の
で
あ
る
。

⑵
「
已
に
絶
へ
切
つ
て
も
一
時
ば
か
り
耳
へ
唱
へ
入
る
可
し
」

　

こ
の
時
、
賢
治
が
何
と
言
っ
て
叫
ん
だ
の
か
、
す
な
わ
ち
「
万
象
同
帰

の
そ
の
い
み
じ
い
生
物
の
名
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
賢
治
が

ど
う
し
て
も
ト
シ
の
「
最
後
臨
終
」
に
唱
え
さ
せ
て
や
り
た
か
っ
た
言
葉

が
、
二
人
に
と
っ
て
何
よ
り
大
切
な
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
題
目
だ
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
思
え
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
果
た
せ
な
か
っ
た
と
し
て
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も
、
賢
治
が
こ
の
時
あ
ら
た
め
て
叫
ん
だ
の
は
や
は
り
そ
の
題
目
で
あ
っ

た
と
考
え
る
の
が
、
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

な
ぜ
経
典
の
題
目
が
こ
こ
で
「
い
み
じ
い
生
物
の
名
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
健
司
7

が
「
賢
治
は
宇
宙
の
全

体
を
〈
妙
法
蓮
華
経
〉
そ
の
も
の
と
考
え
て
お
り
、
宇
宙
全
体
を
一
つ
の

生
物
（
釈
迦
の
身
体
）
と
捉
え
よ
う
と
す
る
認
識
が
見
え
る
」
と
説
明
し

て
い
る
。「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
に
「
自
我
の
意
識
は
個
人
か
ら
集
団
社

会
宇
宙
と
次
第
に
進
化
す
る
」「
新
た
な
時
代
は
世
界
が
一
の
意
識
に
な

り
生
物
と
な
る
方
向
に
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
賢
治
が
宇
宙
全
体
を
一

つ
の
生
物
と
捉
え
る
視
点
を
持
っ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の

宇
宙
全
体
を
称
し
て
「
妙
法
蓮
華
経
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
た
と
え
ば

保
阪
嘉
内
あ
て
書
簡
五
〇
8

に
「
一
切
現
象
の
当
体
妙
法
蓮
華
経
」
と
表

現
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、「
汎
神
論
」
な
ら
ぬ
「
汎
〈
法
華
経
〉
論
」
と
も

言
う
べ
き
彼
独
特
の
思
想
に
基
づ
く
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
理
屈
を
付
け
て
み
て
も
、
な
ぜ
こ
こ
で
法
華
経
の

題
目
を
、
こ
と
さ
ら
「
生
物
の
名
」
と
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と

い
う
疑
問
は
残
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
賢
治
が
死
ん
だ
妹
を
前
に
し
て
、

こ
の
一
つ
の
小
さ
な
生
命
は
宇
宙
と
い
う
大
き
な
生
物
の
ほ
ん
の
一
部
分

に
過
ぎ
ず
、
た
と
え
ば
人
間
の
身
体
を
構
成
す
る
数
十
兆
個
の
細
胞
の
う

ち
一
つ
が
死
ん
で
も
人
間
と
し
て
の
生
命
は
続
く
よ
う
に
、
生
物
と
し
て

の
宇
宙
全
体
は
法
華
経
と
と
も
に
変
わ
ら
ず
生
成
流
転
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
ト
シ
も
や
は
り
そ
の
一
部
分
で
あ
り
続
け
て
い
る
と
い
う
思
い
に
縋

ろ
う
し
て
い
た
と
考
え
て
み
れ
ば
、
少
し
は
腑
に
落
ち
る
感
も
あ
る
。

　

一
方
、
こ
の
よ
う
な
心
情
的
な
解
釈
以
上
に
、
賢
治
が
こ
の
時
死
ん
だ

（
と
見
え
た
）
ト
シ
に
叫
ん
だ
言
葉
が
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
で
あ
っ
た
と

推
測
さ
せ
る
、
も
う
少
し
具
体
的
な
根
拠
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
江
戸
時
代

中
頃
に
日
蓮
宗
日
興
門
流
の
大
石
寺
貫
首
で
あ
っ
た
日
寛
（
一
六
六
五
〜

一
七
二
六
）
が
説
い
た
、「
臨
終
用
心
抄
」
の
記
述
で
あ
る
。

　

こ
の
「
臨
終
用
心
抄
」
は
、
死
に
近
い
病
人
や
そ
の
周
囲
の
者
に
対
し

て
、
日
蓮
宗
の
立
場
か
ら
心
構
え
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
そ
の

中
の
「
臨
終
を
勧
む
る
肝
心
な
る
事
」
と
い
う
一
節
で
は
、
臨
終
を
迎
え

た
病
人
に
付
き
添
う
者
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
9
。

一
、
唯
今
と
見
る
時
本
尊
を
病
人
の
目
の
前
に
向
へ
耳
の
そ
ば
へ
よ

り
臨
終
唯
今
也
、
祖
師
御
迎
ひ
に
来
り
給
ふ
可
し
、
南
無
妙
法
蓮
華

経
と
唱
へ
給
へ
と
て
病
人
の
息
に
合
せ
て
速
か
ら
ず
遅
か
ら
ず
唱
題

す
べ
し
、
已
に
絶
へ
切
つ
て
も
一
時
ば
か
り
耳
へ
唱
へ
入
る
可
し
、

死
て
も
底
心
あ
り
或
は
魂
去
り
や
ら
ず
死
骸
に
唱
題
の
声
聞
か
す
れ

ば
悪
趣
に
生
る
る
事
無
し
。

　

す
な
わ
ち
、
今
こ
そ
臨
終
と
判
断
さ
れ
た
ら
、
本
尊
を
病
人
の
目
の
前

に
向
か
わ
せ
、
耳
の
そ
ば
へ
寄
っ
て
「
臨
終
は
唯
今
で
す
、
日
蓮
祖
師
が

お
迎
え
に
来
ら
れ
ま
す
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
お
唱
え
下
さ
い
」
と
言
っ

て
、
病
人
の
息
に
合
わ
せ
て
速
す
ぎ
ず
遅
す
ぎ
ず
唱
題
を
せ
よ
と
い
う
の

で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
前
述
の
よ
う
に
、
こ
こ
ま
で
の
部
分
は
、
賢
治
は

ト
シ
に
し
て
や
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
だ
続
き
が
あ
る
。
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日
寛
が
言
う
に
は
、
す
で
に
命
が
絶
え
切
っ
て
も
、
さ
ら
に
一
時
ば
か

り
は
死
者
の
耳
に
題
目
を
唱
え
入
れ
続
け
よ
と
の
こ
と
で
、
何
と
な
れ
ば
、

死
ん
で
も
「
底
心
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
魂
は
去
っ
て
し
ま
わ
な
い

の
で
、
死
骸
に
唱
題
の
声
を
聞
か
せ
れ
ば
、
畜
生
・
餓
鬼
・
地
獄
の
三
悪

趣
に
転
生
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
日
寛
の
教
え
の
前
半
部
に
つ
い
て
は
、
賢
治
は
行
う
機

会
を
失
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
後
半
部
は
、
ト
シ
の
耳
も
と
で
「
万
象

同
帰
の
そ
の
い
み
じ
い
生
物
の
名
を
／
ち
か
ら
い
つ
ぱ
い
ち
か
ら
い
つ
ぱ

い
叫
ん
だ
」
と
い
う
形
で
、
教
え
の
と
お
り
確
か
に
実
行
で
き
た
の
で
あ

る
。

　

当
時
の
賢
治
が
、
は
た
し
て
こ
の
「
臨
終
用
心
抄
」
を
読
ん
で
い
た
か

ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
彼
が
行
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
と

同
じ
で
あ
っ
た
。
ま
た
後
に
⑷
で
述
べ
る
よ
う
に
、
賢
治
は
日
寛
が
死
後

の
「
底
心
」
と
呼
ん
で
い
る
事
柄
に
つ
い
て
も
、
強
い
関
心
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
筆
者
と
し
て
は
、
仮
に
賢
治
が
「
臨
終
用
心

抄
」
を
直
接
読
ん
で
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
何
か
こ
れ
に
影
響
を
受
け

た
文
章
を
目
に
し
た
り
、
臨
終
に
お
け
る
実
際
的
な
心
得
と
し
て
そ
の
内

容
を
口
伝
て
に
耳
に
し
た
り
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
推

測
す
る
の
で
あ
る
。

⑶
ト
シ
は
う
な
ず
い
た
の
か

　

ト
シ
の
臨
終
に
立
ち
会
え
な
か
っ
た
賢
治
で
は
あ
っ
た
が
、
か
く
し

て
、「
臨
終
用
心
抄
」
が
「
悪
趣
に
生
る
る
事
無
し
」
と
効
果
を
保
証
す
る

「
耳
へ
唱
へ
入
る
」
唱
題
は
、
そ
の
場
で
正
し
く
行
っ
て
や
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
も
は
や
彼
は
ト
シ
の
行
く
末
に
つ
い
て
、
さ
ほ
ど
心
配
を

し
な
く
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
後
も
彼
の

考
察
は
、
延
々
と
続
い
て
い
く
。

　

こ
の
後
、
賢
治
が
執
拗
に
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
た
の
は
、
賢
治
が
耳
も
と

で
叫
ん
だ
言
葉
に
対
し
て
、
は
た
し
て
ト
シ
は
う
な
ず
い
た
の
か
ど
う
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
以
下
に
、
作
品
の
一
〇
二
行
目
か
ら
一
一
九
行

目
ま
で
を
引
用
す
る
。

万
象
同
帰
の
そ
の
い
み
じ
い
生
物
の
名
を

ち
か
ら
い
つ
ぱ
い
ち
か
ら
い
つ
ぱ
い
叫
ん
だ
と
き

あ
い
つ
は
二
へ
ん
う
な
づ
く
や
う
に
息
を
し
た

白
い
尖
つ
た
あ
ご
や
頬
が
ゆ
す
れ
て

ち
い
さ
い
と
き
よ
く
お
ど
け
た
と
き
に
し
た
や
う
な

あ
ん
な
偶
然
な
顔
つ
き
に
み
え
た

け
れ
ど
も
た
し
か
に
う
な
づ
い
た

　
　
　
｟
ヘ
ツ
ケ
ル
博
士
！

　
　
　

わ
た
く
し
が
そ
の
あ
り
が
た
い
証
明
の

　
　
　

任
に
あ
た
つ
て
も
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
｠

　

仮
睡
硅
酸
の
雲
の
な
か
か
ら

凍
ら
す
や
う
な
あ
ん
な
卑
怯
な
叫
び
声
は
…
…

　

（
宗
谷
海
峡
を
越
え
る
晩
は

　
　

わ
た
く
し
は
夜
ど
ほ
し
甲
板
に
立
ち
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あ
た
ま
は
具
へ
な
く
陰
湿
の
霧
を
か
ぶ
り

　
　

か
ら
だ
は
け
が
れ
た
ね
が
ひ
に
み
た
し

　
　

そ
し
て
わ
た
く
し
は
ほ
ん
た
う
に
挑
戦
し
や
う
）

た
し
か
に
あ
の
と
き
は
う
な
づ
い
た
の
だ

　

こ
の
一
八
行
の
間
で
、
賢
治
は
一
〇
四
行
目
で
「
あ
い
つ
は
二
へ
ん
う

な
づ
く
や
う
に
息
を
し
た
」、
一
〇
八
行
目
で
「
け
れ
ど
も
た
し
か
に
う

な
づ
い
た
」、
一
一
九
行
目
で
「
た
し
か
に
あ
の
と
き
は
う
な
づ
い
た
の

だ
」
と
、
実
に
三
度
も
「
う
な
ず
く
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

賢
治
の
記
憶
に
は
、
確
か
に
ト
シ
が
う
な
ず
い
た
と
見
え
た
動
き
が
焼
き

付
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
あ
た
か
も
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
る

よ
う
に
、
何
回
も
そ
の
情
景
を
反
芻
し
て
い
る
理
由
は
、
彼
自
身
が
そ
の

記
憶
の
真
偽
に
つ
い
て
、
不
安
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

当
然
の
こ
と
で
、
す
で
に
九
一
行
目
の
「
に
は
か
に
呼
吸
が
と
ま
り
脈
が

う
た
な
く
な
り
」
と
い
う
時
点
で
ト
シ
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
な
ら
、
そ

