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『
破

戒

』

の
読

み

に

つ

い
て

「
丑
松
」

の

「
告
白
」

橋

浦

史

一

一

島
崎
藤
村

の
最
初

の
長
篇
小
説

『破
戒
』

の
題
名
で
あ
る

「破
戒
」

の
意
味

が
、
主
人
公

「
丑
松
」
の
父

の
戒
め
を
破
る
こ
と
に
あ

っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
父
の

「戒
め
」
と
は
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
か
を
藤
村

は
第

}
章

の
三
で
は

っ
き
り
と
示
し

て
い
る
。
「世
に
出

て
身
を
立

て
る
猿
多

の
子

の
秘
訣
-
唯

一
つ
の
希
望
、
唯

一
つ
の
手
法
、
そ
れ
は
身
の
素
性
を
隠
す

よ
り
外

に
無

い
、
『
た
と

へ
い
か
な
る
目
を
見
よ
う
と
、

い
か
な
る
人
に
選
遁

は
う
と
決
し
て
其
と
は
自
白
け
る
な
、

一
旦
の
憤
怒
悲
哀

に
是

戒
を
忘
れ

た

ら
、
其
時
こ
そ
社
会
か
ら
捨

て
ら
れ
た
も

の
と
思

へ
。』
斯
う
父
は
教

へ
た
の

で
あ
る
。

一
生

の
秘
訣
と
は
斯

の
通
り
簡
単
な
も
の
で
あ

つ
た
。
『隠
せ
。』
ー

戒
は
こ
の
一
語

で
尽
き
た
。
」
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
「丑
松
」
の
父
は

「烏
帽

子
ケ
嶽

の
麓
に
隠
れ
た
が
、
功
名
を
夢
見
る
心
は

一
生
火

の
や
う
に
燃
え
た
人

で
あ

つ
た
。
」
「自
分
が
夢
見
る
こ
と
は
、
何
卒
子
孫
に
行
は
せ
た
い
。
」
「行
け
、

戦

へ
、
身
を
立
て
よ
1
父
の
精
神
は
そ

こ
に
在

つ
た
。扁

(第
七
章
、
六
)
1
そ

し
て

「
丑
松
」
も
又
、
父
の
言
葉

に
こ
も
る

「希
望
と
熱
情
」
を
否
定
し
な
か

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し

一
方

で

「
丑
松
」
は
、
「猪

子
蓮
太
郎
」
と
い
う
部
落
出

の
思
想
家

に
強
く
引
か
れ
て
い
た
。

蓮
太
郎
は
貧
民
、
労
働
者
、
ま
た
は
新
平
民
等
の
生
活
状
態
を
研
究
し
て
、

社
会

の
下
層
を
流
れ
る
清
水

に
掘
り
あ

て
る
迄
は
倦
ま
ず
擁
ま
ず
努

め
る

ぼ
か
り
で
な
く
、
ま
た
其
を
読
者

の
前

に
突
着
け
て
、
右
か
ら
も
左
か
ら

も
説
明
し
て
、
呑
込
め
な
い
と
思
ふ
こ
と
は
何
度
繰
返
し
て
も
、
読
者

の

腹

の
中

に
置
か
な
け
れ
ぽ
承
知
し
な
い
と
い
ふ
遣
方
で
あ

つ
た
。
(第

一

章
、
四
)

「
丑
松
」
の
心
は
父
の
思
念
と
以
上

の
よ
う
な

「蓮
太
郎
」

の
思
想
と
の
間

を
ゆ
れ
動
く
こ
と
に
な
る
。
部
落
民

の

「
丑
松
」
が

「同
じ
人
間

で
あ
り
乍
ら
、

自
分
等
ば

か
り
其
様

に
軽
蔑
さ
れ
る
道
理
が
無
い
、
と
い
ふ
烈
し
い
意
気
込
を

持

つ
や
う
に
な

つ
た
の
も
」
(第

一
章
、
四
)
「蓮
太
郎
」

の
感
化

で
あ

っ
た
。

し
か
し

「丑
松
」
は
、
「蓮
太
郎
」
が
新
し
い
著
作

『繊
悔
録
』
の
中

で
書

い

た
よ
う
な
事
実
、
「我
は
臓
多
な
り
」
と
い
う
告
白
は
父

の
戒

め
に
従

っ
て
口

に
出

し
て
は
な
ら
な

い
も
の
で
あ

っ
た
。
「
丑
松
」
は
身
分
を
隠
し
て
、
佐
々

木
雅
発
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
明
治

の
身
分
秩
序

の
社
会
を
立
身
を
求
め
て
登

(
1
)

り

つ

め
よ

う

と
意

欲

し

て

い
た

わ

け

で
あ

る
。

し
か
し

「丑
松
」
は
、
自
分
が
部
落
民

で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
い
た
た
め
に

孤
独

で
あ

っ
た
。
親
友
、
「土
屋
銀
之
助
」

の

「勝
野
文
平
」
と

の
対
応

に
見

ら
れ
る

「蓮
太
郎
」
評
価

の
言
葉
、
「新
平
民
が
美
し
い
思
想
を
持

つ
と
は
思

は
れ
な

い
ぢ
や
な
い
か
」
(第
三
章
、
五
)
と
い
う
言
葉

に
対
す
る

「
丑
松
」
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の
反
応
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
友
達
が
帰
っ
た
後
、
丑
松
は
心
の
激
昂
を
制
へ
き
れ
な
い
と
い
ふ
風
で
、

　
　
自
分
の
部
屋
の
内
を
歩
い
て
見
た
。
（
中
略
）
賎
民
だ
か
ら
取
る
に
足
ら

　
　
ん
。
斯
う
い
ふ
無
法
な
言
草
は
、
選
考
へ
て
見
た
ぽ
か
り
で
も
、
腹
立
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
だ
か
ま
り

　
　
し
い
。
あ
〉
、
種
族
の
相
違
と
い
ふ
屏
撹
の
前
に
は
、
い
か
な
る
熱
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
つ
つ
み

　
　
涙
も
、
い
か
な
る
至
情
の
言
葉
も
、
い
か
な
る
鉄
槌
の
や
う
な
猛
烈
な
思

　
　
想
も
、
そ
れ
を
動
か
す
力
は
無
い
の
で
あ
ら
う
。
（
第
三
章
、
六
）

　
「
丑
松
」
と
「
銀
之
助
」
の
友
情
が
擬
制
の
上
に
成
り
た
っ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
同
時
に
、
農
科
大
学
の
助
手
と
し
て
旅
立
つ
こ
と
に
決
ま
っ
た
、
「
銀
之
助
」

の
手
紙
を
受
け
と
っ
た
「
丑
松
」
の
心
持
を
藤
村
は
、
「
功
名
を
慕
ふ
情
熱
は
、

斯
の
友
人
の
手
紙
を
見
る
と
同
時
に
、
烈
し
く
丑
松
の
心
を
刺
激
し
た
。
」
（
第

十
一
章
、
三
）
と
描
い
て
い
る
。
「
丑
松
」
が
飯
山
の
小
学
校
の
教
師
を
し
て

い
る
の
は
、
そ
れ
が
彼
の
人
生
の
最
終
的
な
目
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
一
体
、
丑
松
が
師
範
校
へ
入
学
し
た
の
は
、
多
く
の
他
の
学
友
と
同
じ
や

　
　
う
に
、
衣
食
の
途
を
得
る
為
で
一
そ
れ
は
小
学
教
師
を
志
願
す
る
や
う
な

　
　
も
の
は
、
誰
し
も
似
た
境
遇
に
居
る
の
で
あ
る
か
ら
一
と
は
い
ふ
も
の
〉
、

　
　
丑
松
も
無
論
今
の
位
置
に
満
足
し
て
は
居
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
丑
松
に

　
　
言
は
せ
る
と
、
た
と
へ
高
等
師
範
を
卒
業
し
て
、
中
学
か
師
範
校
か
の
教

　
　
員
に
成
っ
た
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
も
し
も
仁
太
郎
の
や
う
な
目
に
逢
っ
た

　
　
ら
奈
何
す
る
。
何
処
ま
で
行
っ
て
も
安
心
が
出
来
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
飯

　
　
山
あ
た
り
の
田
舎
に
隠
れ
て
、
じ
っ
と
辛
抱
し
て
、
義
務
年
限
の
終
り
を

　
　
待
た
う
。
其
間
に
勉
強
し
て
他
の
方
面
へ
出
る
下
地
を
作
ら
う
。
素
性
が

　
　
素
性
な
ら
、
友
達
な
ん
ぞ
に
置
い
て
行
か
れ
る
積
り
は
毛
頭
無
い
の
だ
。

　
　
斯
う
嘆
息
し
て
、
丑
松
は
深
く
銀
之
助
の
身
の
上
を
羨
ん
だ
。
（
第
十
一

　
　
章
、
三
）

　
「
蓮
太
郎
」
の
悲
劇
を
受
け
と
め
る
丑
松
の
思
念
は
、
立
身
を
思
う
思
い
の

中
で
否
定
的
で
あ
る
。
「
丑
松
」
は
部
落
民
を
さ
げ
す
む
「
銀
之
助
」
の
立
身

を
う
ら
や
み
、
そ
れ
へ
の
羨
望
の
念
を
か
く
し
て
い
な
い
。
「
丑
松
」
は
身
分

を
か
た
く
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
立
身
を
願
う
人
生
を
歩
む
こ
と
を
是
と
し
て
い

た
わ
け
で
、
「
増
太
郎
」
の
生
き
方
も
、
そ
の
思
想
も
「
丑
松
」
の
心
の
本
音

に
は
届
い
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
丑
松
」
に
は
、

「
子
の
胸
に
流
れ
伝
は
る
親
の
其
血
潮
」
（
第
七
章
、
六
）
が
生
き
続
け
て
い
た

わ
け
で
あ
っ
た
。
秘
密
を
隠
し
続
け
る
「
丑
松
」
の
心
は
、
こ
の
世
の
中
で
た

だ
父
と
だ
け
結
ぼ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
「
丑
松
」
の
心
は
、
一
方
で
、
「
蓮
太
郎
」
に
強
く
引
か
れ
て
い
た

こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。

　
　
新
し
い
思
想
家
で
も
あ
り
戦
士
で
も
あ
る
猪
子
蓮
太
郎
と
い
ふ
人
物
が
檬

　
　
多
の
中
か
ら
産
れ
た
と
い
ふ
事
実
は
、
丑
松
の
心
に
深
い
感
動
を
与
へ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
そ
か

　
　
の
で
一
ま
あ
、
丑
松
の
積
り
で
は
、
隠
に
先
輩
と
し
て
慕
っ
て
居
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ん
な

　
　
あ
る
。
同
じ
人
間
で
あ
り
乍
ら
、
自
分
等
ぽ
か
り
其
様
に
軽
蔑
さ
れ
る
道

　
　
理
が
無
い
、
と
い
ふ
烈
し
い
意
気
込
を
持
つ
や
う
に
な
っ
た
の
も
、
実
は

　
　
こ
の
先
輩
の
感
化
で
あ
っ
た
。
斯
う
い
ふ
訳
か
ら
、
蓮
太
郎
の
著
述
と
い

　
　
へ
ぼ
必
ず
買
っ
て
読
む
。
（
中
略
）
読
め
ば
読
む
程
丑
松
は
こ
の
先
輩
に

　
　
手
を
引
か
れ
て
、
新
し
い
世
界
の
方
へ
連
れ
て
行
か
れ
る
や
う
な
気
が
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち
あ

　
　
た
。
官
展
と
し
て
の
悲
し
い
自
覚
は
い
つ
の
間
に
か
其
事
を
遂
げ
た
の
で

　
　
あ
る
。
今
度
の
新
著
述
は
、
『
我
は
臓
多
な
り
』
と
い
ふ
文
句
で
始
め
て

　
　
あ
っ
た
。
（
中
略
）
『
我
は
椴
多
な
り
』
一
あ
〉
、
ど
ん
な
に
是
一
句
が
丑

　
　
　
　
　
　
　
　
か
き
み
だ

　
　
松
の
若
い
心
を
掻
乱
し
た
ら
う
。
（
第
一
章
、
四
）

　
新
し
い
思
想
家
「
蓮
太
郎
」
が
「
丑
松
」
と
同
じ
部
落
民
で
あ
る
こ
と
、
自

分
達
が
同
じ
人
間
で
あ
り
な
が
ら
軽
蔑
さ
れ
る
道
理
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ

う
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
「
蓮
太
郎
」
に
強
く
引
か
れ
る
と
共
に
「
臓
多
と
し



『破戒』の読みについて（39）

て
の
悲
し
い
自
覚
」
が
「
丑
松
」
自
身
に
生
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て

い
る
。
「
喜
太
郎
」
は
、
「
貧
民
、
労
働
者
、
ま
た
は
新
平
民
等
の
生
活
」
に
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ

い
関
心
を
持
っ
て
、
「
社
会
の
下
層
を
流
れ
る
清
水
に
掘
り
あ
て
る
迄
は
、
倦

　
　
た
わ
　
　
　
　
　
つ
　
と

ま
ず
擁
ま
ず
努
力
め
る
」
思
想
家
で
あ
っ
た
。

　
「
銀
之
助
」
は
「
丑
松
」
の
下
宿
を
た
ず
ね
て
沈
ん
で
い
る
彼
に
次
の
よ
う

に
語
り
か
け
る
。

　
　
そ
り
や
好
い
感
化
な
ら
可
い
け
れ
ど
も
、
悪
い
感
化
だ
か
ら
困
る
。
見
た

　
　
ま
へ
、
君
の
性
質
が
変
っ
て
来
た
の
は
、
彼
の
先
生
の
も
の
を
読
み
出
し

　
　
て
か
ら
だ
。
（
第
三
章
、
五
）

　
「
で
は
、
貧
民
と
か
労
働
者
と
か
言
ふ
や
う
な
も
の
に
同
情
を
寄
せ
る
の
は

い
か
ん

不
可
と
言
ふ
の
か
ね
。
」
と
言
う
の
が
丑
松
の
答
え
で
あ
っ
た
。
「
丑
松
」
が
没

落
士
族
で
あ
る
「
風
間
敬
之
進
」
一
家
に
深
い
同
情
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
「
敬
之
進
」
の
家
の
家
族
構
成
や
不
幸
な
夫
婦
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら
ふ

　
　
敬
之
進
は
墨
書
の
為
に
傑
へ
て
居
た
。
素
面
で
居
る
時
は
、
か
ら
も
う
元

　
　
気
の
無
い
人
で
、
言
葉
も
す
く
な
く
、
病
人
の
や
う
に
見
え
る
。
（
中
略
）

　
　
丑
松
は
『
藁
に
よ
』
の
蔭
で
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
家
族
の
こ
と
を
思
ひ

　
　
浮
べ
て
、
　
一
層
篭
耳
に
親
し
く
な
っ
た
や
う
な
心
地
が
し
た
。
（
第
四
章
、

　
　
四
）

　
自
ら
士
族
の
零
落
を
語
る
「
敬
之
進
」
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
「
丑
松
」
が
、

「
蓮
太
郎
」
の
著
作
や
思
想
を
思
い
浮
べ
て
い
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
「
蓮
太
郎
」
の
下
層
社
会
に
向
け
る
目
は
、
「
丑
松
」
の
没
落
士
族
、
「
敬

之
進
」
一
家
に
向
け
る
心
情
と
ま
な
ざ
し
に
重
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
ゆ

「
丑
松
」
は
、
自
分
の
体
験
と
自
分
の
目
を
通
し
て
明
治
の
世
に
零
落
を
余
儀

無
く
さ
れ
た
不
幸
な
家
族
を
見
守
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
又
、
こ
れ
と
は
別
に
、
政
治
家
「
高
柳
利
三
郎
」
の
金
銭
目
的
の
た
め
の
部

落
民
の
娘
と
の
結
婚
に
関
す
る
「
江
太
郎
」
の
話
が
記
さ
れ
る
。

　
　
あ
る
ひ
は
、
彼
男
に
言
は
せ
た
ら
、
六
左
衛
門
だ
つ
て
立
派
な
公
民
だ
、

　
　
其
娘
を
貰
ふ
の
に
何
の
不
思
議
が
有
る
、
親
子
の
問
柄
で
選
挙
の
時
な
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
り
ま
へ

　
　
に
助
け
て
貰
ふ
の
は
至
当
ぢ
や
な
い
か
1
斯
う
言
ふ
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
き

　
　
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
可
さ
。
階
級
を
打
破
し
て
迄
も
、
気
に
入
っ
た
女
を
貰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
そ

　
　
ふ
位
の
心
意
気
が
有
る
な
ら
、
又
面
白
い
。
何
故
そ
ん
な
ら
、
孤
品
々
々

　
　
と
祝
言
な
ぞ
を
為
る
ん
だ
ら
う
。
（
中
略
）
ま
あ
、
君
、
僕
等
の
側
に
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ほ
ど

　
　
つ
て
考
へ
て
見
て
呉
れ
た
ま
え
　
是
程
新
平
民
と
い
ふ
も
の
を
侮
辱
し
た

　
　
話
は
無
か
ら
う
。
（
中
略
）
彼
男
も
彼
男
な
ら
、
六
左
衛
門
も
六
左
衛
門

　
　
だ
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
へ
娘
を
呉
れ
た
と
こ
ろ
で
何
が
面
白
か
ら
う
。
（
中

　
　
略
）
虚
栄
心
に
も
程
が
有
る
さ
。
ち
っ
た
あ
娘
の
こ
と
も
考
へ
さ
う
な
も

　
　
の
だ
が
な
あ
。
（
第
九
章
、
三
）

　
藤
村
は
『
破
戒
』
の
中
で
、
社
会
の
最
下
層
の
人
々
へ
の
目
く
ば
り
を
行
う

こ
と
を
わ
す
れ
な
か
っ
た
。
　
『
破
戒
』
の
中
に
は
し
ば
し
ぼ
「
階
級
」
と
い
う

言
葉
が
出
て
来
る
。
藤
村
は
『
破
戒
』
の
中
に
明
治
の
社
会
の
身
分
秩
序
を
な

が
め
る
目
を
確
か
に
導
入
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
明
治
の
社
会
の
中

で
犠
牲
を
し
い
ら
れ
る
人
々
と
対
極
の
位
置
に
、
積
極
的
に
身
分
秩
序
の
世
界

を
受
け
入
れ
て
、
そ
う
し
た
社
会
の
中
で
権
力
を
に
ぎ
っ
て
行
こ
う
と
す
る

人
々
が
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
予
め
金
牌
を
胸
に
掛
け
る
積
り
で
、
教

育
事
業
な
ぞ
に
従
事
し
て
い
る
」
（
第
十
八
章
、
五
）
校
長
や
郡
視
学
や
「
文

平
」
等
で
あ
る
。
こ
う
し
た
登
場
人
物
の
対
照
は
、
主
人
公
「
丑
松
」
を
中
心

に
彼
の
身
の
ま
わ
り
に
一
つ
の
身
分
秩
序
の
社
会
構
造
を
創
り
上
げ
て
い
る
と

言
え
る
。
飯
山
は
仏
教
の
地
で
あ
る
。
そ
の
飯
山
の
蓮
華
寺
の
住
職
は
、
「
お

志
保
」
の
悲
し
み
の
原
因
で
あ
る
。
「
丑
松
」
を
と
り
ま
く
飯
山
の
人
々
の
あ

り
様
は
、
山
国
の
閉
鎖
的
な
社
会
の
云
い
を
あ
ら
わ
に
し
な
が
ら
「
丑
松
」
を

包
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
。
「
丑
松
」
は
そ
う
し
た
社
会
の
中
で
自
己
の
身
分
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を
隠
し
な
が
ら
立
身
の
夢
を
持
ち
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
あ