の
後
に
な
っ
て
う
な
ず
く
と
い
う
こ
と
は
、
科
学
的
に
は
あ
り
え
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　

理
屈
の
上
で
は
う
な
ず
く
は
ず
は
な
く
、
自
分
の
目
の
錯
覚
だ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
も
し
も
本
当
に
う
な
ず
い
た
の
な
ら
、
こ
れ
は

日
寛
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
底
心
」
の
働
き
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
賢
治
の
唱

題
が
な
お
去
り
や
ら
ぬ
ト
シ
の
魂
に
届
い
た
結
果
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
よ

う
な
奇
跡
こ
そ
が
、
ト
シ
が
天
界
に
往
生
す
る
こ
と
の
証
拠
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
賢
治
が
「
ト
シ
は
う
な
ず
い
た
の
か
」

と
い
う
問
題
に
あ
く
ま
で
も
拘
泥
す
る
の
は
、
十
分
に
尤
も
な
こ
と
で
あ

る
。

　

た
だ
、「
青
森
挽
歌
」
の
こ
の
部
分
の
描
写
を
見
て
筆
者
が
思
う
の
は
、

こ
の
時
ト
シ
が
「
う
な
ず
い
た
」
と
見
え
た
動
き
は
、
実
は
医
学
的
に
は
、

一
般
に
死
の
直
前
に
現
れ
る
「
下
顎
呼
吸
」
と
い
う
特
殊
な
呼
吸
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

下
顎
呼
吸
と
は
、
極
度
の
衰
弱
の
た
め
胸
郭
を
動
か
す
通
常
の
呼
吸
が

で
き
な
く
な
っ
た
終
末
期
に
お
い
て
、
無
意
識
の
う
ち
に
顎
を
弱
々
し
く

動
か
し
て
空
気
を
呑
み
込
む
よ
う
な
動
き
を
す
る
呼
吸
の
こ
と
で
、
多
く

の
場
合
そ
の
合
間
に
は
長
い
呼
吸
停
止
を
伴
う
。「
死
戦
期
呼
吸
」
あ
る

い
は
「
最
期
の
呼
吸
」
と
も
呼
ば
れ
、
そ
の
ま
ま
に
す
れ
ば
、
ま
も
な
く

呼
吸
停
止
お
よ
び
心
停
止
に
至
る
。
た
と
え
ば
『
医
学
書
院 

医
学
大
辞

典
』10
で
は
、「
下
顎
呼
吸
」
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

下
顎
呼
吸　

瀕
死
時
の
患
者
に
み
ら
れ
る
特
徴
的
な
下
顎
の
動
き
を

伴
う
不
規
則
な
呼
吸
。
下
顎
は
吸
気
時
に
は
下
方
へ
、
呼
気
時
に
は

ゆ
る
や
か
に
上
方
に
偏
位
し
、
こ
れ
ら
の
動
き
は
斜
角
筋
や
胸
乳
突

筋
な
ど
の
呼
吸
補
助
筋
の
収
縮
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。

　

一
〇
四
〜
一
〇
五
行
目
の
描
写
に
は
、「
あ
い
つ
は
二
へ
ん
う
な
づ
く

や
う
に
息
を
し
た
／
白
い
尖
つ
た
あ
ご
や
頬
が
ゆ
す
れ
て
」
と
あ
り
、
こ

の
時
の
ト
シ
の
「
う
な
づ
く
や
う
」
な
動
き
は
、
実
際
に
は
「
息
を
し
た
」

の
で
あ
っ
た
。
な
お
か
つ
同
時
に
「
あ
ご
や
頬
が
ゆ
す
れ
」
と
い
う
動
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き
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
下
顎
呼
吸
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
ト
シ
は
、
最
期
の
呼
吸
を
し
つ
つ
か
ろ

う
じ
て
生
き
て
い
た
と
考
え
る
の
が
、
医
学
的
に
は
妥
当
な
解
釈
と
思
わ

れ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
そ
れ
よ
り
前
の
九
一
行
目
「
に
は
か
に
呼
吸
が
と
ま
り

脈
が
う
た
な
く
な
り
」
と
い
う
段
階
で
は
、
ト
シ
の
命
は
ま
だ
絶
え
て
い

な
か
っ
た
は
ず
で
、
実
際
に
は
呼
吸
も
脈
も
完
全
に
は
止
ま
っ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
般
に
、
こ
の
よ
う
な
臨
終
直
前
に
お
い
て
は
、
呼

吸
は
非
常
に
弱
く
数
も
少
な
く
な
り
、
血
圧
も
低
下
し
て
手
首
な
ど
で
は

脈
拍
を
触
れ
に
く
く
な
る
の
で
、
聴
診
器
等
を
使
わ
ず
に
一
般
人
が
見
る

か
ぎ
り
で
は
、
呼
吸
も
脈
も
消
失
し
た
と
思
っ
た
と
し
て
も
、
無
理
も
な

い
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ト
シ
が
「
う
な
ず
い
た
」
よ
う
に
見
え
た
の
は
、
そ

の
生
の
最
期
の
徴
で
あ
る
下
顎
呼
吸
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
筆
者
は

考
え
る
が
、
し
か
し
当
時
の
賢
治
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
知
る

由
も
な
か
っ
た
。
す
で
に
少
し
前
に
、
ト
シ
の
呼
吸
と
脈
が
停
止
し
た
＝

死
ん
だ
と
判
断
し
た
こ
と
と
、
そ
の
後
に
「
う
な
ず
い
た
」
と
見
え
た
こ

と
を
、
い
っ
た
い
ど
う
す
れ
ば
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
の
か
。
こ
れ
が
賢

治
の
考
察
の
、
次
の
課
題
と
な
っ
た
。

⑷
考
察
の
核
心
部

―
死
後
の
残
存
意
識
と
異
空
間
の
通
信

　
「
青
森
挽
歌
」
と
い
う
長
大
な
詩
全
体
の
構
造
を
俯
瞰
す
る
と
、
こ
の

「
ト
シ
は
う
な
ず
い
た
の
か
否
か
」
と
い
う
問
題
が
、
賢
治
が
こ
の
作
品

に
お
い
て
行
お
う
と
し
た
「
考
察
」
の
、
最
大
の
論
点
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
箇
所
こ
そ
が
、
作
品
に
お
け
る
考
察

の
核
心
部
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
順
を
追
っ
て
そ
の
論
旨
の
流
れ
を
見
て

み
た
い
。

　

ま
ず
、
実
質
的
に
そ
の
「
考
察
」
が
開
始
さ
れ
る
の
は
、
八
六
行
目
の

｟
耳
ご
う
ど
鳴
つ
て
さ
つ
ぱ
り
聞
け
な
ぐ
な
つ
た
ん
ち
や
い
｠
か
ら
で
あ

る
が
、
こ
の
ト
シ
の
言
葉
は
、
自
ら
の
聴
覚
喪
失
を
告
げ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
聴
覚
の
有
無
は
、
賢
治
の
唱
題
が
ト
シ
に
聞
こ
え
た
の
か
、
そ
れ
に

応
え
て
彼
女
が
う
な
ず
い
た
か
否
か
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
重
要
な
要

素
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
彼
が
こ
の
問
題
を
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
も
、

当
然
と
言
え
る
。
さ
ら
に
賢
治
は
、
二
重
括
弧
内
の
本
人
の
陳
述
に
続
け

て
、「
さ
う
甘
へ
る
や
う
に
言
つ
て
か
ら
／
た
し
か
に
あ
い
つ
は
じ
ぶ
ん

の
ま
は
り
の
／
眼
に
は
は
つ
き
り
み
え
て
ゐ
る
／
な
つ
か
し
い
ひ
と
た
ち

の
声
を
き
か
な
か
つ
た
」
と
記
し
、
聴
覚
喪
失
は
客
観
的
に
も
事
実
と
考

え
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
、
確
認
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
お
そ
ら
く
暫
時
の
間
が
あ
っ
て
、
次
に
ト
シ
の
も
と
へ
急
い
で

駆
け
つ
け
た
賢
治
は
、
呼
吸
お
よ
び
脈
の
停
止
と
、
視
覚
喪
失
を
認
め
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
お
そ
ら
く
賢
治
は
ト

シ
は
死
ん
だ
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
の
そ
の
認
識
は
、
こ
れ
に
続

く
記
述
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
九
六
〜
九
八
行
目
に
は
、

「
そ
れ
か
ら
あ
と
で
あ
い
つ
は
な
に
を
感
じ
た
ら
う
／
そ
れ
は
ま
だ
お
れ

た
ち
の
世
界
の
幻
視
を
み
／
お
れ
た
ち
の
せ
か
い
の
幻
聴
を
き
い
た
ら

う
」
と
い
う
推
測
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
幻
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視
」「
幻
聴
」
と
い
う
言
葉
が
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
般
に
辞
書
的
に
は
、「
幻
視
」「
幻
聴
」
と
は
「
実
在
し
な
い
も
の
が

見
え
た
り
聞
こ
え
た
り
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、「
お
れ
た
ち
の

世
界
」
は
実
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
ト
シ
が
生
き
て
い
よ
う

が
死
ん
で
い
よ
う
が
、
彼
女
が
こ
の
世
界
に
つ
い
て
見
た
り
聞
い
た
り
す

る
こ
と
を
称
し
て
「
幻
視
」「
幻
聴
」
と
呼
ぶ
の
は
、
語
の
本
来
の
意
味
か

ら
は
不
適
切
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
賢
治
の
用
語
法
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る

が
、
こ
こ
に
お
け
る
「
幻
視
」「
幻
聴
」
と
い
う
言
葉
は
、
彼
独
特
の
体
感

的
な
意
味
づ
け
に
基
づ
い
て
使
わ
れ
て
い
る
と
、
筆
者
は
考
え
る
。
生
前

の
賢
治
は
、
し
ば
し
ば
幻
視
や
幻
聴
を
体
験
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
「
小

岩
井
農
場
」
パ
ー
ト
九
で
は
「
天
界
」
の
童
子
の
姿
を
見
、
同
僚
教
師
の

白
藤
慈
秀
11
に
は
「
餓
鬼
界
」
の
存
在
の
声
を
聴
い
た
体
験
を
語
っ
て
い

る
。
賢
治
自
身
は
、
こ
の
よ
う
な
幻
視
幻
聴
体
験
を
、「
実
在
し
な
い
も

の
の
知
覚
」
と
は
考
え
ず
、「（
こ
の
世
界
に
は
実
在
し
な
い
が
）
別
の
異

空
間
に
あ
る
存
在
が
見
え
た
り
聞
こ
え
た
り
し
て
い
る
」
と
解
釈
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。「
思
索
メ
モ
１
」12
等
に
よ
れ
ば
、
彼
は
こ
の
よ
う
な

自
ら
の
体
験
が
、
異
空
間
の
実
在
の
証
拠
と
な
り
う
る
と
さ
え
考
え
て
い

た
節
が
あ
る
。

　
「
幻
視
」「
幻
聴
」
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
賢
治
独
自
の
解
釈
、
す
な
わ

ち
そ
れ
ら
は
「
異
空
間
」
か
ら
の
一
種
の
「
通
信
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
づ

け
を
、
作
品
の
こ
の
箇
所
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
ト
シ
が
こ
の
時
「
お

れ
た
ち
の
世
界
の
幻
視
を
み
／
お
れ
た
ち
の
せ
か
い
の
幻
聴
を
き
い
た
」

と
す
れ
ば
、「
お
れ
た
ち
」
と
「
ト
シ
」
は
、
す
で
に
互
い
に
異
空
間
に
属

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
表
現
は
、
こ
の
時
点
で

賢
治
は
ト
シ
が
死
ん
だ
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
や
は
り
前
述
の
よ
う
に
彼
は
、
九
一
行
目
の
「
に
は
か
に
呼
吸
が
と

ま
り
脈
が
う
た
な
く
な
り
」
と
い
う
時
点
を
、
妹
の
臨
終
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ト
シ

が
「
お
れ
た
ち
の
世
界
」
の
事
柄
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
の
が
「
幻
視
」

「
幻
聴
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
う
通
常
の
「
視
覚
」「
聴
覚
」
の
有
無

と
は
、
別
の
次
元
の
事
柄
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
、｟
耳
ご
う
ど
鳴

つ
て
さ
つ
ぱ
り
聞
け
な
ぐ
な
つ
た
ん
ち
や
い
｠
の
時
点
で
、
現
世
に
お
け

る
ト
シ
の
聴
覚
が
失
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
賢
治
の

唱
題
が
彼
女
に
聞
こ
え
な
い
と
考
え
る
必
要
は
、
全
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
直
後
の
一
〇
三
行
目
で
、
賢
治
は
ト
シ
の
耳
も

と
で
「
ち
か
ら
い
つ
ぱ
い
ち
か
ら
い
つ
ぱ
い
」
叫
び
、
そ
れ
に
対
す
る
ト

シ
の
反
応
を
見
守
る
。
ま
ず
一
〇
四
行
目
で
「
あ
い
つ
は
二
へ
ん
う
な
づ

く
や
う
に
息
を
し
た
」
と
確
認
し
、
次
い
で
一
〇
八
行
目
で
は
「
け
れ
ど

も
た
し
か
に
う
な
づ
い
た
」
と
捉
え
直
し
た
。

　

す
る
と
突
然
一
〇
九
行
目
か
ら
、｟
ヘ
ツ
ケ
ル
博
士
！
／
わ
た
く
し
が

そ
の
あ
り
が
た
い
証
明
の
／
任
に
あ
た
つ
て
も
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
｠

と
の
言
葉
が
現
れ
る
。
こ
こ
か
ら
一
一
八
行
目
ま
で
の
、
や
や
唐
突
な
挿

入
部
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
次
項
で
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
が
、

こ
の
部
分
に
続
く
一
一
九
行
目
で
も
う
一
度
「
た
し
か
に
あ
の
と
き
は
う

な
づ
い
た
の
だ
」
と
い
う
確
認
が
な
さ
れ
、
ト
シ
の
う
な
ず
き
へ
の
賢
治
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の
固
執
は
、
よ
う
や
く
一
段
落
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
次
に
賢
治
が
考
え
を
向
け
る
の
は
、
ト
シ
の
体
に
死
後
も
意

識
や
感
官
が
残
存
し
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
以
下
は
、

一
二
〇
行
目
か
ら
一
三
九
行
目
で
あ
る
。

そ
し
て
あ
ん
な
に
つ
ぎ
の
あ
さ
ま
で

胸
が
ほ
と
つ
て
ゐ
た
く
ら
ゐ
だ
か
ら

わ
た
く
し
た
ち
が
死
ん
だ
と
い
つ
て
泣
い
た
あ
と

と
し
子
は
ま
だ
ま
だ
こ
の
世
か
い
の
か
ら
だ
を
感
じ

ね
つ
や
い
た
み
を
は
な
れ
た
ほ
の
か
な
ね
む
り
の
な
か
で

こ
こ
で
み
る
や
う
な
ゆ
め
を
み
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い

そ
し
て
わ
た
く
し
は
そ
れ
ら
の
し
づ
か
な
夢
幻
が

つ
ぎ
の
せ
か
い
へ
つ
ゞ
く
た
め

明
る
い
い
ゝ
匂
の
す
る
も
の
だ
つ
た
こ
と
を

ど
ん
な
に
ね
が
ふ
か
わ
か
ら
な
い

ほ
ん
た
う
に
そ
の
夢
の
中
の
ひ
と
く
さ
り
は

　

か
ん
護
と
か
な
し
み
と
に
つ
か
れ
て
睡
つ
て
ゐ
た

お
し
げ
子
た
ち
の
あ
け
が
た
の
な
か
に

ぼ
ん
や
り
と
し
て
は
い
つ
て
き
た

｟
黄
い
ろ
な
花
こ　

お
ら
も
と
る
べ
が
な
｠

た
し
か
に
と
し
子
は
あ
の
あ
け
が
た
は

ま
だ
こ
の
世
か
い
の
ゆ
め
の
な
か
に
ゐ
て

落
葉
の
風
に
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
た

野
は
ら
を
ひ
と
り
あ
る
き
な
が
ら

ほ
か
の
ひ
と
の
こ
と
の
や
う
に
つ
ぶ
や
い
て
ゐ
た
の
だ

　

こ
の
部
分
で
は
、
ト
シ
が
死
後
も
し
ば
ら
く
の
間
、「
こ
の
世
か
い
の

か
ら
だ
を
感
じ
」、「
こ
こ
で
み
る
や
う
な
ゆ
め
を
み
て
ゐ
た
か
も
し
れ

な
い
」
と
い
う
、
賢
治
の
願
望
も
込
め
た
想
像
が
綴
ら
れ
る
。
そ
し
て

一
二
六
〜
一
二
九
行
目
の
「
そ
れ
ら
の
し
づ
か
な
夢
幻
が
／
つ
ぎ
の
せ
か

い
へ
つ
ゞ
く
た
め
／
明
る
い
い
ゝ
匂
の
す
る
も
の
だ
つ
た
こ
と
を
／
ど
ん

な
に
ね
が
ふ
か
わ
か
ら
な
い
」
に
お
い
て
、
彼
は
そ
の
状
態
が
ト
シ
の
天

界
へ
の
転
生
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
祈
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
続
い
て
一
三
〇
行
目
か
ら
は
、
次
妹
シ
ゲ
が
ト
シ
臨
終
の
晩
に

見
た
夢
に
ト
シ
が
現
れ
、｟
黄
い
ろ
な
花
こ　

お
ら
も
と
る
べ
が
な
｠
と

呟
い
た
と
い
う
逸
話
が
明
か
さ
れ
る
。
賢
治
は
こ
れ
を
、
死
後
の
ト
シ
が

見
た
「
夢
の
中
の
ひ
と
く
さ
り
」
が
、
シ
ゲ
の
夢
に
入
っ
て
き
た
の
で
は

な
い
か
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
解
釈
は
当
時
の
賢
治
に
と
っ
て
、
お
そ

ら
く
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
「
異
空
間
」
に

属
す
る
ト
シ
の
見
る
夢
が
、
こ
の
世
界
に
伝
わ
っ
て
来
る
こ
と
が
可
能
な

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
逆
方
向
も
あ
り
う
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
お
れ
た
ち
の
世
界
」
の
事
柄
を
、
死
ん
だ
ト
シ
が
幻
視
幻
聴
と
し

て
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、
何
よ
り
も
ト
シ
の
耳
も
と
で
賢
治
が
叫

ん
だ
唱
題
が
、
彼
女
に
届
く
と
い
う
こ
と
も
、
当
然
あ
っ
て
よ
い
こ
と
に

な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
意
識
が
死
後
も
体
内
に
残
存
し
て
い
る
の
で
は
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な
い
か
と
す
る
賢
治
の
想
定
は
、
日
寛
が
「
臨
終
用
心
抄
」
で
、「
死
て
も

底
心
あ
り
或
は
魂
去
り
や
ら
ず
」
と
説
い
て
い
る
こ
と
と
、
本
質
的
に
一

致
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
形
で
、
死
後
の
残
存
意
識
と
こ
の
世

と
の
間
の
「
通
信
」
が
あ
り
う
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
倶
舎
論
な
ど
元
来

の
仏
教
教
理
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、「
臨
終
用
心
抄
」
の

日
寛
と
当
時
の
賢
治
の
両
者
が
そ
う
同
じ
く
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

や
は
り
賢
治
が
何
ら
か
の
形
で
前
者
の
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
を
、

示
唆
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
先
の
引
用
部
の
本
文
一
三
九
行
目
を
も
っ
て
、
ト
シ
の
行
方
に

関
す
る
賢
治
の
考
察
の
核
心
的
な
部
分
は
終
了
し
、
続
い
て
賢
治
は
ト
シ

の
転
生
先
に
関
す
る
自
由
な
空
想
に
移
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
先
ほ
ど

後
回
し
に
し
た
、「
ヘ
ッ
ケ
ル
博
士
！
」
に
始
ま
る
挿
入
部
に
関
す
る
考

察
に
戻
る
。

⑸
ヘ
ッ
ケ
ル
の
一
元
論
が
つ
な
ぐ
も
の

　

一
〇
九
行
目
か
ら
唐
突
に
現
れ
る
、｟
ヘ
ツ
ケ
ル
博
士
！
／
わ
た
く
し

が
そ
の
あ
り
が
た
い
証
明
の
／
任
に
あ
た
つ
て
も
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま

す
｠
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
前
後
の
部
分
と
の
意
味
連
関
が
捉
え
に
く
く
、

こ
れ
ま
で
も
様
々
な
研
究
者
が
、
そ
の
解
釈
を
試
み
て
き
た
。

　

こ
こ
に
登
場
す
る
ヘ
ッ
ケ
ル
と
い
う
人
物
に
関
し
て
は
、
賢
治
の
蔵
書

目
録
13
の
中
に
、E

rn
st H

aeck
el

著“D
ie Leb

en
sw

u
n
d
er ”

が
あ
る

こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
生
物
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヘ
ッ
ケ
ル
（
一
八
三
四

〜
一
九
一
九
）
と
考
え
る
こ
と
で
、
諸
家
の
説
は
一
致
し
て
い
る
。
ヘ
ッ

ケ
ル
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
の
熱
烈
な
支
持
者
と
し
て
、
そ
の
ド
イ

ツ
へ
の
普
及
を
先
導
す
る
と
と
も
に
、
全
て
の
生
物
を
系
統
発
生
に
お
け

る
連
続
体
と
し
て
把
握
す
る
進
化
論
の
発
想
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、
生
物

と
無
生
物
、
あ
る
い
は
物
質
と
観
念
と
い
う
二
項
対
立
を
も
大
胆
に
止
揚

す
る
、
独
自
の
「
一
元
論
」
を
提
唱
し
て
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
思
想
界
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
彼
が
創
設
し
た
「
ド
イ
ツ
一
元
論
者
同
盟
」
は
、

二
〇
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
の
著
名
な
知
識
人
の
多
く
を
組
織
し
、
一
時
は

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
抗
す
る
一
大
勢
力
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
14
。

こ
の
よ
う
に
、
生
物
学
に
と
ど
ま
ら
ず
自
然
科
学
全
般
か
ら
哲
学
に
至
る

ま
で
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
思
想
や
活
動
は
非
常
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
た

め
、
賢
治
が
｟
ヘ
ツ
ケ
ル
博
士
！
／
わ
た
く
し
が
そ
の
あ
り
が
た
い
証
明

の
…
｠
と
記
し
て
い
る
の
が
、
は
た
し
て
彼
の
理
論
の
う
ち
で
ど
の
よ
う

な
部
分
を
指
し
て
い
る
の
か
、
賢
治
研
究
者
の
間
で
も
解
釈
が
様
々
に
分

か
れ
て
き
た
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
初
め
て
本
格
的
に
考
察
を
行
っ
た
小
野
隆
祥
15
は
、

ヘ
ッ
ケ
ル
や
そ
の
盟
友
の
化
学
者
オ
ス
ト
ワ
ル
ド
ら
が
唱
え
た
「
エ
ネ
ル

ゲ
テ
ィ
ー
ク
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
）」
は
、
倶
舎
論
に
お
け
る
因
縁
論
に
符
合

し
、
輪
廻
転
生
と
は
自
然
科
学
的
に
は
一
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
変
換
で
あ
る

と
賢
治
が
考
え
て
い
た
と
し
て
、
こ
の
箇
所
が
意
味
す
る
の
は
、
ヘ
ッ
ケ

ル
の
理
論
の
証
明
が
ト
シ
の
輪
廻
転
生
を
保
証
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
考

え
た
。

　

大
塚
常
樹
16
は
、
こ
の
ヘ
ッ
ケ
ル
博
士
へ
の
呼
び
か
け
は
、
霊
魂
不
滅

説
を
認
め
な
い
ヘ
ッ
ケ
ル
に
対
し
て
、
ト
シ
の
霊
魂
が
不
滅
で
あ
る
こ
と
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を
証
明
し
て
み
せ
よ
う
と
、《
魔
性
の
声
》
が
叫
ん
だ
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

一
方
、
鈴
木
健
司
17
は
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
生
命
的
物
質
観
が
賢
治
に
と
っ

て
近
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ヘ
ッ
ケ
ル
博
士
と
い
う
存
在
は
こ
こ

で
賢
治
の
誇
大
化
さ
れ
た
分
身
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
現
れ
る
ヘ
ッ
ケ