　
　
こ
れ
か
ら
世
に
出
て
身
を
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
が
、
誰
が
好
ん
で
告
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
エ

　
　
け
る
や
う
な
真
似
を
為
よ
う
。
（
中
略
）
憶
。
い
つ
ま
で
も
斯
う
し
て
生

　
　
き
た
い
。
と
願
へ
ぽ
願
ふ
ほ
ど
、
余
計
に
積
多
と
し
て
の
切
な
い
自
覚
が

　
　
湧
き
上
る
の
で
あ
る
。
現
世
の
歓
楽
は
美
し
く
丑
松
の
眼
に
映
じ
て
来
た
。

　
　
　
　
　
い
　
か

　
　
た
と
へ
奈
何
な
る
場
合
が
あ
ら
う
と
、
大
切
な
戒
ぽ
か
り
は
破
る
ま
い
と

　
　
考
へ
た
。
（
第
三
章
、
六
）

　
「
丑
松
」
は
「
現
世
の
歓
楽
」
を
肯
定
し
な
が
ら
「
身
を
立
て
よ
う
と
す

る
」
志
を
あ
つ
く
保
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

二

　
父
の
葬
儀
の
帰
途
、
「
丑
松
」
は
吉
田
屋
と
い
う
宿
に
「
蓮
太
郎
」
を
訪
ね

る
。
「
蓮
太
郎
」
か
ら
「
高
柳
」
の
卑
劣
な
結
婚
の
話
を
聞
い
て
帰
る
道
す
が

ら
、
「
丑
松
し
は
か
ね
て
「
蓮
太
郎
」
に
だ
け
は
自
分
の
身
分
を
う
ち
あ
け
て
、

先
輩
と
の
心
の
き
ず
な
を
真
実
の
も
の
と
し
た
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
実
現

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
く
。
そ
う
し
た
時
に
、
「
第
一
、
今
の
場
合
、
自
分

は
臓
多
で
あ
る
と
考
へ
た
く
無
い
、
是
迄
も
普
通
の
人
間
で
通
っ
て
来
た
、
是

　
　
さ
　
　
き

か
ら
将
来
と
て
も
無
論
普
通
の
人
間
で
通
り
た
い
、
そ
れ
が
至
当
な
道
理
で
あ

る
か
ら
一
」
と
い
う
思
念
が
「
丑
松
」
の
脳
裏
に
の
ぼ
っ
て
く
る
。
し
か
し

「
残
念
乍
ら
、
丑
松
は
自
分
で
自
分
を
欺
い
て
居
る
や
う
に
感
じ
て
来
た
。
」

（
第
九
章
、
四
）
と
す
ぐ
さ
ま
自
ら
の
思
念
を
反
省
は
す
る
が
、
「
丑
松
」
が

「
同
族
」
の
人
々
、
た
と
え
ぽ
教
え
子
の
「
仙
太
」
な
ど
へ
の
あ
つ
い
同
情
を

見
せ
な
が
ら
も
、
水
本
精
一
郎
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
自
分
自
身
の
身
分
の
真

実
を
、
自
己
自
身
直
視
す
る
こ
と
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
心
情
の
傾
向
を
持
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

合
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
丑
松
」
は
、
部
落
民
が
差
別
さ
れ

る
身
分
秩
序
の
社
会
の
中
で
、
自
己
の
出
自
を
否
定
、
隠
蔽
し
よ
う
と
し
な
が

ら
立
身
の
道
を
歩
も
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
丑
松
」
は
、
父
を
葬
っ
て
飯
山
に
帰
っ
て
く
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
後
、
旅

の
途
中
で
出
会
い
、
新
し
い
妻
を
迎
え
た
「
高
柳
」
の
訪
問
を
受
け
る
。

い
か
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な
た
が
た

「
如
何
せ
ん
、
素
養
は
無
し
、
貴
方
等
の
や
う
に
規
則
的
な
教
育
を
享
け
た
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
の
な
か

は
無
し
、
そ
れ
で
此
の
生
存
競
争
の
社
会
に
立
た
う
と
い
ふ
の
で
す
か
ら
、
勢

ひ
常
道
を
踏
ん
で
は
居
ら
れ
な
く
な
る
。
」
（
第
十
三
章
、
四
）
と
、
「
高
柳
」

は
自
分
の
結
婚
の
秘
密
を
ほ
の
め
か
し
な
が
ら
、
妻
が
「
丑
松
」
の
身
分
を
知

っ
て
い
る
こ
と
を
そ
れ
と
な
く
暗
示
す
る
。

　
こ
う
し
て
「
丑
松
」
の
秘
密
は
、
や
が
て
身
辺
の
人
々
の
口
に
の
ぼ
る
よ
う

に
な
っ
て
行
く
。
「
文
平
」
か
ら
の
耳
う
ち
で
、
校
長
も
「
丑
松
」
の
秘
密
を

知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
日
、
課
業
の
明
い
た
午
後
、
「
丑
松
」
は
、
「
銀
之

助
」
か
ら
教
え
ら
れ
た
「
蓮
太
郎
」
の
こ
と
が
載
っ
て
い
る
新
聞
を
人
に
知
ら

れ
な
い
よ
う
に
ど
こ
で
読
も
う
か
と
考
え
る
。
「
『
い
っ
そ
二
階
の
講
堂
へ
行
っ

て
読
め
。
』
斯
う
考
へ
て
、
丑
松
は
二
階
へ
通
ふ
階
段
を
一
階
づ
〉
音
の
し
な

い
や
う
に
上
っ
た
。
そ
こ
は
天
長
節
の
式
場
に
用
ひ
ら
れ
た
大
広
間
」
で
、

「
下
手
な
教
室
の
隅
な
ぞ
よ
り
は
反
っ
て
安
全
な
場
処
の
や
う
に
思
は
れ
た
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
そ
れ

（
第
十
四
章
、
四
）
か
ら
で
あ
る
。
「
漠
然
と
し
た
恐
怖
の
情
は
絶
え
ず
丑
松
の

心
を
刺
激
し
て
、
先
輩
に
就
い
て
の
記
事
を
読
み
乍
ら
も
、
唯
も
う
自
分
の
一

生
の
こ
と
ぽ
か
り
考
へ
つ
ゴ
け
」
で
い
る
「
丑
松
」
に
、
だ
し
ぬ
け
に
、
「
瀬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ぐ
り

川
君
、
何
を
君
は
御
読
み
で
す
か
」
と
声
を
か
け
た
者
が
あ
っ
た
。
「
穿
馨
を

入
れ
る
や
う
な
目
付
」
（
第
十
四
章
、
四
）
を
し
た
校
長
で
あ
っ
た
。

　
『
破
戒
』
に
描
か
れ
た
「
天
長
節
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
平
岡
敏
夫
氏
が

　
　
　
　
　
ヨ
　

指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
天
皇
を
頂
点
と
し
た
明
治
の
身
分
秩
序
の
社
会

を
想
起
し
て
お
け
ぽ
よ
い
。
そ
の
「
天
長
節
の
式
場
に
用
い
ら
れ
た
大
広
間
」

で
の
校
長
と
の
出
し
抜
け
の
出
会
い
を
境
に
し
て
、
「
丑
松
」
の
心
境
と
境
遇

に
大
き
な
変
化
が
起
き
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。
校
長
と
「
並
ん
で
階
段
を
下
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り
る
間
に
も
、
何
と
な
く
丑
松
は
胸
騒
ぎ
が
し
て
、
言
ふ
に
言
は
れ
ぬ
不
快
な

こ
き
う
も
ち

心
地
に
成
る
の
で
あ
っ
た
。
邪
推
か
は
知
ら
な
い
が
、
ど
う
も
斯
の
校
長
の

し
む
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら
じ
ら

態
度
が
変
っ
た
。
妙
に
冷
淡
し
く
成
っ
た
。
い
や
、
冷
淡
し
い
ぼ
か
り
で
は
無

　
　
い
　
や

い
、
可
厭
に
神
経
質
な
鼻
で
も
つ
て
、
自
分
の
隠
し
て
居
る
秘
密
を
嗅
ぐ
か
の

や
う
に
も
感
ぜ
ら
る
〉
。
（
中
略
）
ど
う
か
す
る
と
階
段
を
下
り
る
拍
子
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
す
れ
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぶ
る
ひ

二
人
の
肩
と
肩
と
が
触
含
ふ
こ
と
も
あ
る
。
冷
た
い
三
傑
は
丑
松
の
身
体
を
通

し
て
流
れ
下
る
の
で
あ
っ
た
。
」
（
第
十
四
章
、
四
）
1
そ
の
日
「
丑
松
」
は

　
　
　
　
　
　
　
お
も
ひ

「
不
安
と
恐
怖
と
の
念
を
抱
ぎ
乍
ら
（
中
略
）
学
校
の
門
を
出
た
。
」
「
急
に
烈

　
　
め
ま
ひ

し
い
眩
量
に
襲
は
れ
て
、
丑
松
は
其
処
へ
暗
れ
か
〉
り
さ
う
に
成
っ
た
。
」
（
第

十
四
章
、
四
）
1
「
予
め
金
牌
を
胸
に
掛
け
る
積
り
で
、
教
育
事
業
」
に
た
ず

さ
わ
っ
て
い
る
校
長
と
、
部
落
民
「
丑
松
」
と
の
心
情
の
差
異
に
注
目
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

　
自
分
の
秘
密
が
世
間
に
知
ら
れ
て
行
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
の
中
で

の
「
丑
松
」
の
思
い
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
現
世
の
歓
楽
を
慕
ふ
心
は
、
今
、
丑
松
の
胸
を
衝
い
て
む
ら
く
と
湧
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
は
じ

　
　
上
っ
た
。
捨
て
ら
れ
、
卑
し
め
ら
れ
、
爪
弾
き
せ
ら
れ
、
同
じ
人
間
の
仲

　
　
間
入
す
ら
出
来
な
い
や
う
な
、
つ
た
な
い
同
族
の
運
命
を
考
へ
れ
ば
考
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