ル
へ
の
呼
び
か
け
は
、
賢
治
の
心
の
内
の
《
魔
》
が
彼
自
身
の
分
身
に
向

か
っ
て
、
ト
シ
の
天
界
往
生
の
証
明
を
し
よ
う
と
叫
ん
だ
の
だ
と
考
え
て

い
る
。

　

最
近
で
は
、
廣
瀬
正
明
18
が
、
ヘ
ッ
ケ
ル
が
著
書
『
生
命
の
不
可
思
議
』

に
お
い
て
、「
霊
魂
不
滅
を
肯
定
す
る
科
学
的
な
証
明
は
な
い
」
と
書
い

て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
賢
治
が
ト
シ
の
遺
体
に
宿
る
霊
魂
と
の
通
信
を

通
じ
て
そ
の
存
在
を
「
証
明
」
し
よ
う
と
、
そ
の
内
面
の
声
が
叫
ん
だ
も

の
と
考
え
て
い
る
。

　

い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
立
場
か
ら
の
周
到
な
考
察
で
あ
り
、

各
々
の
主
張
は
内
的
に
一
貫
し
て
い
る
た
め
、
論
理
的
に
は
ど
の
論
が
正

し
く
ど
の
論
が
間
違
い
で
あ
る
と
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で

筆
者
と
し
て
は
、
賢
治
の
論
旨
を
ま
ず
は
素
朴
に
た
ど
り
直
す
こ
と
か
ら

始
め
て
、
こ
の
箇
所
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
に
先
立
つ
一
〇
三
行
目
に
お
い
て
、

賢
治
は
ト
シ
の
耳
も
と
で
「
ち
か
ら
い
つ
ぱ
い
ち
か
ら
い
つ
ぱ
い
」
叫
び
、

そ
れ
に
対
す
る
ト
シ
の
反
応
を
、
注
意
深
く
観
察
す
る
。
続
く
一
〇
四
行

目
で
、「
あ
い
つ
は
二
へ
ん
う
な
づ
く
や
う
に
息
を
し
た
」
と
ま
ず
確
認
し
、

次
い
で
一
〇
八
行
目
で
は
、「
け
れ
ど
も
た
し
か
に
う
な
づ
い
た
」
と
記
し
、

ト
シ
の
動
き
の
本
質
は
「
息
を
し
た
」
の
で
は
な
く
、
実
は
「
う
な
づ
い

た
」
の
だ
と
、
捉
え
直
す
。
ト
シ
が
確
か
に
う
な
ず
い
た
の
だ
と
信
じ
よ

う
と
す
る
賢
治
の
思
い
は
、
頂
点
に
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
こ
で
、
問
題
の
｟
ヘ
ツ
ケ
ル
博
士
！
／
わ
た
く
し

が
そ
の
あ
り
が
た
い
証
明
の
／
任
に
あ
た
つ
て
も
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま

す
｠
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
続
く
一
一
二
〜
一
一
三
行
目
の
、「
仮
睡
硅
酸
の
雲
の
な
か
か

ら
／
凍
ら
す
や
う
な
あ
ん
な
卑
怯
な
叫
び
声
は
…
…
」
は
、
二
重
括
弧
内

の
ヘ
ッ
ケ
ル
へ
の
呼
び
か
け
に
対
す
る
、
賢
治
の
顕
在
意
識
の
反
応
で
あ

り
、
さ
ら
に
続
く
一
一
四
〜
一
一
八
行
目
（
宗
谷
海
峡
を
越
え
る
晩
は
／

わ
た
く
し
は
夜
ど
ほ
し
甲
板
に
立
ち
／
あ
た
ま
は
具
へ
な
く
陰
湿
の
霧
を

か
ぶ
り
／
か
ら
だ
は
け
が
れ
た
ね
が
ひ
に
み
た
し
／
そ
し
て
わ
た
く
し
は

ほ
ん
た
う
に
挑
戦
し
や
う
）
の
部
分
は
、
こ
れ
ら
の
掛
け
合
い
に
触
発
さ

れ
引
き
出
さ
れ
た
、
賢
治
の
意
識
の
奥
に
お
け
る
内
言
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
も
、
突
然
響
い
た
ヘ
ッ
ケ
ル
へ
の
呼
び
か
け
が
引
き
起
こ
し
た
、

賢
治
の
心
中
の
波
紋
と
言
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
一
連
の
挿
話
が
終
わ
っ
た
一
一
九
行
目
で
、
賢
治
は
三

た
び
「
た
し
か
に
あ
の
と
き
は
う
な
づ
い
た
の
だ
」
と
念
を
押
し
、
こ
れ

で
よ
う
や
く
ト
シ
の
「
う
な
ず
き
」
の
確
認
作
業
は
終
わ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
一
連
の
文
脈
、
す
な
わ
ち
ト
シ
の
う
な
ず
き
を
二
度
回
想

し
、
彼
女
の
応
答
を
信
じ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
高
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
突

如
ヘ
ッ
ケ
ル
が
現
れ
、
我
に
返
る
と
ま
た
う
な
ず
き
を
確
認
す
る
と
い
う

流
れ
を
見
れ
ば
、
こ
こ
で
ヘ
ッ
ケ
ル
が
担
わ
さ
れ
て
い
る
役
割
も
ま
た
、

や
は
り
「
ト
シ
は
う
な
ず
い
た
の
か
」
と
い
う
問
題
の
ど
真
ん
中
に
関
わ
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る
も
の
と
考
え
る
の
が
、
最
も
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヘ
ッ
ケ
ル
が
提

唱
し
た
「
一
元
論
」
と
い
う
も
の
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
当
時
の
賢
治

が
悩
み
抜
い
て
い
た
こ
の
問
題
に
、
密
接
に
関
わ
っ
て
く
る
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
は
、
バ
ク
テ
リ
ア
の
よ
う
に
原
始
的
な
存
在
か

ら
昆
虫
や
人
間
の
よ
う
に
複
雑
な
動
物
ま
で
、
全
て
の
生
物
が
進
化
と
い

う
自
然
の
変
移
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
論
証
し
た
が
、
し
か

し
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
は
、
そ
の
進
化
の
出
発
点
に
あ
る
最
初
の
生
物
が
ど

の
よ
う
に
誕
生
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
不
問
に
し
て
い
た
。
こ
れ
に

対
し
て
ヘ
ッ
ケ
ル
は
、
無
生
物
か
ら
生
物
が
「
進
化
」
す
る
過
程
の
ミ
ッ

シ
ン
グ
リ
ン
ク
を
埋
め
る
べ
く
、
構
造
を
持
た
な
い
原
形
質
だ
け
の
塊
と

し
て
自
ら
を
維
持
す
る
、「
モ
ネ
ラ
」
と
い
う
存
在
を
仮
定
し
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
無
生
物
と
生
物
は
、
本
質
的
に
異
な
る
存
在
で
は
な
く
、
進
化

に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
た
連
続
体
と
し
て
、
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る

の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
ヘ
ッ
ケ
ル
は
、
そ
れ
ま
で
は
人
間
の
専
有
物
と
考
え
ら
れ
て
き

た
精
神
活
動
ま
で
も
、
全
て
の
生
物
に
、
そ
し
て
大
胆
に
も
全
て
の
物
質

に
ま
で
も
備
わ
っ
た
属
性
で
あ
る
と
唱
え
、
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
立
場

を
、
従
来
の
観
念
論
と
唯
物
論
の
対
立
を
乗
り
越
え
る
「
一
元
論
」
と
称

し
た
。
ヘ
ッ
ケ
ル
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
精
神
活
動
を
構
成
し
て
い
る
の
は

「
感
覚
」
と
「
運
動
」
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
作
用
は
動
物
の
み
な
ら
ず
植

物
に
も
あ
る
上
に
、
原
子
や
分
子
の
間
に
働
く
引
力
や
斥
力
も
、
そ
の
原

始
的
な
形
態
と
見
な
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
賢
治
も
原
書

で
所
蔵
し
て
い
た
『
生
命
の
不
可
思
議
』（
原
著
は
一
九
〇
四
年
刊
、
邦
訳

は
一
九
一
四
年
刊
）
の
「
第
十
三
章 

感
覚
」
に
お
い
て
、
ヘ
ッ
ケ
ル
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
19
。

　

吾
人
の
一
元
的
宇
宙
観
（
人
之
を
以
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
説
又
は
唯
物

論
或
は
更
に
正
当
に
万
物
有
生
論
と
称
す
る
に
も
せ
よ
）
は
総
て
の

物
質
は
『
心
霊
』
を
所
有
す
と
看
做
す
、
換
言
す
れ
ば
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
附
与
せ
ら
れ
た
り
と
考
ふ
。
有
機
体
を
分
析
す
る
時
、
無
機
自
然

物
体
に
発
見
せ
ら
れ
ざ
る
原
素
を
見
る
こ
と
な
し
。
吾
人
は
有
機
体

の
運
動
は
、
無
機
体
と
同
じ
く
重
学
の
法
則
に
従
ふ
を
見
る
、
又
、

吾
人
は
生
活
物
質
に
於
け
る
力
の
変
化
、
即
ち
エ
ネ
ル
ギ
ー
代
謝
は
、

無
機
物
に
於
け
る
と
同
様
に
生
じ
且
同
じ
刺
激
に
依
り
て
惹
起
せ
ら

る
ゝ
を
信
ず
。
以
上
の
経
験
よ
り
し
て
、
吾
人
は『
刺
激
の
知
覚
』（
客

観
的
意
味
に
於
け
る
感
覚
、
及
び
主
観
的
意
味
に
於
け
る
感
情
）
も

一
般
に
両
者
に
存
在
す
る
と
結
論
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
総
て
の
自
然

物
体
は
、
或
意
味
に
於
て
悉
く
『
感
覚
を
有
す
』。
一
元
論
が
『
死
せ

る
』
物
の
一
部
を
無
感
覚
と
認
む
る
唯
物
論
的
解
釈
と
相
異
す
る
点

は
、
物
質
に
対
す
る
此
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
説
的
理
解
に
存
す
。
吾
人
は

こ
の
点
に
於
て
首
尾
貫
徹
せ
る
唯
物
論
又
は
実
在
論
と
首
尾
貫
徹
せ

る
唯
霊
論
又
は
唯
心
論
と
を
聯
絡
せ
し
む
る
最
上
の
手
段
を
有
す
。

　

す
な
わ
ち
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
提
唱
す
る
「
一
元
論
」
に
立
て
ば
、「
死
せ
る

物
」
も
、
生
物
と
程
度
こ
そ
違
え
ど
「
感
覚
を
有
す
」
の
で
あ
る
。
ヘ
ッ
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ケ
ル
が
自
ら
の
立
場
を
「
万
物
有
生
論
」
す
な
わ
ち
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
も
規

定
し
て
い
る
よ
う
に
、
生
物
無
生
物
を
問
わ
ず
全
て
の
存
在
が
生
き
生
き

活
動
す
る
と
い
う
そ
の
世
界
観
は
、
賢
治
に
と
っ
て
も
生
理
的
に
親
近
感

を
覚
え
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

そ
し
て
何
よ
り
、
ヘ
ッ
ケ
ル
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
総
て
の

物
質
は
心
霊
を
所
有
す
」「
総
て
の
自
然
物
体
は
或
意
味
に
於
て
悉
く
感

覚
を
有
す
」
の
で
あ
れ
ば
、
つ
い
さ
っ
き
ま
で
生
き
て
い
た
ト
シ
が
息
絶

え
た
後
に
も
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
「
感
覚
」
が
残
り
、「
心
霊
」
が
宿
っ
て

い
た
と
し
て
も
、
お
か
し
く
な
い
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
こ
こ
か
ら
帰
結

す
る
死
生
観
に
は
、
あ
る
意
味
で
「
臨
終
用
心
抄
」
に
さ
え
通
ず
る
も
の

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ヘ
ッ
ケ
ル
の
説
は
、
賢
治
の
声
に
応
え
て
ト

シ
が
う
な
ず
い
た
と
い
う
可
能
性
を
、
自
然
科
学
的
な
立
場
か
ら
支
持
し

て
く
れ
る
も
の
と
、
賢
治
に
は
思
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

筆
者
と
し
て
は
、
こ
れ
こ
そ
が
｟
ヘ
ツ
ケ
ル
博
士
！
／
わ
た
く
し
が
そ

の
あ
り
が
た
い
証
明
の
／
任
に
あ
た
つ
て
も
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
｠
と

い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
意
味
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
も
し
も
賢
治
が
ト

シ
と
の
「
通
信
」
等
に
よ
っ
て
、
臨
終
直
後
の
賢
治
の
声
が
実
際
に
ト
シ

に
届
い
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
な
ら
ば
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
ヘ
ッ

ケ
ル
の
説
を
「
証
明
」
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
二
重
括
弧
内
の
言
葉

自
体
は
、
賢
治
の
意
識
下
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、「
ト

シ
が
う
な
ず
い
た
」
と
い
う
こ
と
を
何
と
し
て
も
信
じ
た
い
と
い
う
彼
の

気
持
ち
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
高
ま
り
が
、
こ
の
よ
う
な
一
種
の
幻
聴
を

生
ん
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ち
な
み
に
、
ヘ
ッ
ケ
ル
が
生
物
と
無
生
物
の
中
間
的
存
在
に
対
し
て
与

え
た
「
モ
ネ
ラ
」
と
い
う
名
称
が
、
賢
治
の
創
作
メ
モ
20
の
中
に
登
場
す

る
こ
と
か
ら
、
賢
治
が
実
際
に
こ
の
よ
う
な
ヘ
ッ
ケ
ル
の
一
元
論
的
思
考

に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
も
し
も
感
覚
お
よ
び
心
霊

が
「
生
け
る
者
」
に
も
「
死
せ
る
物
」
に
も
分
か
ち
持
た
れ
て
い
る
と
す
れ

ば
、
モ
ネ
ラ
が
生
物
と
無
生
物
と
を
つ
な
ぐ
よ
う
に
、
一
元
論
は
あ
の
日

の
賢
治
と
ト
シ
を
も
、
つ
な
い
で
く
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

⑹
考
察
の
到
達
点
と
原
理
的
問
題

　

以
上
が
、「
青
森
挽
歌
」
に
お
け
る
賢
治
の
考
察
の
大
要
で
あ
る
。
ト

シ
の
臨
終
の
瞬
間
に
遅
参
し
た
（
と
思
っ
た
）
賢
治
だ
っ
た
が
、「
臨
終
用

心
抄
」
が
「
悪
趣
に
生
る
る
事
無
し
」
と
保
証
し
て
く
れ
て
い
る
唱
題
を

耳
も
と
で
力
一
杯
行
い
、
ト
シ
も
そ
れ
に
応
え
て
う
な
ず
い
た
と
見
え
た
。

そ
の
よ
う
な
死
後
の
反
応
が
科
学
的
に
あ
り
う
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
は
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
学
説
が
支
持
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
こ

ま
で
来
れ
ば
、
さ
す
が
に
も
う
賢
治
も
妹
の
行
方
に
つ
い
て
思
い
悩
む
こ

と
を
や
め
て
、
そ
の
次
生
の
安
寧
を
信
じ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思

え
る
が
、
し
か
し
ま
だ
賢
治
の
迷
い
は
続
く
の
で
あ
る
。

　

次
の
本
文
一
四
〇
〜
一
四
八
行
目
で
賢
治
は
、
ト
シ
が
鳥
と
し
て
畜
生

界
に
転
生
し
た
可
能
性
を
考
え
、
一
五
〇
〜
一
七
七
行
目
で
は
天
界
に
転

生
し
た
様
子
を
思
い
、
一
七
八
〜
一
九
一
行
目
で
は
地
獄
界
に
落
ち
た
姿

を
想
像
す
る
。
こ
の
う
ち
、
畜
生
界
へ
の
転
生
に
関
し
て
は
、
一
四
九
行

目
で
「
わ
た
く
し
は
ど
う
し
て
も
さ
う
思
は
な
い
」
と
し
て
す
ぐ
否
定
し
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て
い
る
が
、
後
の
二
つ
に
つ
い
て
は
否
定
せ
ず
に
想
像
に
任
せ
た
ま
ま
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
賢
治
は
こ
こ
ま
で
見
た
よ
う
な
周
到
で
希
望
的
な
考

察
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
シ
が
地
獄
に
転
生
し
た
可
能
性
を
、
ま
だ
棄
て

き
れ
ず
に
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
九
行
目
か
ら
は
「
な
ん
べ
ん
こ
れ
を
か
ん
が
へ
た
こ
と

か
／
む
か
し
か
ら
の
多
数
の
実
験
か
ら
／
倶
舎
が
さ
つ
き
の
や
う
に
云
ふ

の
だ
／
二
度
と
こ
れ
を
く
り
返
し
て
は
い
け
な
い
」
と
自
戒
し
、
ト
シ
の

行
方
に
つ
い
て
も
う
思
い
悩
む
こ
と
は
や
め
よ
う
と
試
み
、
車
窓
の
景
色

に
目
を
転
ず
る
が
、
二
二
三
行
目
で
は
｟
お
い
お
い
、
あ
の
顔
い
ろ
は
少

し
青
か
つ
た
よ
｠
と
い
う
言
葉
、
二
三
五
〜
二
三
八
行
目
で
は
｟
も
ひ
と

つ
き
か
せ
て
あ
げ
や
う
／
ね　

じ
つ
さ
い
ね
／
あ
の
と
き
の
眼
は
白
か
つ

た
よ
／
す
ぐ
瞑
り
か
ね
て
ゐ
た
よ
｠
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
ま
た
ト
シ

の
行
方
に
関
す
る
苦
悩
に
引
き
戻
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
言
葉
は
二
重
括
弧
に
囲
ま
れ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
作
者
の

意
識
下
か
ら
の
幻
聴
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
幻
聴
が
出
現
す
る
こ

と
自
体
、
ま
だ
賢
治
が
ト
シ
の
天
界
往
生
を
信
じ
ら
れ
ず
地
獄
へ
の
転
生

の
可
能
性
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。

　

ま
た
二
二
八
〜
二
三
一
行
目
に
は
、「
あ
い
つ
は
ど
こ
へ
堕
ち
や
う
と

／
も
う
無
上
道
に
属
し
て
ゐ
る
／
力
に
み
ち
て
そ
こ
を
進
む
も
の
は
／
ど

の
空
間
に
で
も
勇
ん
で
と
び
こ
ん
で
行
く
の
だ
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ

れ
は
仮
に
ト
シ
が
地
獄
界
な
ど
下
方
へ
「
堕
ち
」
て
い
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
菩
薩
行
の
よ
う
に
自
ら
「
勇
ん
で
と
び
こ
ん
で
行
く
」
行
動
の
結
果

な
の
だ
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
結
局
こ
れ
は
賢
治
が
顕
在

意
識
に
お
い
て
も
、
ト
シ
が
「
堕
ち
」
た
可
能
性
を
捨
て
き
れ
ず
に
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
ト
シ
の
臨
終
場
面
の
記
憶
を
細
部
ま
で
点
検
し
、
ま
た
仏

教
や
科
学
思
想
の
知
識
を
動
員
し
て
、
縷
々
考
察
を
続
け
て
き
た
結
果
、

理
屈
と
し
て
は
ト
シ
が
悪
趣
に
落
ち
た
と
考
え
る
べ
き
根
拠
は
何
も
見
当

た
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
賢
治
は
妹
が
天
界
に
往
生
し
た
と
信
じ
切

る
こ
と
は
で
き
ず
、
地
獄
界
に
落
ち
た
可
能
性
を
、
な
お
も
考
え
続
け
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
い
っ
た
い
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。
必
死
の
考
察
で
得
ら
れ
た
全

て
の
所
見
は
、
ト
シ
の
天
界
往
生
を
指
し
示
し
て
い
る
の
に
、
あ
え
て
そ

の
結
果
に
抗
し
て
、
彼
女
の
地
獄
へ
の
転
落
と
い
う
恐
ろ
し
い
想
念
を
賢

治
に
抱
か
せ
続
け
る
力
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
は
、
お
そ
ら
く
適
切
で
は
な
い
だ

ろ
う
。「
死
後
の
行
方
」
な
ど
と
い
う
事
柄
は
、
本
来
「
理
」
や
「
智
」
の

及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
く
、「
信
」
の
問
題
の
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
こ
れ
は
客
観
的
に
は
検
証
不
可
能
な
領
域
に
あ
り
、
こ
の
「
青
森
挽

歌
」
に
お
い
て
、「
考
察
」
に
よ
っ
て
ト
シ
の
行
方
を
知
ろ
う
と
し
た
と
い

う
賢
治
の
企
図
そ
の
も
の
が
、
実
は
無
理
の
あ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
し
も
ト
シ
が
天
界
に
往
生
し
た
と
賢
治
が
納
得
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
た
め
の
必
要
十
分
条
件
は
、
た
だ
彼
が
そ
う
「
信
じ
る
」
こ
と
だ
け
な

の
だ
。

　

し
た
が
っ
て
、
よ
り
適
切
に
問
題
を
設
定
し
直
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る

だ
ろ
う
。
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他
の
ど
ん
な
学
問
思
想
よ
り
も
、
強
く
深
く
仏
教
を
信
じ
て
い
た
賢
治

だ
っ
た
の
に
、
た
だ
ト
シ
の
行
方
に
関
し
て
だ
け
は
、
素
直
に
仏
教
の
教

え
に
委
ね
ら
れ
ず
、
信
ず
べ
き
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、

い
っ
た
い
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
第
一
の
葛
藤

　

法
華
経
に
対
す
る
ト
シ
自
身
の
信
仰
の
篤
さ
、
病
床
で
賢
治
と
と
も
に

繰
り
返
し
た
唱
題
の
数
、
臨
終
直
後
に
賢
治
が
そ
の
耳
へ
唱
え
入
れ
た
題

目
と
そ
れ
に
対
す
る
応
答
、
い
ず
れ
も
ト
シ
の
天
界
往
生
に
資
す
る
功
徳

の
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に
こ
の
年
六
月
の
「
風
林
」
に
は
、「
此
処

あ
日
あ
永
あ
が
く
て
／
一
日
の
う
ち
の
何
時
だ
が
も
わ
が
ら
な
い
で
」
と

い
う
ト
シ
か
ら
の
「
通
信
」
を
受
け
と
っ
た
こ
と
を
賢
治
は
記
し
て
い
た

が
、
こ
れ
も
彼
女
の
居
場
所
が
天
界
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
そ

れ
な
の
に
、
彼
は
ど
う
し
て
も
、
こ
れ
ら
全
て
の
証
拠
を
「
信
じ
る
」
こ

と
が
で
き
な
い
。
や
む
を
え
ず
彼
は
、「
理
」
や
「
智
」
に
頼
っ
て
彼
女
の

行
方
を
求
め
よ
う
と
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
で
も
納
得
に
は
至
ら
な
い
。

　

ど
う
し
て
賢
治
が
素
直
に
ト
シ
の
天
界
往
生
を
信
じ
ら
れ
な
い
の
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
旅
の
最
後
に
書
か
れ
た
「
噴
火
湾
（
ノ
ク
タ

ー
ン
）」
の
終
結
部
が
、
そ
の
心
の
秘
密
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。

あ
あ
何
べ
ん
理
智
が
教
へ
て
も

私
の
さ
び
し
さ
は
な
ほ
ら
な
い

わ
た
く
し
の
感
じ
な
い
ち
が
つ
た
空
間
に

い
ま
ま
で
こ
こ
に
あ
つ
た
現
象
が
う
つ
る

そ
れ
は
あ
ん
ま
り
さ
び
し
い
こ
と
だ

　
　

（
そ
の
さ
び
し
い
も
の
を
死
と
い
ふ
の
だ
）

た
と
へ
そ
の
ち
が
つ
た
き
ら
び
や
か
な
空
間
で

と
し
子
が
し
づ
か
に
わ
ら
は
う
と

わ
た
く
し
の
か
な
し
み
に
い
ぢ
け
た
感
情
は

ど
う
し
て
も
ど
こ
か
に
か
く
さ
れ
た
と
し
子
を
お
も
ふ

　

こ
こ
で
も
賢
治
は
「
死
」
を
「
異
空
間
へ
の
移
動
」
と
捉
え
て
い
る
が
、

「
た
と
へ
そ
の
ち
が
つ
た
き
ら
び
や
か
な
空
間
で
／
と
し
子
が
し
づ
か
に

わ
ら
は
う
と
」
と
い
う
箇
所
は
、「
き
ら
び
や
か
」
と
い
う
描
写
と
「
わ
ら
」

う
と
い
う
表
情
か
ら
、
ト
シ
が
天
界
に
い
る
と
こ
ろ
を
思
い
描
い
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
や
は
り
こ
こ
に
お
い
て
も
、
賢
治
に
は
ト
シ
の