　
　
る
ほ
ど
、
猶
々
斯
の
若
い
生
命
が
惜
ま
る
〉
。
（
第
十
五
章
、
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

「
現
世
の
歓
楽
を
慕
ふ
心
」
と
「
若
い
生
命
」
を
惜
し
む
心
と
が
同
時
に
「
丑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぼ

松
」
の
思
念
の
世
界
に
上
っ
て
来
た
わ
け
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
思
い
と
は
う
ら
は
ら
に
、
「
丑
松
」
の
絶
望
の
思
念
は
深
ま

り
や
が
て
彼
に
死
へ
の
思
い
を
い
だ
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
　
『
あ
〉
。
』
と
丑
松
は
深
い
溜
息
を
吐
い
て
、
『
省
吾
さ
ん
な
ぞ
は
朱
だ
死

　
　
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
た
こ
と
が
有
ま
す
ま
い
ね
え
。
』
（
第
十
五
章
、

　
　
二
）

　
こ
の
「
丑
松
」
の
述
懐
を
聞
い
た
省
吾
は
、
「
お
志
保
姉
さ
ん
も
克
く
其
様

な
こ
と
を
言
ひ
や
す
よ
。
」
（
第
十
五
章
、
二
）
と
答
え
る
。

　
　
『
姉
さ
ん
も
P
』
と
丑
松
は
熱
心
な
眸
を
注
い
だ
。
（
中
略
）
問
も
無
く

　
　
省
吾
は
出
て
行
っ
た
。
（
中
略
）
丑
松
は
、
血
の
湧
く
思
を
抱
き
乍
ら
、

　
　
円
い
柱
と
柱
と
の
間
を
往
つ
た
り
来
た
り
し
た
。
『
お
志
保
さ
ん
、
お
志

　
　
保
さ
ん
。
』
あ
て
ど
も
無
く
口
の
中
で
呼
ん
で
見
た
の
で
あ
る
。
（
第
十
五

　
　
章
、
二
）

　
こ
う
し
て
「
丑
松
」
の
思
念
は
死
へ
の
思
い
を
介
し
て
急
速
に
薄
幸
な
「
お

志
保
」
に
近
づ
い
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
『
若
し
自
分
の
素
性
が
お
志
保
の
耳
に
入
っ
た
ら
一
』
其
を
考
へ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

　
　
つ
く
ぐ
臓
多
の
生
命
の
味
気
な
さ
を
感
ず
る
。
漠
然
と
し
た
死
滅
の
思

　
　
想
は
、
人
懐
し
さ
の
情
に
混
っ
て
、
烈
し
く
胸
中
を
往
来
し
始
め
た
。

　
　
（
第
十
五
章
、
二
）

　
部
落
民
ゆ
え
の
「
お
志
保
」
へ
の
切
な
い
思
い
と
「
死
滅
の
思
想
」
と
が
複

合
し
て
「
丑
松
」
の
思
念
の
世
界
を
占
め
て
行
く
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
「
お

志
保
」
へ
の
思
い
は
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
『
あ
〉
、
お
志
保
さ
ん
は
死
ぬ
か
も
知
れ
な
い
。
』
と
不
図
斯
う
い
ふ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
し
み

　
　
と
を
想
ひ
着
い
た
時
は
、
言
ふ
に
言
は
れ
ぬ
哀
傷
が
身
を
襲
ふ
や
う
に
感

　
　
ぜ
ら
れ
た
。
（
第
十
九
章
、
　
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
き

　
　
あ
の
家
へ
帰
っ
て
行
っ
た
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
果
し
て
是
か
ら
将
来
奈
何

　
　
な
る
だ
ろ
う
。
『
あ
〉
、
お
志
保
さ
ん
は
死
ぬ
か
も
知
れ
な
い
。
』
と
不
図

　
　
昨
夕
と
同
じ
や
う
な
こ
と
を
思
ひ
つ
い
た
時
は
、
言
ふ
に
言
は
れ
ぬ
悲
し

　
　
　
こ
ニ
う
も
ち

　
　
い
心
地
に
な
っ
た
。
（
第
十
九
章
、
五
）

　
「
丑
松
」
の
思
い
が
死
へ
の
思
い
を
介
し
て
「
お
志
保
」
と
の
つ
な
が
り
を

深
め
て
行
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。



（42）

三

　
こ
う
し
た
絶
望
的
な
心
境
の
中
で
、
「
丑
松
」
は
や
が
て
次
の
よ
う
な
思
念

と
結
論
に
た
ど
り
着
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
斯
社
会
か
ら
捨
て
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
い
か
に
言
っ
て
も
情
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
っ
か
し
さ

　
　
あ
〉
放
逐
　
何
と
い
ふ
一
生
の
恥
辱
で
あ
ら
う
。
（
中
略
）
あ
〉
、
あ
〉
、

　
　
捨
て
ら
れ
た
く
な
い
、
非
人
あ
っ
か
ひ
に
は
さ
れ
た
く
な
い
、
何
時
迄
も

　
　
世
間
の
人
と
同
じ
や
う
に
し
て
生
き
た
い
1
斯
う
考
へ
て
、
同
族
の
受
け

　
　
　
さ
ま
ぐ

　
　
た
種
々
の
悲
し
い
恥
、
世
に
あ
る
不
道
理
な
習
慣
、
『
番
太
』
と
い
ふ
乞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
っ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
に
ち
ま
で

　
　
食
の
階
級
よ
り
も
一
層
劣
等
な
人
種
の
や
う
に
卑
め
ら
れ
た
今
日
迄
の
繊

　
　
多
の
歴
史
を
繰
返
し
た
。
（
中
略
）
其
時
に
成
っ
て
、
丑
松
は
後
悔
し
た
。

　
　
何
故
、
自
分
は
学
問
し
て
、
正
し
い
こ
と
自
由
な
こ
と
を
慕
ふ
や
う
な
、

　
　
　
　
　
か
ん
が
へ

　
　
其
様
な
思
想
を
持
つ
た
の
だ
ら
う
。
同
じ
人
間
だ
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
な

　
　
か
っ
た
な
ら
、
甘
ん
じ
て
世
の
軽
蔑
を
受
け
て
も
居
ら
れ
た
ら
う
も
の
を
。

　
　
　
　
　
う
れ
　
　
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ひ
で

　
　
（
中
略
）
歓
し
哀
し
い
過
去
の
追
憶
は
丑
松
の
胸
の
中
に
浮
ん
で
来
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ひ
で

　
　
（
中
略
）
藤
て
、
斯
う
い
ふ
過
去
の
追
憶
が
こ
ち
ゃ
く
胸
の
中
で
一
緒

　
　
に
成
っ
て
、
煙
の
や
う
に
乱
れ
て
消
え
て
了
ふ
と
、
唯
二
つ
し
か
是
か
ら

　
　
さ
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
が
へ

　
　
将
来
に
執
る
べ
き
道
は
無
い
と
い
ふ
思
想
に
落
ち
て
行
っ
た
。
唯
二
つ

　
　
放
逐
か
、
死
か
。
到
底
丑
松
は
放
逐
さ
れ
て
生
き
て
居
る
気
は
無
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
と

　
　
其
よ
り
は
寧
ろ
後
者
の
方
を
択
ん
だ
の
で
あ
る
。
（
第
十
九
章
、
七
）

　
「
丑
松
」
の
結
論
は
、
「
唯
二
つ
一
放
逐
か
、
死
か
。
到
底
丑
松
は
放
逐
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
と

れ
て
生
き
て
居
る
気
は
無
か
っ
た
。
其
よ
り
は
寧
ろ
後
者
の
方
を
択
ん
だ
の
で

あ
る
。
」
と
言
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
あ
〉
、
あ
〉
、
捨
て
ら
れ
た
く
な
い
、
非

人
あ
っ
か
ひ
に
は
さ
れ
た
く
な
い
、
何
時
迄
も
世
間
の
人
と
同
じ
や
う
に
し
て

生
き
た
い
」
と
い
う
思
い
を
い
だ
く
「
丑
松
」
は
、
「
死
」
を
選
ん
だ
お
け
だ

が
、
こ
の
結
論
に
は
納
得
の
い
か
な
い
点
が
指
摘
で
き
る
。
「
丑
松
」
は
日
々

の
生
活
の
中
で
差
別
さ
れ
て
い
る
多
く
の
「
同
族
」
の
人
々
の
こ
と
を
ど
う
考

え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
死
」
を
考
え
る
「
丑
松
」
は
、
差
別
さ
れ
て
い
る

多
く
の
「
同
族
」
の
人
々
と
共
に
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
全
く
考
え
て
い
な
い
。

「
丑
松
」
は
、
自
分
が
他
の
差
別
さ
れ
て
い
る
「
同
族
」
の
人
々
と
同
じ
部
落

民
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
心
情
に
お
い
て
現
に
差
別
さ
れ
て
い
る
部
落
の
人
々
と

共
に
居
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
と
言
え
る
。
そ
こ
に
「
丑
松
」
の
心
の
病
巣
が

あ
ら
わ
に
さ
れ
て
い
る
と
這
え
よ
う
。
「
丑
松
」
は
父
の
戒
め
に
従
っ
て
、
身

分
を
隠
し
な
が
ら
立
身
の
道
を
歩
も
う
と
し
た
。
そ
う
し
た
「
丑
松
」
の
思
念

は
、
そ
の
根
源
的
な
と
こ
ろ
で
差
別
さ
れ
て
い
る
他
の
部
落
の
人
々
と
共
に
居

な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
べ
り

　
　
奈
何
に
丑
松
は
『
死
』
の
恐
し
さ
を
考
へ
乍
ら
、
動
揺
す
る
船
橋
の
板
縁
近

　
　
く
歩
い
て
行
っ
た
ら
う
。
（
第
十
九
章
、
七
）

　
　
ぜ
め
て
彼
の
先
輩
だ
け
に
自
分
の
こ
と
を
話
さ
う
、
と
不
図
、
丑
松
が
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
わ
か
れ