天
界
往
生
を
期
待
し
喜
ん
で
い
る
様
子
は
全
く
見
え
な
い
の
だ
。
そ
の
か

わ
り
、
彼
は
「
か
な
し
み
に
い
ぢ
け
た
感
情
」
に
よ
っ
て
、「
ど
う
し
て
も

ど
こ
か
に
か
く
さ
れ
た
と
し
子
を
お
も
ふ
」
自
分
が
い
る
こ
と
を
告
白
す

る
。
ト
シ
の
居
場
所
は
、
天
界
で
は
な
い
別
の
「
ど
こ
か
」
だ
と
思
っ
て

し
ま
う
と
い
う
の
だ
。

　

ま
さ
に
こ
の
部
分
に
、
ト
シ
の
天
界
往
生
を
賢
治
が
素
直
に
受
け
容
れ

ら
れ
な
い
力
動
が
、
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は

「
ど
こ
か
に
か
く
さ
れ
た
と
し
子
」
を
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
、
一
体
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
わ
け
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だ
ろ
う
か
。
ト
シ
の
た
め
に
は
天
界
往
生
の
方
が
良
い
こ
と
は
明
ら
か
な

の
に
、
な
ぜ
賢
治
は
「
か
く
さ
れ
た
と
し
子
」
な
ど
と
い
う
も
の
を
考
え

て
し
ま
う
の
か
。

　

そ
の
理
由
は
、
賢
治
と
ト
シ
と
の
遭
遇
可
能
性
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
、

筆
者
は
考
え
る
。
も
し
も
ト
シ
が
「
隠
さ
れ
て
い
る
」
の
な
ら
ば
、
賢
治

は
ま
だ
こ
れ
か
ら
彼
女
を
「
見
つ
け
出
せ
る
」
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。
ま

さ
に
、「
探
索
行
動
」
の
対
象
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も

し
ト
シ
が
天
界
に
往
生
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
彼
女
の
た
め
に
は

喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
も
は
や
賢
治
に
と
っ
て
、
再
び
妹
と
相
ま

み
え
る
可
能
性
は
、
皆
無
に
な
る
の
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
ト
シ
は
死
ん
だ
の
だ
か
ら
、
実
際
に
会
う
こ
と
が
で
き
な
い

の
は
当
然
で
あ
る
が
、
賢
治
が
右
の
よ
う
な
思
い
に
引
き
裂
か
れ
る
の
は
、

言
う
な
ら
ば
ト
シ
の
死
を
ま
だ
心
底
か
ら
受
容
で
き
て
い
な
い
た
め
で
あ

る
。
賢
治
と
し
て
は
、
理
性
で
は
ト
シ
の
死
＝
不
在
を
理
解
し
な
が
ら
も
、

不
合
理
な
が
ら
無
意
識
の
底
で
は
、
ど
こ
か
で
再
び
ト
シ
に
会
え
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
期
待
を
捨
て
き
れ
て
い
な
い
の
だ
。
ま
た
そ
の
再
会
の

可
能
性
を
夢
見
て
こ
そ
、
彼
は
サ
ハ
リ
ン
を
目
ざ
し
て
「
探
索
行
動
」
に

出
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
ト
シ
が
も
し
す
で
に
天
界
往
生
を
し
て

い
る
の
な
ら
ば
、
賢
治
が
こ
れ
か
ら
北
の
果
て
ま
で
「
探
索
」
に
行
く
こ

と
自
体
が
、
無
意
味
な
行
動
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

振
り
返
れ
ば
、
一
方
で
賢
治
が
ト
シ
の
天
界
往
生
を
心
か
ら
願
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
は
、
早
く
も
「
永
訣
の
朝
」
の
「
ど
う
か
こ
れ
が
天
上
の

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
に
な
つ
て
／
お
ま
へ
と
み
ん
な
と
に
聖
い
資
糧
を
も
た

ら
す
や
う
に
／
わ
た
く
し
の
す
べ
て
の
さ
い
は
ひ
を
か
け
て
ね
が
ふ
」
と

い
う
箇
所
に
、
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
同
時
に
も
う
一
方
で
、
ト
シ
が
そ
の
よ
う
に
到
達
不
能
な
世
界

へ
行
っ
て
し
ま
い
、
二
度
と
会
え
な
く
な
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
賢
治

に
と
っ
て
ど
う
し
て
も
耐
え
が
た
い
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を

否
認
し
よ
う
と
す
る
「
か
な
し
み
に
い
ぢ
け
た
感
情
」
の
た
め
に
、
ト
シ

は
実
は
天
界
と
は
別
の
「
ど
こ
か
」
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
置
き

換
え
が
、
無
意
識
の
う
ち
に
行
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

賢
治
は
、「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
で
栄
浜
の
水
平
線
を
眺
め
て
も
、「
噴
火

湾
（
ノ
ク
タ
ー
ン
）」
で
駒
ヶ
岳
に
か
か
る
雲
を
見
て
も
、
そ
の
奥
に
は
ト

シ
の
面
影
を
感
じ
て
し
ま
う
。

　

も
ち
ろ
ん
彼
の
顕
在
意
識
に
お
い
て
は
、「
自
分
が
妹
の
天
界
往
生
を

望
ん
で
い
な
い
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
自
覚
さ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ

う
。
そ
の
よ
う
な
自
ら
許
し
が
た
い
考
え
は
、
周
到
に
意
識
下
に
抑
圧
さ

れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
は
た
だ
、「
妹
の
天
界
往
生
の
確

信
が
持
て
な
い
」
と
い
う
苦
悩
と
し
て
、
体
験
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
わ

れ
る
。

　

ま
た
賢
治
は
、
こ
の
よ
う
な
苦
悩
の
中
で
、
ト
シ
が
天
界
に
往
生
で
き

て
い
な
い
可
能
性
に
つ
い
て
、
仏
教
的
に
考
え
て
み
た
こ
と
も
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
し
、
実
際
そ
の
一
つ
の
例
が
、「
青
森
挽
歌
」
に
お
け
る
輪
廻

転
生
先
の
想
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
天
界
以
外
で
は
畜

生
界
と
地
獄
界
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
彼
自
身
と
の

遭
遇
可
能
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
や
は
り
賢
治
の
無
意
識
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的
願
望
が
感
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
畜
生
界
へ
の
転
生
な
ら
ば
、

賢
治
は
こ
の
世
で
ト
シ
の
生
ま
れ
か
わ
り
に
「
再
会
」
す
る
こ
と
も
可
能

に
な
る
わ
け
で
あ
り
、
実
際
「
白
い
鳥
」
や
「
青
森
挽
歌
」
に
出
て
く
る

「
鳥
」
も
、
ま
た
「〔
手
紙 

四
〕」
で
ポ
ー
セ
が
出
会
っ
た
「
蛙
」
も
、
そ
の

よ
う
な
思
い
が
具
現
化
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
ま
た
地
獄
界
と
は
、
仏

教
教
理
上
は
「
地
下
一
千
由
旬
」
と
い
う
よ
う
な
隔
絶
し
た
世
界
と
さ
れ

て
い
る
が
、「
宗
谷
挽
歌
」
で
は
ま
る
で
真
夜
中
の
海
に
飛
び
込
め
ば
ト

シ
の
も
と
へ
行
け
る
か
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
お
り
、「
板
子
一
枚

下
は
地
獄
」
と
い
う
船
乗
り
の
言
葉
を
思
わ
せ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
当
時
の
賢
治
の
心
中
で
は
、
意
識
的
に
は
妹
の
天
界

往
生
を
祈
り
つ
つ
も
、
無
意
識
的
に
は
天
界
で
は
な
い
ど
こ
か
に
隠
さ
れ

た
ト
シ
と
の
再
会
を
願
う
と
い
う
、
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
二
つ
の
想
念

が
、
衝
突
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、「
青
森
挽
歌
」
に
お
け

る
根
本
的
な
葛
藤
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

し
か
も
賢
治
自
身
は
、
お
そ
ら
く
己
の
中
に
そ
の
よ
う
な
相
矛
盾
す
る

願
望
の
存
在
を
意
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
た
だ
「
ト
シ
の
行

方
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
苦
悩
に
苛
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、「
行
方
が
わ
か
ら
な
い
」
本
当
の
理
由
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
そ

の
行
き
先
と
し
て
全
く
別
の
方
向
を
向
い
た
ベ
ク
ト
ル
を
、
賢
治
が
我
知

ら
ず
心
の
中
に
抱
え
持
っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
「
青
森
挽
歌
」
と
い
う
作
品
は
、
作
者
の
心
の
内
に
こ
の
よ
う
な
葛
藤

を
秘
め
た
ま
ま
で
、「
ト
シ
の
行
方
」
に
つ
い
て
考
究
し
よ
う
と
い
う
企

図
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は

当
時
の
賢
治
に
と
っ
て
は
、
ど
う
し
て
も
答
え
の
出
し
よ
う
が
な
い
問

題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
賢
治
も
そ
れ
を
感
じ
て
、
二
〇
六
〜

二
一
二
行
目
で
は
次
の
よ
う
に
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
。

ほ
ん
た
う
に
あ
い
つ
は
こ
こ
の
感
官
を
う
し
な
つ
た
の
ち

あ
ら
た
に
ど
ん
な
か
ら
だ
を
得

ど
ん
な
感
官
を
か
ん
じ
た
だ
ら
う

な
ん
べ
ん
こ
れ
を
か
ん
が
へ
た
こ
と
か

む
か
し
か
ら
の
多
数
の
実
験
か
ら

倶
舎
が
さ
つ
き
の
や
う
に
云
ふ
の
だ

二
度
と
こ
れ
を
く
り
返
し
て
は
い
け
な
い

　
「
二
度
と
こ
れ
を
く
り
返
し
て
は
い
け
な
い
」、
す
な
わ
ち
ト
シ
の
行
方

に
つ
い
て
、
も
う
こ
れ
以
上
考
え
ま
い
と
決
心
し
て
も
、
そ
の
直
後
に
ま

た
賢
治
は
、｟
お
い
お
い
、
あ
の
顔
い
ろ
は
少
し
青
か
つ
た
よ
｠
な
ど
と

い
う
幻
聴
に
悩
ま
さ
れ
る
。「
ト
シ
に
も
う
一
度
会
い
た
い
」
と
い
う
渇

望
が
、
無
意
識
の
底
か
ら
湧
き
上
が
り
続
け
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
そ
の
探

索
を
い
く
ら
理
性
で
止
め
よ
う
と
し
て
も
、
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

ト
シ
を
亡
く
し
た
喪
失
感
は
、
賢
治
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
激
し

く
深
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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四
、
第
二
の
葛
藤

　

さ
て
、
右
の
よ
う
な
不
吉
な
「
声
」
と
、
そ
れ
に
抗
す
る
賢
治
と
の

間
で
交
わ
さ
れ
る
言
い
争
い
の
最
中
、
突
如
と
し
て
二
四
六
行
目
か
ら
、

「
啓
示
」
と
も
聞
こ
え
る
別
次
元
の
「
声
」
が
現
れ
る
。

　
　
　
　
　

｟
み
ん
な
む
か
し
か
ら
の
き
や
う
だ
い
な
の
だ
か
ら

　
　
　
　
　
　

け
つ
し
て
ひ
と
り
を
い
の
つ
て
は
い
け
な
い
｠

あ
あ　

わ
た
く
し
は
け
つ
し
て
さ
う
し
ま
せ
ん
で
し
た

あ
い
つ
が
な
く
な
つ
て
か
ら
あ
と
の
よ
る
ひ
る

わ
た
く
し
は
た
だ
の
一
ど
た
り
と

あ
い
つ
だ
け
が
い
い
と
こ
に
行
け
ば
い
い
と

さ
う
い
の
り
は
し
な
か
つ
た
と
お
も
ひ
ま
す

　

こ
れ
を
も
っ
て
全
二
五
二
行
の
「
青
森
挽
歌
」
は
終
わ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
い
さ
さ
か
唐
突
な
幕
切
れ
は
、
こ
の
啓
示
的
な
言
葉
が
現
れ
た
時
の
、

賢
治
の
動
揺
を
表
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
動
揺
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
「
青
森
挽
歌
」
の
全
体