　
　
ひ
着
い
た
の
は
、
其
橋
の
上
で
あ
る
。
『
臆
、
そ
れ
が
最
後
の
別
離
だ
。
』

　
　
と
ま
た
自
分
で
自
分
を
混
む
や
う
に
叫
ん
だ
。
（
中
略
）
尤
も
、
丑
松
は

　
　
直
に
早
足
で
蓮
太
郎
の
宿
屋
へ
尋
ね
て
行
か
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
間
も

　
　
無
く
演
説
会
の
始
ま
る
こ
と
を
承
知
し
て
居
た
。
左
様
だ
、
其
の
済
む
ま

　
　
で
待
つ
よ
り
外
は
無
い
と
考
へ
た
。
（
第
二
十
章
、
一
）

　
「
丑
松
」
は
、
「
蓮
太
郎
」
に
自
分
の
こ
と
を
話
す
ま
で
死
を
留
保
し
た
が
、

死
へ
の
思
い
を
捨
て
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
死
を
決
し
た
こ
と
・

に
よ
っ
て
、
「
丑
松
」
に
は
新
し
い
世
界
が
実
感
を
と
も
な
っ
て
理
解
で
き
る

よ
う
に
な
る
。

　
　
零
落
－
丑
松
は
今
そ
の
前
に
面
と
向
っ
て
立
つ
た
の
で
あ
る
。
船
頭
や
、

　
　
上
野
や
、
ま
あ
下
等
な
労
働
者
の
口
か
ら
出
る
言
葉
と
溜
息
と
は
、
始
め

　
　
　
　
　
　
　
し
み
ぐ
　
　
　
　
こ
た

　
　
て
其
意
味
が
染
々
胸
に
徹
へ
る
や
う
な
気
が
し
た
。
（
第
二
十
章
、
一
）

　
こ
の
時
は
じ
め
て
、
「
貧
民
、
労
働
者
、
ま
た
は
新
平
民
等
の
生
活
状
態
を
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研
究
」
す
る
「
平
太
郎
」
の
思
想
が
「
丑
松
」
の
心
の
中
に
現
実
の
も
の
と
し

て
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
「
蓮
太
郎
」
の
演
説
が
す
ん
だ
こ
と
を
聞
い
た
「
丑
松
」
は
、
宿
の
方
に
行

っ
て
「
蓮
太
郎
」
に
会
お
う
と
し
た
。
が
そ
の
時
、
宿
の
亭
主
か
ら
「
習
太

郎
」
が
「
高
柳
」
の
秘
密
を
あ
ぽ
い
た
た
め
、
襲
は
れ
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
を

知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
る
ほ

　
　
涙
は
反
っ
て
枯
れ
萎
れ
た
丑
松
の
胸
を
湿
し
た
。
電
報
を
打
っ
て
帰
る
道

　
　
す
が
ら
、
丑
松
は
真
太
郎
の
精
神
を
思
ひ
や
っ
て
、
其
を
自
分
の
身
に
引

　
　
比
べ
て
見
た
。
流
石
に
先
輩
の
生
涯
は
男
ら
し
い
生
涯
で
あ
っ
た
。
新
平

　
　
民
ら
し
い
生
涯
で
あ
っ
た
。
有
の
儘
に
素
性
を
公
言
し
て
歩
い
て
も
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
つ

　
　
れ
で
人
に
も
用
ゐ
ら
れ
、
万
許
さ
れ
て
居
た
。
『
我
は
繊
多
を
恥
と
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
が
へ

　
　
ず
。
』
一
何
と
い
ふ
ま
あ
壮
ん
な
思
想
だ
ら
う
。
其
に
比
べ
る
と
自
分
の

　
　
今
の
生
涯
は
1
其
時
に
成
っ
て
、
始
め
て
丑
松
も
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
か
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
り

　
　
自
分
は
其
を
隠
蔽
さ
う
く
と
し
て
、
持
っ
て
生
れ
た
自
然
の
性
質
を
鎖

　
　
へ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
っ
と
き

　
　
窮
し
て
居
た
の
だ
。
其
為
に
一
時
も
自
分
を
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
は
り

　
　
た
の
だ
。
思
へ
ぽ
今
迄
の
生
涯
は
虚
戯
の
生
涯
で
あ
っ
た
。
自
分
で
自
分

　
　
を
欺
い
て
居
た
。
あ
〉
　
何
を
思
ひ
、
何
を
煩
ふ
。
『
我
は
椴
多
な
り
』

　
　
と
男
ら
し
く
社
会
に
告
白
す
る
が
好
い
で
は
な
い
か
。
斯
う
馬
太
郎
の
死

　
　
が
丑
松
に
教
へ
た
の
で
あ
る
。
（
第
二
十
章
、
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
は
り

　
「
丑
松
」
が
「
今
迄
の
生
涯
は
梅
津
の
生
涯
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り

と
み
と
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
我
は
臓
多
を
恥
と
せ
ず
」
と
い
う

「
蓮
太
郎
」
の
思
想
と
彼
の
死
に
、
自
分
の
そ
れ
ま
で
の
生
涯
に
つ
い
て
は
げ

し
い
反
省
を
う
な
が
さ
れ
た
「
丑
松
」
は
、
「
自
分
で
自
分
を
欺
い
て
居
た
」

「
煩
い
の
多
い
｝
人
生
に
決
別
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
に
至
る
。

　
　
急
に
丑
松
は
新
し
い
勇
気
を
掴
ん
だ
。
ど
う
せ
最
早
今
迄
の
自
分
は
死
ん

　
　
だ
も
の
だ
。
恋
も
捨
て
た
、
名
も
捨
て
た
一
あ
〉
、
多
く
の
青
年
が
寝
食

　
　
を
忘
れ
る
程
に
あ
こ
が
れ
て
居
る
現
世
の
歓
楽
、
そ
れ
も
臓
多
の
身
に
は

　
　
何
の
用
が
有
ら
う
。
｝
新
平
民
1
先
輩
が
其
だ
1
自
分
も
亦
た
其
で
沢
山

　
　
だ
。
（
第
二
十
章
、
四
）

　
「
死
」
へ
の
思
い
を
抱
い
た
「
丑
松
」
は
、
「
ど
う
せ
最
早
今
迄
の
自
分
は

死
ん
だ
も
の
だ
。
」
と
い
う
覚
悟
を
固
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
生
へ
の
意
志

を
手
に
入
れ
る
。
そ
し
て
、
「
恋
も
捨
て
た
、
名
も
捨
て
た
一
あ
〉
、
多
く
の

青
年
が
寝
食
を
忘
れ
る
程
に
あ
こ
が
れ
て
居
る
現
世
の
歓
楽
、
そ
れ
も
臓
多
の

身
に
は
何
の
用
が
有
ら
う
。
」
と
、
身
分
を
隠
し
て
意
欲
し
つ
つ
あ
っ
た
「
現

世
の
歓
楽
」
、
「
恋
」
と
「
名
」
、
そ
し
て
立
身
へ
の
意
志
を
放
棄
す
る
。
そ
の

上
で
、
コ
新
平
民
1
先
輩
が
其
だ
1
自
分
も
亦
た
其
で
沢
山
だ
。
」
と
「
蓮
太

郎
」
の
生
涯
に
力
を
得
な
が
ら
自
分
の
身
分
、
自
身
の
身
を
置
く
べ
き
地
平
を

正
し
く
自
分
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
「
丑
松
」
の
「
心
の
更
生
」
、
す
な
わ
ち
心
の
病
の
克
服
が
自
己

自
身
で
な
さ
れ
て
、
「
告
白
」
へ
の
姿
勢
が
確
か
な
も
の
と
し
て
固
ま
る
。

「
死
」
へ
の
思
い
を
導
き
出
し
た
「
父
の
精
神
」
に
決
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

部
落
民
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
、
「
告
白
」
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
「
丑
松
」

は
、
新
し
い
人
生
を
生
き
よ
う
と
意
欲
す
る
こ
と
を
心
に
決
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
つ
ち
ム
め

　
　
い
よ
く
明
日
は
、
学
校
へ
行
っ
て
告
白
け
よ
う
。
教
員
仲
間
に
も
、
生

　
　
徒
に
も
、
話
さ
う
。
左
様
だ
、
其
を
為
る
に
し
て
も
、
後
後
ま
で
の
笑
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

　
　
な
ぞ
に
は
成
ら
な
い
や
う
に
。
成
る
べ
く
他
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
や
う
に
。
．

　
　
（
中
略
）
彼
是
す
る
う
ち
に
、
鶏
が
鳴
い
た
。
丑
松
は
新
し
い
暁
の
近
い

　
　
た
こ
と
を
知
っ
た
。
（
第
二
十
章
、
四
）

　
「
新
し
い
暁
」
と
は
「
丑
松
」
の
新
し
い
人
生
を
暗
示
す
る
言
葉
で
あ
る
は

ず
で
あ
る
。
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四

　
翌
朝
の
「
丑
松
」
の
姿
を
、
藤
村
は
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
い
　
や

　
　
あ
〉
、
卑
賎
し
い
糠
多
の
子
の
身
で
あ
る
と
半
期
す
れ
ぽ
、
飯
を
食
ふ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ぼ

　
　
も
我
知
ら
ず
涙
が
零
れ
た
の
で
あ
る
。
（
第
二
十
一
章
、
一
）

　
「
丑
松
」
が
自
分
の
出
自
を
受
け
入
れ
確
か
め
て
い
る
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
「
丑
松
」
の
「
父
の
精
神
」
へ
の
決
別
の
様
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
　
朝
飯
の
後
、
丑
松
は
机
に
向
っ
て
進
退
伺
を
書
い
た
。
其
時
一
生
の
戒
を

　
　
思
出
し
た
。
あ
の
父
の
言
葉
を
思
出
し
た
。
『
た
と
へ
い
か
な
る
目
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ぐ
り
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
あ