を
通
し
て
賢
治
が
行
っ
て
き
た
の
は
、
ト
シ
の
行
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
、
ト
シ
の
天
界
往
生
を
祈
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ト
シ
と
の
再
会
を
願
う

こ
と
だ
っ
た
の
に
、
こ
こ
に
現
れ
た
「
け
つ
し
て
ひ
と
り
を
い
の
つ
て
は

い
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
全
て
が
一
挙
に
禁
止
さ
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
賢
治
は
、「
あ
い
つ
〈
だ
け
〉
が
い
い
と
こ
に
行
け
ば
い
い
」
と

は
祈
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
が
「
青
森
挽
歌
」
に
お
い
て
終

始
こ
だ
わ
っ
て
き
た
の
は
、
ト
シ
と
い
う
た
だ
「
ひ
と
り
」
の
運
命
で
あ

り
、
他
の
衆
生
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
賢
治
の
態
度
そ
の

も
の
が
、
こ
こ
で
完
全
に
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、「
ひ
と
り
を
い
の
る
」
こ
と
全
て
を
禁
じ
る

と
は
、
あ
ま
り
に
も
苛
酷
な
要
請
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
一
般
的
な
日

本
人
に
と
っ
て
は
、「
故
人
の
冥
福
を
祈
る
」
と
い
う
の
は
ご
く
当
た
り

前
の
心
情
で
あ
り
行
為
で
あ
り
、
そ
こ
に
何
か
倫
理
的
な
問
題
が
あ
る
と

い
う
感
覚
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

賢
治
が
深
く
尊
崇
し
た
日
蓮
も
、
遺
族
が
故
人
の
こ
と
を
深
く
思
い
、

法
華
経
を
信
じ
て
回
向
を
す
る
こ
と
で
、
故
人
の
成
仏
が
助
け
ら
れ
る
の

だ
と
い
う
こ
と
を
、
各
所
で
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
信
徒

の
富
木
常
忍
に
あ
て
た
消
息
「
忘
持
経
事
」21
に
お
い
て
は
、
常
忍
が
母

を
亡
く
し
た
翌
月
に
、
離
別
の
悲
し
み
に
耐
え
か
ね
て
、
母
の
遺
骨
を
首

に
掛
け
て
下
総
か
ら
身
延
山
ま
で
馳
せ
参
じ
、
日
蓮
の
も
と
で
遺
骨
を
安

置
し
て
五
体
投
地
を
し
、
目
を
開
い
て
釈
尊
の
像
を
拝
む
と
、
歓
喜
が
身

に
余
り
心
の
苦
し
み
も
消
え
て
、
亡
き
父
母
と
の
一
体
感
に
打
た
れ
た
と

い
う
出
来
事
を
記
し
て
い
る
。
常
忍
は
こ
の
時
、「
我
頭
ハ
父
母
ノ
頭　

我
足
ハ
父
母
ノ
足　

我
十
指
ハ
父
母
ノ
十
指　

我
口
ハ
父
母
ノ
口
ナ
リ
」

と
い
う
境
地
に
至
り
、
日
蓮
も
こ
れ
を
受
け
て
「
無
始
ノ
業
障
忽
ニ
消
エ

　

心
性
ノ
妙
蓮
忽
ニ
開
キ
給
フ
歟
」
と
述
べ
て
、
こ
の
供
養
に
よ
っ
て
母

親
は
成
仏
し
た
に
違
い
な
い
と
、
常
忍
を
勇
気
づ
け
た
。
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富
木
常
忍
は
そ
の
旅
に
お
い
て
、
亡
き
母
を
探
索
し
よ
う
と
し
た
わ
け

で
は
な
い
が
、
死
別
の
苦
痛
に
耐
え
き
れ
ず
家
を
出
て
、
最
終
的
に
故
人

と
の
一
体
感
に
達
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
賢
治
が
サ
ハ
リ
ン
を
目
ざ

し
た
心
境
と
、
一
部
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
悲
嘆
の
旅

人
を
迎
え
た
日
蓮
は
、
亡
き
母
親
と
い
う
「
ひ
と
り
」
の
こ
と
を
一
途
に

思
う
彼
の
気
持
ち
を
讃
え
、
そ
の
孝
養
心
と
法
華
経
へ
の
信
仰
が
相
ま
っ

て
、
故
人
の
成
仏
が
か
な
え
ら
れ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
け
つ
し
て
ひ
と
り
を
い
の
つ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
命
題
は
、
日
蓮

の
思
想
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
突
然
の
言
葉
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
賢
治
に
や
っ

て
来
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

筆
者
と
し
て
、
こ
こ
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
親
鸞

の
教
え
を
記
し
た
『
歎
異
抄
』
で
あ
る
。
そ
の
第
五
条
に
は
、
次
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
22
。

　

一　

親
鸞
は
、
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て
、
一
返
に
て
も
念
仏
ま

ふ
し
た
る
こ
と
、
い
ま
だ
さ
ふ
ら
は
ず
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
一
切
の
有

情
は
み
な
も
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
。
い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
、

こ
の
順
次
生
に
仏
に
な
り
て
た
す
け
さ
ふ
ら
う
べ
き
な
り
。
わ
が
ち

か
ら
に
て
は
げ
む
善
に
て
も
さ
ふ
ら
は
ば
こ
そ
、
念
仏
を
廻
向
し
て

父
母
を
も
た
す
け
さ
ふ
ら
は
め
。
た
だ
自
力
を
す
て
て
、
い
そ
ぎ
浄

土
の
さ
と
り
を
ひ
ら
き
な
ば
、
六
道
・
四
生
の
あ
ひ
だ
、
い
づ
れ
の

業
苦
に
し
づ
め
り
と
も
、
神
通
方
便
を
も
て
、
ま
づ
有
縁
を
度
す
べ

き
な
り
と
、
云
々
。

　

す
な
わ
ち
、
親
鸞
は
、
自
分
の
父
母
の
た
め
に
念
仏
を
唱
え
た
こ
と
は

こ
れ
ま
で
一
度
も
な
い
と
言
い
、
そ
の
理
由
は
、
一
切
の
有
情
は
全
て
、

世
が
代
わ
り
生
ま
れ
変
わ
り
す
る
中
で
は
父
母
や
兄
弟
と
な
っ
た
こ
と
が

あ
る
の
だ
か
ら
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ど
う
せ
自
力
で
他
者
を

助
け
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
無
理
な
の
だ
か
ら
、
今
は
自
力
を
捨
て
て
、

次
生
で
浄
土
に
生
ま
れ
成
仏
し
て
か
ら
、
そ
の
力
で
ま
ず
有
縁
の
者
か
ら

助
け
る
べ
き
だ
と
説
く
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
あ
る
「
一
切
の
有
情
は
み
な
も
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
」

と
い
う
言
葉
は
、
賢
治
の
「
み
ん
な
む
か
し
か
ら
の
き
や
う
だ
い
な
の
だ

か
ら
」
に
、
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
親
鸞
は
亡
き
父
母
の

た
め
に
祈
る
こ
と
を
禁
止
ま
で
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
凡
夫
が
行

っ
て
も
無
駄
な
こ
と
だ
と
示
唆
し
て
い
る
わ
け
で
、
実
質
的
に
は
無
意
味

な
こ
と
は
す
る
な
と
言
っ
て
い
る
に
等
し
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
条
の
全
体

の
意
味
は
、「
み
ん
な
む
か
し
か
ら
の
き
や
う
だ
い
な
の
だ
か
ら
／
け
つ

し
て
ひ
と
り
を
い
の
つ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
命
題
に
、
非
常
に
近
い

の
で
あ
る
。

　

松
岡
幹
夫
23
も
、
日
蓮
が
「
法
蓮
鈔
」
に
記
し
た
「
六
道
四
生
の
一
切

衆
生
は
皆
父
母
也
」
と
い
う
言
葉
と
、
親
鸞
の
こ
の
「
一
切
の
有
情
は
み

な
も
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
」
を
対
比
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
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さ
ら
に
賢
治
が
そ
の
よ
う
な
輪
廻
転
生
観
を
童
話
や
詩
の
中
で
述
べ

る
と
き
に
は
、
一
切
衆
生
が
自
分
の
「
兄
弟
」
で
あ
る
点
も
強
調
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
の
童
話
『
ビ
ヂ
タ
リ
ア
ン
大
祭
』
の
中
で
は

「
総
て
の
生
物
は
み
な
無
量
の
劫
の
昔
か
ら
流
転
に
流
転
を
重
ね
て

来
た
…
…
だ
か
ら
我
々
の
ま
は
り
の
生
物
は
み
な
永
い
間
の
親
子
兄

弟
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
し
、
詩
集
『
春
と
修
羅
』
の
「
青
森
挽

歌
」
で
は
「
み
ん
な
む
か
し
か
ら
の
き
や
う
だ
い
な
の
だ
か
ら 

け
つ

し
て
ひ
と
り
を
い
の
つ
て
は
い
け
な
い
」
と
綴
ら
れ
て
い
る
。
日
蓮

の
場
合
は
一
切
衆
生
が
皆
「
父
母
」
で
あ
る
と
は
言
う
が
、「
親
子
兄

弟
」
あ
る
い
は
「
兄
弟
」
で
あ
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
言

っ
て
い
る
の
は
、
親
鸞
の
『
歎
異
抄
』
の
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
、
賢
治
の
輪
廻
転
生
観
は
『
歎
異
抄
』
の
「
一
切
の
有
情
は

み
な
も
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
」
説
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
、
と
推

断
し
た
い
の
で
あ
る
。

　

松
岡
が
指
摘
す
る
、
日
蓮
と
親
鸞
の
言
葉
に
お
け
る
「
兄
弟
」
の
有
無

と
い
う
違
い
も
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
筆
者
と
し
て
は
そ
れ
に
加
え
て
、

日
蓮
は
「
ひ
と
り
を
い
の
る
」
こ
と
を
積
極
的
に
推
奨
し
て
い
る
の
に
対

し
、
親
鸞
は
否
定
的
で
あ
る
と
い
う
相
違
点
が
、
さ
ら
に
重
要
で
あ
る
と

考
え
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
賢
治
の
考
え
は
日
蓮
よ
り

も
親
鸞
に
近
い
の
で
あ
る
。

　

と
は
言
っ
て
も
、
法
華
経
お
よ
び
日
蓮
に
対
す
る
賢
治
の
信
仰
そ
の
も

の
が
、
こ
の
時
点
で
揺
ら
い
で
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
直
後
の

「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
で
も
「
樺
太
鉄
道
」
で
も
、「
ナ
モ
サ
ダ
ル
マ
プ
フ

ン
ダ
リ
カ
サ
ス
ー
ト
ラ
」
と
い
う
法
華
経
の
題
目
を
、
彼
は
敬
虔
に
唱
え

続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
信
仰
の
根
幹
は
変
わ
ら
ず
保
ち
な
が
ら
も
、
た
だ
「
青
森

挽
歌
」
の
こ
の
箇
所
だ
け
に
、
日
蓮
と
は
逆
の
こ
と
を
言
う
親
鸞
の
思
想

が
顔
を
出
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
は
か
な
り
不
思
議
な
こ
と
で
あ

る
。
筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
頃
の
賢
治
に
と
っ
て
は
、
ト
シ
を
亡
く
し
て

一
家
の
中
で
法
華
経
を
信
ず
る
者
が
自
分
一
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
宗
教

的
孤
立
の
た
め
に
、
家
族
の
信
仰
の
様
子
が
こ
と
さ
ら
身
に
し
み
る
面
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
想
像
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

　

賢
治
以
外
の
家
族
も
皆
、
ト
シ
の
死
を
深
く
悲
し
ん
で
い
た
だ
ろ
う
が
、

浄
土
真
宗
の
門
徒
と
し
て
は
賢
治
の
よ
う
に
「
ト
シ
の
行
方
」
な
ど
と
い

う
問
題
に
悩
む
こ
と
は
な
く
、
全
て
を
た
だ
阿
弥
陀
如
来
に
任
せ
て
、
仏

壇
に
向
か
い
静
か
に
念
仏
を
唱
え
る
毎
日
を
送
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

賢
治
の
方
は
、
ト
シ
と
い
う
「
ひ
と
り
」
に
執
着
し
て
悶
々
と
し
た

日
々
を
過
ご
し
て
い
る
の
に
対
し
、
他
の
家
族
は
、「
ひ
と
り
を
い
の
る
」

な
ど
と
自
力
を
恃
む
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
専
ら
淡
々
と
弥
陀
の
本
願