　
　
よ
う
と
、
い
か
な
る
人
に
遅
遁
は
う
と
、
決
し
て
其
と
は
自
白
け
る
な
、

　
　
　
　
　
い
か
り
か
な
し
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
の
な
か

　
　
一
旦
の
憤
怒
悲
哀
に
是
戒
を
忘
れ
た
ら
、
其
時
こ
そ
社
会
か
ら
捨
て
ら
れ

　
　
た
も
の
と
思
へ
。
』
斯
う
父
は
教
へ
た
の
で
あ
っ
た
。
『
隠
せ
』
1
其
を
守

　
　
　
　
　
　
　
　
ど
れ
ほ
ど

　
　
る
為
に
は
今
日
迄
何
程
の
苦
心
を
重
ね
た
ら
う
。
『
忘
れ
る
な
』
一
其
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
た
が
ひ
　
　
お
そ
れ

　
　
繰
返
す
度
に
何
程
の
猜
疑
と
恐
怖
と
を
抱
い
た
ら
う
。
も
し
父
が
斯
の
世

　
　
に
生
き
な
が
ら
へ
て
居
た
ら
、
ま
あ
気
で
も
狂
っ
た
か
の
や
う
に
自
分
の

　
　
か
ん
が
へ

　
　
思
想
の
変
っ
た
こ
と
を
憤
り
悲
む
で
あ
ら
う
か
、
と
想
像
し
て
見
た
。

　
　
た
と
ひ

　
　
仮
令
誰
が
何
と
言
は
う
と
、
今
は
そ
の
戒
を
破
り
棄
て
る
気
で
居
る
。

　
　
お
と
つ

　
　
『
阿
爺
さ
ん
、
堪
忍
し
て
下
さ
い
。
』
と
詫
入
る
や
う
に
繰
返
し
た
。
（
第

　
　
二
十
一
章
、
　
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
さ
ま
　
　
　
か
ん
が
へ

　
「
破
戒
－
何
と
い
ふ
悲
し
い
、
零
し
い
思
想
だ
ら
う
。
斯
う
思
ひ
乍
ら
、
丑

松
は
蓮
華
寺
の
山
門
を
出
た
。
」
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
ん
ぼ
り

　
　
其
朝
は
三
年
生
の
仙
太
も
早
く
出
て
来
て
体
操
場
の
隅
に
電
力
と
し
て

　
　
居
る
。
他
の
生
徒
を
羨
ま
し
さ
う
に
眺
め
停
立
ん
で
居
る
の
を
見
る
と
、

　
　
あ
ひ
か
は
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
し
ろ

　
　
不
相
変
誰
も
相
手
に
す
る
も
の
は
無
い
ら
し
い
。
丑
松
は
、
仙
太
を
背
後

　
　
か
ら
抱
〆
て
、
誰
が
見
よ
う
と
笑
は
う
と
其
様
な
こ
と
に
頓
着
な
く
、

　
　
お
の
づ
　

そ
と
　
　
　
　
　
　
　

あ
は
れ
み
　
こ
ニ
ろ

　
　
自
然
と
外
部
に
表
れ
る
深
い
哀
憐
の
情
緒
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
（
第
二

　
　
十
一
立
早
、
　
一
～
）

　
「
丑
松
」
が
、
部
落
の
少
年
「
仙
太
」
へ
の
思
い
を
通
し
て
心
の
底
か
ら
部

落
民
で
あ
る
こ
と
、
部
落
の
人
々
と
共
に
居
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
姿
が
こ

こ
に
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
「
丑
松
」
の
「
破

戒
」
、
す
な
わ
ち
「
告
白
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
『
皆
さ
ん
も
御
存
じ
で
せ
う
。
』
と
丑
松
は
噛
ん
で
含
め
る
や
う
に
三
つ

　
　
た
。
『
是
山
国
に
住
む
人
々
を
分
け
て
見
る
と
、
大
凡
五
通
り
に
別
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
う
さ
ん

　
　
居
ま
す
。
そ
れ
は
旧
士
族
と
、
町
の
商
人
と
、
お
百
姓
と
、
僧
侶
と
、
そ

　
　
れ
か
ら
ま
だ
外
に
穣
多
と
い
ふ
階
級
が
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
実
は
、
私

　
　
　
　
い
　
や

　
　
は
長
骨
賎
し
い
立
撃
の
一
人
で
す
。
』
手
も
足
を
烈
し
く
漂
へ
て
来
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま

　
　
（
中
略
）
『
こ
れ
か
ら
将
来
、
五
年
十
年
と
経
っ
て
、
稀
に
皆
さ
ん
が
小
学

　
　
校
時
代
の
こ
と
を
考
へ
て
御
覧
な
さ
る
時
に
一
あ
〉
、
あ
の
高
等
四
年
の

　
　
教
室
で
、
瀬
川
と
い
ふ
教
員
に
習
っ
た
こ
と
が
有
っ
た
ツ
け
一
あ
の
稼
多

　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
あ
　
　
　
　
　
　
わ
か
れ

　
　
の
教
員
が
素
性
を
告
白
け
て
、
別
離
を
述
べ
て
行
く
時
に
、
正
月
に
な
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
そ

　
　
ぼ
自
分
等
と
同
じ
や
う
に
屠
蘇
を
祝
ひ
、
天
長
節
が
来
れ
ば
同
じ
や
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
あ
は
せ

　
　
君
が
代
を
歌
っ
て
、
蔭
な
が
ら
自
分
等
の
幸
福
を
、
出
世
を
祈
る
と
言
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
ひ

　
　
た
ツ
け
一
斯
う
思
出
し
て
頂
き
た
い
の
で
す
。
（
中
略
）
あ
〉
、
仮
令
私

　
　
　
い
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
が
へ

　
　
は
卑
賎
し
い
生
れ
で
も
、
す
く
な
く
も
皆
さ
ん
が
立
派
な
思
想
を
御
持
ち

　
　
な
さ
る
や
う
に
、
毎
日
其
を
心
掛
け
て
教
へ
て
上
げ
た
積
で
す
。
せ
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
に
ち
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
ど
う
か

　
　
其
の
骨
折
に
免
じ
て
、
今
日
迄
の
こ
と
は
何
卒
許
し
て
下
さ
い
。
』
斯
う

　
　
言
っ
て
、
生
徒
の
机
の
と
こ
ろ
へ
手
を
突
い
て
、
詫
入
る
や
う
に
頭
を
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
つ

　
　
げ
た
。
『
皆
さ
ん
が
御
家
へ
御
帰
り
に
成
り
ま
し
た
ら
、
何
卒
父
親
さ
ん

　
　
　
お
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
く

　
　
や
母
親
さ
ん
に
私
の
こ
と
を
話
し
て
下
さ
い
1
今
迄
隠
蔽
し
て
居
た
の
は

　
　
全
く
済
ま
な
か
っ
た
、
と
言
っ
て
、
皆
さ
ん
の
前
に
手
を
突
い
て
、
斯
う

　
　
し
て
告
白
け
た
こ
と
を
話
し
て
下
さ
い
　
全
く
、
私
は
椴
多
で
す
、
調
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
け
た

　
　
で
す
、
不
浄
な
人
間
で
す
。
』
と
斯
う
添
加
し
て
言
っ
た
。
丑
松
は
ま
だ



「破戒』の読みについて（45）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
た
あ
し
み
あ
し
あ
と
ず
さ
り

　
　
詫
び
足
り
な
い
と
思
っ
た
か
、
二
歩
三
歩
退
却
し
て
、
『
許
し
て
下
さ

　
　
い
』
を
言
ひ
乍
ら
板
敷
の
上
へ
脆
い
た
。
（
第
二
十
一
章
、
六
）

　
こ
う
し
て
「
丑
松
」
の
「
告
白
」
す
な
わ
ち
「
破
戒
」
は
実
行
さ
れ
た
。
し

か
し
「
丑
松
」
自
身
に
と
っ
て
こ
の
「
破
戒
」
の
持
つ
実
質
上
の
意
味
に
つ
い

て
は
、
「
告
白
」
が
実
行
さ
れ
る
そ
の
前
の
晩
に
、
す
で
に
彼
自
身
の
心
の
中

で
は
決
着
が
着
け
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
う
し
た
「
丑
松
」
自
身
の
思
念

を
、
自
ら
行
動
の
上
に
表
わ
し
て
、
自
身
の
身
を
「
同
族
」
の
人
々
と
全
く
同

じ
地
平
に
置
く
こ
と
こ
そ
が
生
徒
達
の
前
で
「
告
白
」
を
実
行
す
る
こ
と
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
そ

味
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
「
正
月
に
な
れ
ぽ
自
分
等
と
同
じ
や
う
に
屠
蘇
を

祝
ひ
、
天
長
節
が
来
れ
ば
同
じ
や
う
に
君
が
代
を
歌
っ
て
、
蔭
な
が
ら
自
分
等

　
し
あ
わ
せ

の
幸
福
を
、
出
世
を
祈
る
と
言
っ
た
ツ
け
一
斯
う
思
出
し
て
頂
き
た
い
の
で

す
。
」
と
言
う
言
葉
は
、
無
論
、
自
分
自
身
立
身
へ
の
思
い
を
断
念
し
た
「
丑

松
」
の
言
葉
で
あ
っ
た
Q

　
部
落
の
青
年
が
、
明
治
の
社
会
の
中
で
立
身
を
志
し
た
時
、
た
と
え
ぽ
「
丑

松
」
の
よ
う
に
「
父
の
精
神
」
に
従
っ
て
、
身
分
を
隠
し
て
立
身
を
志
し
た
時

に
、
ど
の
よ
う
な
悲
劇
が
起
り
得
る
か
を
藤
村
は
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
藤
村

は
そ
う
い
う
形
で
、
差
別
を
か
か
え
こ
ん
だ
ま
ま
立
身
出
世
の
相
言
葉
が
唱
え

ら
れ
た
明
治
の
社
会
の
不
当
性
を
告
発
し
て
い
る
と
言
え
る
。
明
治
の
世
に
な

っ
て
「
解
放
令
」
が
出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
部
落
の
人
々
が
ど
の

よ
う
に
不
利
な
状
況
に
置
か
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ぽ
野
間
宏
氏
の
指

　
　
（
4
）

摘
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
を
『
破
戒
』
に
即
し
て
言
え
ば
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。
身
分
を
隠
し
て
「
功
名
を
夢
見
る
」
こ
と
、
立
身
を
志
す
こ
と
は
、

「
部
落
」
の
人
々
を
底
辺
に
持
つ
、
明
治
の
身
分
秩
序
の
社
会
を
差
別
す
る
側

へ
と
登
り
つ
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
丑
松
」
の
心
は
そ
う
し
た
意
味
で
、

「
同
族
扁
の
人
々
と
共
に
居
る
こ
と
を
拒
み
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
「
丑
松
」
の

「
告
白
」
の
意
味
は
そ
の
点
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
っ
た
。
「
丑
松
」
は
「
告

白
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
自
分
の
あ
や
ま
ち
を
認
め
、
自
分
の
身
を
置
く
べ

き
地
平
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
「
丑
松
」
は
「
告
白
」
を
決
意
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
「
告
白
」
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
差
別
さ
れ

て
い
る
「
同
族
」
の
人
々
と
共
に
居
る
こ
と
を
確
認
し
、
自
己
の
真
の
人
生
へ

の
出
発
を
自
ら
に
告
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
身
分
を
隠
し
て
「
功
名
を
夢
見
る
」

人
生
は
、
父
と
の
絆
を
保
ち
続
け
る
こ
と
に
は
な
ろ
う
が
、
「
同
族
」
の
人
々

に
背
を
向
け
る
人
生
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
「
丑
松
」
の
「
告
白
」
の
意
味
は
、

父
の
思
念
を
捨
て
て
、
「
同
族
」
の
人
々
と
共
に
居
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
で
「
丑
松
」
の
「
告
白
」
に
は
、
過
去
の
自

己
、
い
つ
わ
り
の
自
己
に
対
す
る
深
い
自
罰
意
識
が
働
い
て
い
た
と
言
え
る
。

「
丑
松
」
が
良
心
に
従
っ
て
自
己
の
身
分
を
「
告
白
」
す
る
こ
と
は
、
明
治
の

社
会
に
あ
っ
て
、
自
身
に
保
障
さ
れ
て
い
た
立
身
の
望
み
を
断
た
れ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
た
。
し
か
し
「
丑
松
」
は
「
告
白
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
同

族
」
の
人
々
と
共
に
居
る
と
こ
ろ
が
ら
、
真
実
の
自
己
の
人
生
を
歩
み
は
じ
め

る
こ
と
を
選
ん
だ
と
言
え
る
。

　
部
落
の
青
年
で
あ
る
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
か
を
、
藤
村

は
次
の
「
銀
之
助
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
。

　
　
ま
あ
、
考
へ
て
見
て
下
さ
い
。
唯
あ
の
男
は
素
性
が
違
ふ
と
い
ふ
だ
け
で

　
　
せ
う
。
そ
れ
で
職
業
も
捨
て
な
け
れ
ぽ
な
ら
ん
、
名
誉
も
捨
て
な
け
れ
ぽ

　
　
な
ら
ん
1
是
程
残
酷
な
話
が
有
ま
せ
う
か
。
（
第
二
十
二
章
、
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
つ
　
　
　
　
　
　
お
つ
か

　
こ
の
「
銀
之
助
」
の
言
葉
に
対
し
て
「
お
志
保
」
は
、
「
父
親
さ
ん
や
母
親

　
　
　
ち
す
ぢ
　
　
ど
ん
な

さ
ん
の
血
統
が
奈
何
で
御
座
ま
せ
う
と
、
そ
れ
は
瀬
川
さ
ん
の
知
っ
た
こ
と
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

や
御
座
ま
す
ま
い
。
」
と
応
ず
る
。
そ
の
「
お
志
保
」
は
、
あ
な
た
も
「
他
の

知
ら
な
い
悲
し
い
日
も
有
る
か
は
り
に
、
ま
た
他
の
知
ら
な
い
楽
し
い
日
も
有

る
だ
ら
う
と
思
ふ
ん
で
す
。
」
（
第
二
十
二
章
、
三
）
と
言
う
「
銀
之
助
」
に
、



（46）

「
『
楽
し
い
日
P
』
と
」
「
寂
し
さ
う
に
微
笑
み
乍
ら
、
『
私
な
ぞ
に
其
様
な
日
が

御
座
ま
せ
う
か
し
ら
。
』
」
と
言
い
、
「
『
い
え
　
私
は
も
う
死
ん
で
了
ひ
ま
し
た

も
同
じ
こ
と
な
ん
で
御
座
ま
す
。
1
唯
、
人
様
の
情
を
思
ひ
ま
す
も
の
で
す
か

ら
、
其
を
力
に
…
…
斯
う
し
て
生
き
て
…
…
』
」
（
第
二
十
二
章
、
三
）
と
語
る
。

そ
し
て
二
人
の
間
に
次
の
よ
う
な
対
話
が
交
わ
さ
れ
る
。

　
　
『
あ
〉
、
瀬
川
君
の
も
苦
し
い
境
遇
だ
が
、
貴
方
の
も
苦
し
い
境
遇
だ
。

　
　
つ
ま
り

　
　
塗
壁
貴
方
が
其
程
苦
し
い
目
に
御
逢
ひ
な
す
っ
た
か
ら
、
そ
れ
で
瀬
川
君

　
　
の
為
に
も
佳
い
て
下
さ
る
と
い
ふ
も
の
で
せ
う
。
実
は
1
僕
は
、
あ
の
友

　
　
達
を
助
け
て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
、
斯
う
し
て
貴
方
に
御
話
し
て
居
る
や

　
　
う
な
訳
で
す
が
一
』
『
助
け
う
と
仰
る
と
？
』
お
志
保
の
眸
は
急
に
燃
え

　
　
輝
い
た
の
で
あ
る
。
（
申
略
）
『
丁
度
学
校
で
宿
直
の
晩
の
こ
と
で
し
た
。

　
　
僕
が
瀬
川
君
の
意
中
を
叩
い
て
見
た
の
で
す
。
（
中
略
）
す
る
と
、
瀬
川

　
　
君
は
始
め
て
貴
方
の
こ
と
を
言
出
し
て
一
「
む
〉
、
君
の
察
し
て
呉
れ
る

　
　
や
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
確
か
に
有
っ
た
。
し
か
し
其
人
は
最
早
死
ん
で

　
　
了
つ
た
も
の
と
思
っ
て
呉
れ
た
ま
へ
。
」
斯
う
言
ふ
ち
や
有
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぞ
み
　

あ
き
ら

　
　
臆
1
瀬
川
君
は
自
分
の
素
性
を
考
へ
て
、
到
底
及
ぼ
な
い
希
望
と
絶
念
め

　
　
て
了
つ
た
の
で
せ
う
。
（
中
略
）
そ
れ
で
瀬
川
君
は
貴
方
の
と
こ
ろ
へ
来

　
　
　
　
　
つ
ニ

　
　
て
、
今
迄
蔵
ん
で
居
た
素
性
を
自
白
し
た
の
で
す
。
（
中
略
）
も
し
貴
方

　
　
　
　
　
　
　
こ
ゴ
う
も
ち

　
　
に
彼
の
男
の
真
情
が
解
り
ま
し
た
ら
、
一
つ
助
け
て
や
ら
う
と
い
ふ

　
　
か
ん
が
へ

　
　
思
想
を
持
っ
て
下
さ
る
こ
と
は
出
来
ま
す
ま
い
か
。
』
『
ま
あ
、
何
と
申
上

　
　
げ
て
可
か
解
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
一
』
と
お
志
保
は
耳
の
根
元
ま
で
曳
く
な

　
　
つ
て
『
私
は
も
う
其
積
り
で
居
り
ま
す
ん
で
す
よ
。
』
（
中
略
）
愛
も
、
涙

　
　
も
、
決
心
も
、
す
べ
て
斯
の
一
息
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
居
た
。
（
第
二
十

　
　
二
章
、
三
）

　
こ
う
し
て
「
お
志
保
」
は
、
「
私
は
も
う
死
ん
で
了
ひ
ま
し
た
も
同
じ
こ
と

な
ん
で
御
座
ま
す
」
と
い
っ
た
人
生
を
「
丑
松
」
に
託
す
こ
と
で
、
そ
う
い
っ

た
人
生
か
ら
の
蘇
り
を
果
す
こ
と
に
心
を
決
め
、
又
、
「
丑
松
」
も
ぞ
う
し
た

「
お
志
保
」
を
支
え
に
、
「
死
」
へ
の
思
い
か
ら
蘇
っ
た
自
ら
の
新
し
い
人
生

へ
旅
立
つ
こ
と
を
決
意
す
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
社
会
の
身
分
秩
序
の
中
で
の

犠
牲
者
と
も
言
う
べ
き
「
丑
松
」
と
「
お
志
保
」
の
新
し
い
人
生
を
暗
示
し
て

『
破
戒
』
の
物
語
は
終
わ
り
を
告
げ
る
。
こ
う
し
た
新
し
い
人
生
に
旅
立
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
け
そ

「
丑
松
」
に
対
し
て
、
「
白
々
と
明
初
め
た
一
生
の
あ
け
ぼ
の
」
（
第
二
十
三
章
、

三
）
と
い
う
言
葉
を
藤
村
は
用
意
し
た
。
「
丑
松
」
は
か
っ
て
自
ら
身
を
避
け

た
「
大
日
向
」
と
共
に
「
テ
キ
サ
ス
」
と
へ
旅
立
つ
こ
と
に
な
る
。
部
落
の
人
々

と
共
に
居
る
新
し
い
人
生
が
「
丑
松
」
の
前
に
ひ
ら
け
た
わ
け
で
あ
っ
た
。

「
丑
松
」
に
お
け
る
「
破
戒
」
の
意
味
は
、
父
と
の
心
の
絆
を
保
つ
こ
と
に
よ

っ
て
、
部
落
の
人
々
を
底
辺
に
持
つ
明
治
の
身
分
秩
序
の
社
会
を
、
差
別
す
る

側
に
登
り
つ
め
る
人
生
を
自
ら
否
定
し
て
、
部
落
の
人
々
と
共
に
居
る
、
自
ら

選
ん
だ
新
し
い
人
生
へ
の
出
発
を
自
分
自
身
に
告
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か