に
委
ね
る
こ
と
に
努
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
苦
悩
の
出
口
も
見
え
な
い
自

分
と
は
対
照
的
な
、
こ
の
よ
う
な
家
族
の
信
仰
態
度
を
見
る
う
ち
に
、
賢

治
の
心
に
は
、
自
ら
の
「
ひ
と
り
を
い
の
る
」
と
い
う
行
為
へ
の
疑
念
が
、

生
じ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
家
族
の
様
子
と
は
別
に
賢
治
自
身
と
し
て
も
、
前
述
の
「
第
一

の
葛
藤
」
に
よ
っ
て
一
種
の
無
限
ル
ー
プ
に
囚
わ
れ
て
い
る
己
を
省
み
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て
、
こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
と
思
う
こ
と
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
す
で
に

二
一
二
行
目
に
現
れ
て
い
た
、「
二
度
と
こ
れ
を
く
り
返
し
て
は
い
け
な

い
」
と
い
う
自
戒
の
言
葉
は
、
何
と
か
こ
の
状
況
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
、
自
覚
的
な
思
い
に
基
づ
い
た
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

そ
し
て
、
一
方
で
は
自
ら
の
た
め
で
も
あ
っ
た
こ
の
戒
め
を
、「
み
ん

な
む
か
し
か
ら
の
き
や
う
だ
い
な
の
だ
か
ら
」
と
し
て
大
乗
仏
教
的
に
位

置
づ
け
直
す
と
と
も
に
、「
け
つ
し
て
ひ
と
り
を
い
の
つ
て
は
い
け
な
い
」

と
一
挙
に
普
遍
化
す
る
こ
と
で
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
宗
教
的
命
題
に
ま
で
高

め
た
の
が
、
こ
の
啓
示
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

し
か
し
現
実
に
は
こ
の
命
題
は
、
当
時
の
賢
治
に
と
っ
て
、
ま
る
で
自

ら
の
首
を
絞
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
第
一
の
葛
藤
」
で
述
べ
た

よ
う
に
、
こ
の
頃
の
賢
治
の
心
中
で
は
、
ト
シ
の
天
界
往
生
を
願
う
思
い

と
、
今
一
度
ト
シ
に
会
い
た
い
と
い
う
思
い
が
、
対
立
し
て
せ
め
ぎ
合
っ

て
い
た
だ
ろ
う
。
何
と
か
し
て
こ
の
相
克
を
解
決
し
、
苦
し
み
か
ら
抜

け
出
そ
う
と
、「
青
森
挽
歌
」
で
は
終
始
格
闘
し
て
い
た
賢
治
だ
っ
た
が
、

「
け
つ
し
て
ひ
と
り
を
い
の
つ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
命
題
の
出
現
に

よ
っ
て
、
天
界
往
生
を
祈
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
、
再
会
を
願
う
こ
と
も
禁

じ
ら
れ
、
結
局
こ
の
第
一
の
葛
藤
に
「
向
か
い
合
う
」
こ
と
す
ら
も
、
彼

に
は
許
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
苦
し
み
の
只
中
に
あ
る
時
、

そ
の
状
況
か
ら
の
出
口
を
探
そ
う
と
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
さ
え
も
断
念
す
る
こ
と
が
宗
教
的
正
義
で
あ
る
と
、
賢
治
は
自
ら
に

強
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
理
性
に
お
い
て
確
か
に
そ
う
決
断
し
た
と
し
て
も
、
心
の
底

で
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
抱
え
て
き
た
思
い
ま
で
も
が
、
す
ぐ
に
変
わ
る
わ
け

で
は
な
い
。
こ
の
後
の
「
宗
谷
挽
歌
」
で
も
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
で
も

「
噴
火
湾
（
ノ
ク
タ
ー
ン
）」
で
も
、
賢
治
は
こ
の
決
意
に
反
し
て
、
無
意

識
の
う
ち
に
ト
シ
の
行
方
を
求
め
続
け
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、「
ひ
と
り
を
い
の
る
」
こ
と
を
放
棄
し
よ
う
と
い
う
意
識

的
な
決
意
と
、
ト
シ
に
執
着
し
続
け
る
無
意
識
的
な
衝
動
は
、
こ
こ
で
新

た
に
も
う
一
つ
の
「
葛
藤
」
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
あ
た
か
も
一
つ
の
爆
弾
の
起
爆
装
置
を
解
除
し
よ
う
と
す
る

と
も
う
一
つ
の
爆
弾
に
触
れ
て
し
ま
う
と
い
う
仕
掛
け
の
よ
う
に
、
第
一

の
葛
藤
の
解
決
を
第
二
の
葛
藤
が
阻
む
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
、
賢
治
に
と
っ
て
は
と
り
わ
け
厄
介
で
あ
る
。
二
つ
の
葛
藤
が
、
別

個
に
独
立
し
て
あ
る
の
で
な
く
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で

あ
り
、
こ
れ
が
本
稿
の
表
題
を
「
二
重
の
葛
藤
」
と
し
た
所
以
で
あ
る
。

五
、
葛
藤
の
そ
の
後

　
「
青
森
挽
歌
」
は
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
葛
藤
を
内
包
し
た
ま
ま
終
わ

る
の
で
あ
る
が
、
も
し
も
第
二
の
葛
藤
が
前
述
の
よ
う
な
形
で
問
題
を
複

雑
化
し
て
い
な
け
れ
ば
、
賢
治
に
と
っ
て
は
こ
の
後
ま
た
違
っ
た
展
開
も

あ
り
え
た
だ
ろ
う
。

　

彼
は
、
意
識
的
に
は
ト
シ
の
天
界
往
生
を
祈
り
つ
つ
も
、
心
の
底
で
は

隠
さ
れ
た
ト
シ
と
の
再
会
を
願
う
と
い
う
葛
藤
を
抱
え
て
い
た
わ
け
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
も
し
も
彼
に
「
ひ
と
り
を
い
の
る
」
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
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た
ら
、
こ
の
後
ど
う
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
彼
は
、
自
ら
の
意

識
内
容
に
従
い
、
そ
の
「
す
べ
て
の
さ
い
は
ひ
を
か
け
て
」、
妹
の
天
界

往
生
を
願
い
唱
題
に
励
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
第
一
の
葛
藤
が
生
ま
れ
た
主
な
要
因
は
、
彼
が
ま
だ
心
の

ど
こ
か
で
、
亡
き
妹
と
再
会
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
無
理
な
期
待

を
捨
て
き
れ
ず
に
い
た
か
ら
だ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
の
一
世
一
代
の
試
み

で
あ
る
サ
ハ
リ
ン
行
で
も
望
み
が
か
な
わ
な
か
っ
た
と
な
れ
ば
、
今
や
賢

治
も
そ
の
期
待
の
断
念
に
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
た
と
え
時
間

は
か
か
ろ
う
と
も
、
徐
々
に
ト
シ
の
不
在
＝
死
を
受
け
容
れ
て
い
く
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
そ
し
て
妹
が
本
当
に
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
行
っ
て
し

ま
っ
た
と
納
得
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
女
の
天
界
往
生

を
信
じ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
わ
け
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
も
し
も
第
二
の
葛
藤
が
な
け
れ
ば
、
賢
治
は
や
が
て
い
つ

か
は
、
ト
シ
の
天
界
往
生
を
確
信
す
る
に
至
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
美
し
い
天
で
安
ら
か
に
次
生
を
送
る
妹
の
姿
を
思
う
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
彼
を
苦
し
め
続
け
た
深
い
喪
失
の
痛
み
も
、
少
し
ず
つ
和

ら
い
で
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

思
え
ば
こ
れ
は
、
死
別
と
い
う
理
不
尽
な
苦
難
に
耐
え
て
そ
れ
を
受
容

す
る
た
め
に
、
人
間
が
広
く
一
般
的
に
採
用
し
て
き
た
方
策
だ
っ
た
。
宗

教
の
違
い
を
越
え
て
、
古
今
東
西
の
多
く
の
人
は
、「
故
人
の
死
後
の
安

寧
幸
福
を
信
じ
る
こ
と
で
、
自
身
の
心
の
痛
み
を
癒
す
」
と
い
う
形
で
、

悲
嘆
を
乗
り
越
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
究
極
に
は
、
生
け
る
人

間
に
と
っ
て
「
死
」
な
ど
と
い
う
不
条
理
の
受
容
は
、
本
当
は
深
淵
の
彼

方
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
淵
を
渡
ら
せ
て
く
れ
る
か

も
し
れ
な
い
細
い
「
橋
」
は
、
こ
う
い
う
形
で
か
ろ
う
じ
て
存
在
す
る
の

だ
。

　

だ
が
賢
治
の
場
合
は
、「
ひ
と
り
を
い
の
る
」
こ
と
を
自
ら
に
禁
じ
た

た
め
に
、
ト
シ
が
天
界
で
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
安
堵
と
引
き
替

え
に
し
て
、
自
ら
の
心
の
平
穏
を
得
る
と
い
う
道
は
、
あ
り
え
な
く
な
っ

た
の
で
あ
る
。
昔
か
ら
た
く
さ
ん
の
人
々
が
、
大
切
な
人
の
死
を
受
容
す

る
た
め
に
渡
っ
て
き
た
一
つ
の
「
橋
」
を
、
彼
は
自
分
で
切
っ
て
落
と
し

て
し
ま
っ
た
の
だ
。「
青
森
挽
歌
」
を
終
え
た
賢
治
の
前
に
は
、
た
だ
深

淵
が
横
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

こ
の
後
に
賢
治
が
た
ど
っ
た
経
過
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
宮
沢
賢
治
の

グ
リ
ー
フ
・
ワ
ー
ク 

―
ト
シ
の
死
と
心
の
遍
歴

―
」24
に
お
い
て
、

筆
者
な
り
に
跡
づ
け
よ
う
と
試
み
た
。
サ
ハ
リ
ン
か
ら
帰
っ
た
賢
治
は
、

「〔
手
紙 

四
〕」
に
お
い
て
再
び
「
第
一
の
葛
藤
」
と
「
第
二
の
葛
藤
」
を
主

題
と
し
て
取
り
上
げ
る
が
、
こ
こ
で
も
ま
だ
矛
盾
は
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
し
て
一
九
二
三
年
の
晩
秋
以
降
、
こ
れ
ら
の
葛
藤
は
い
っ
た
ん
水
面
下

に
沈
め
ら
れ
た
か
に
見
え
た
が
、
一
九
二
四
年
七
月
に
な
る
と
、
前
年
ま

で
は
越
え
が
た
か
っ
た
深
淵
を
、
一
挙
に
跳
び
渡
る
か
の
よ
う
な
変
化
が
、

彼
を
訪
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「〔
こ
の
森
を
通
り
ぬ
け
れ
ば
〕」
や
「
薤
露

青
」
に
至
っ
て
賢
治
は
、
天
界
で
は
な
く
む
し
ろ
身
近
な
そ
こ
か
し
こ
か

ら
、
ト
シ
の
声
を
聞
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
い
と
し
く

お
も
ふ
も
の
が
／
そ
の
ま
ゝ
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
こ

と
が
／
な
ん
と
い
ふ
い
ゝ
こ
と
だ
ら
う
」
と
、
心
か
ら
感
じ
た
の
だ
っ
た
。
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こ
こ
に
至
る
ま
で
の
賢
治
の
道
程
は
、
長
く
苦
し
い
も
の
で
あ
り
、
さ

ら
に
先
に
見
た
よ
う
に
、
彼
は
わ
ざ
わ
ざ
進
路
を
塞
ぐ
よ
う
な
形
で
、
そ

れ
を
こ
と
さ
ら
難
し
く
し
た
感
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
自
ら
困

難
を
設
定
し
て
乗
り
越
え
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
果
て
に
図
ら
ず
も
彼
が
見

つ
け
た
道
は
、
よ
り
普
遍
へ
と
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
も

し
も
賢
治
が
一
途
に
ト
シ
の
天
界
往
生
を
祈
っ
て
、
最
終
的
に
そ
の
確
信

に
至
っ
た
と
い
う
経
過
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
彼
に
と
っ
て
そ
れ
は
よ
り
直

線
的
な
道
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
は
「
銀
河
鉄
道

の
夜
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
、
決
し
て
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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