し
そ
う
し
た
人
生
の
前
に
は
社
会
の
厚
い
差
別
の
壁
が
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
い
る

こ
と
も
又
事
実
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
丑
松
」
は
「
お
志
保
」
と
共
に
、
ひ
と

ま
ず
「
テ
キ
サ
ス
」
で
新
し
い
人
生
を
自
ら
歩
む
こ
と
を
決
意
し
た
訳
で
あ
る
。

　
述
べ
て
来
た
よ
う
な
「
丑
松
」
の
「
死
か
ら
生
へ
」
の
蘇
り
の
人
生
を
藤
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

は
、
「
融
和
問
題
と
文
芸
」
の
中
で
、
「
部
落
民
の
中
か
ら
生
れ
て
来
た
一
人
の

青
年
の
教
育
者
の
解
放
と
更
生
を
書
か
う
と
思
ひ
立
つ
た
の
で
あ
っ
た
。
」
と

述
べ
た
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
父
の
思
念
か
ら
解
放
さ
れ
た
「
丑
松
」
の
心
境
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
。　

　
丑
松
は
人
々
と
｝
緒
に
、
先
輩
の
遺
骨
の
後
に
随
い
て
、
雪
の
上
を
滑
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
た
が
ひ

　
　
機
の
響
を
聞
き
乍
ら
、
静
か
に
自
分
の
一
生
を
考
へ
く
歩
い
た
。
猜
疑
、

　
　
お
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
る
し
み

　
　
恐
怖
一
あ
〉
、
あ
〉
、
二
六
時
中
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
苦
痛
は

　
　
僅
か
に
胸
を
離
れ
た
の
で
あ
る
。
今
は
鳥
の
や
う
に
自
由
だ
。
ど
ん
な
に



『破戒』の読みについて（47）

　
　
丑
松
は
冷
い
十
二
月
の
朝
の
空
気
を
呼
吸
し
て
、
漸
く
重
荷
を
下
し
た
や

　
　
う
な
其
蘇
生
の
思
に
帰
っ
た
で
あ
ら
う
。
（
中
略
）
踏
む
度
に
さ
く
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
し
か

　
　
と
音
の
す
る
雪
の
上
は
、
確
実
に
自
分
の
世
界
の
や
う
に
思
は
れ
て
来
た
。

　
　
（
第
二
十
一
二
立
早
、
　
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
エ
う
も
ち

　
「
あ
〉
、
世
の
無
情
を
憤
る
先
輩
の
心
地
と
、
世
に
随
へ
と
教
へ
る
父
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
ん
な

心
地
と
一
そ
の
二
人
の
相
違
は
奈
何
で
あ
ら
う
。
斯
う
考
へ
て
、
丑
松
は
自
分

　
　
　
み
　
ち

の
行
く
道
路
に
迷
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
第
十
章
、
四
）
と
い
っ
た
、
「
丑
松
」

の
苦
悩
の
行
き
つ
い
た
世
界
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

五

　
次
に
『
破
戒
』
に
関
し
て
、
藤
村
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
意
図
を
確
か
め
て
お
き
た
い
。

　
短
篇
集
『
緑
葉
集
』
の
序
文
に
は
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
短
篇
小
説
群
が
、

「
種
々
の
習
作
」
で
あ
る
こ
と
、
「
下
水
内
の
飯
山
」
を
舞
台
に
し
た
『
破
戒
』

を
も
含
め
て
コ
地
方
の
出
来
事
に
の
み
限
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
、

「
二
三
の
短
篇
を
除
い
て
は
、
す
べ
て
千
曲
河
畔
の
物
語
と
も
見
ら
る
〉
で
あ

ら
う
。
」
こ
と
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
『
破
戒
』
が
「
一
地
方

の
出
来
事
に
の
み
限
ら
れ
た
」
「
千
曲
河
畔
の
物
語
」
と
し
て
描
か
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
と
こ
ろ
で
、
「
眼
醒
め
た
も
の
の
悲
し
み
」
の
次
の
一
節
に
注
意
し
た
い
。

　
　
『
破
戒
』
の
主
人
公
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
一
人
の
若
い
部
落
民
を
書
か

　
　
う
と
し
た
も
の
で
す
が
、
小
諸
に
七
年
も
暮
し
て
み
る
間
に
、
あ
の
山
国

　
　
で
聞
い
た
一
人
の
部
落
雨
止
の
教
育
者
の
話
、
そ
の
人
の
悲
惨
な
運
命
を

　
　
伝
へ
聞
い
た
こ
と
が
動
機
に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
私
が
あ
〉
い
ふ
主
人
公

　
　
を
胸
に
画
く
や
う
に
な
っ
て
行
っ
た
の
で
し
た
。
あ
の
小
説
の
中
に
書
い

　
　
た
丑
松
と
い
ふ
人
物
の
直
接
の
モ
デ
ル
と
い
ふ
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
　
然
し
、
私
は
あ
〉
い
ふ
無
智
な
人
達
の
中
か
ら
生
れ
て
来
た
、
さ
う
し
て
、

　
　
さ
う
い
ふ
中
で
人
と
し
て
眼
醒
め
た
青
年
の
悲
し
み
と
で
も
い
ふ
も
の
に

　
　
深
く
心
を
引
か
れ
て
、
そ
れ
か
ら
七
年
間
の
小
諸
生
活
に
出
来
る
だ
け
部

　
　
落
民
の
生
活
と
い
ふ
も
の
を
知
ら
う
と
心
が
け
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
こ
の
～
節
は
、
「
山
国
の
新
平
民
」
を
視
野
に
入
れ
て
読
む
と
事
柄
が
い
っ

そ
う
は
っ
き
り
す
る
。
「
あ
の
山
国
で
聞
い
た
一
人
の
部
落
溶
出
の
教
育
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な
り

話
」
と
は
、
藤
村
が
「
小
諸
の
馬
場
裏
に
居
っ
た
時
分
、
隣
家
に
」
住
ん
で
い

た
「
伊
東
喜
知
さ
ん
と
い
ふ
小
学
教
師
を
し
て
居
る
人
」
か
ら
聞
い
た
大
江
磯

吉
に
関
す
る
話
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
藤
村
は
そ
の
話
を
聞
い
て
心
を
動
か
さ
れ
、

部
落
の
人
々
の
こ
と
を
心
に
思
い
描
く
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、

「
あ
の
小
説
（
『
破
戒
』
1
筆
者
注
）
の
中
に
書
い
た
丑
松
と
い
ふ
人
物
の
直
接

の
モ
デ
ル
と
い
ふ
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
」
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
点
は

重
要
で
あ
る
。
『
破
戒
』
の
主
人
公
「
丑
松
」
に
実
現
さ
れ
て
い
る
思
想
が
、

藤
村
虞
身
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
山
国
の
新
平
民
」
に
は
又
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　
た

　
　
『
破
戒
』
の
始
め
に
、
金
持
ち
の
臓
多
が
あ
っ
て
放
逐
さ
れ
る
と
云
ふ
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
じ
ん
　
　
　
あ
　
ム

　
　
と
が
あ
る
が
、
あ
れ
は
紫
屋
の
主
人
と
い
ふ
配
属
の
方
の
大
尽
に
書
様
い

　
　
ふ
こ
と
が
あ
っ
た
の
を
書
い
て
見
た
の
で
あ
る
。
尤
も
飯
山
に
あ
っ
た
の

　
　
で
は
な
く
、
越
後
の
高
田
に
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
。
上
様
い
ふ
こ
と
は
有

　
　
り
勝
に
思
へ
る
。

　
　
　
此
節
屋
の
事
実
に
就
い
て
は
、
私
が
小
諸
で
懇
意
に
な
っ
た
理
学
士
鮫

　
　
島
晋
氏
、
彼
の
人
は
越
後
の
出
生
で
、
当
時
の
出
来
事
を
知
っ
て
居
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
は
し
く

　
　
る
も
の
だ
か
ら
、
委
敷
詰
に
話
さ
れ
た
の
を
書
い
て
見
た
。

と
あ
っ
て
、
『
破
戒
』
冒
頭
部
分
の
「
大
日
向
」
の
話
に
は
モ
デ
ル
と
さ
れ
る

話
が
あ
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
主
人
公
門
丑
松
」
の
「
告
白
」
す
な
お
ち
「
破
戒
」
に
実
現
さ
れ
る
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藤
村
の
思
想
を
考
え
る
上
で
大
切
な
要
件
と
な
る
、
「
行
け
、
戦
へ
、
身
を
立

て
よ
」
と
言
う
「
父
の
精
神
」
に
か
か
わ
る
立
身
出
世
の
思
想
に
つ
い
て
藤
村

は
、
「
眼
醒
め
た
も
の
の
悲
し
み
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
実
際
こ
〉
に
誰
に
で
も
登
れ
る
階
段
が
あ
る
と
し
て
、
自
分
等
の
国
に
生

　
　
れ
た
も
の
は
誰
で
も
同
じ
や
う
に
、
そ
の
階
段
を
登
れ
る
も
の
と
ば
か
り

　
　
思
は
れ
て
る
る
時
代
に
、
『
破
戒
』
の
や
う
な
作
を
提
供
し
た
も
の
で
す

　
　
か
ら
、
私
は
恐
ろ
し
く
奇
を
好
む
者
の
や
う
に
と
ら
れ
た
か
と
思
ひ
ま
す
。

　
　
今
日
に
な
っ
て
見
る
と
、
そ
の
階
段
を
登
る
こ
と
の
出
来
な
い
同
胞
が
全

　
　
国
に
亙
っ
て
八
十
万
人
以
上
も
あ
る
と
い
ふ
に
は
驚
き
ま
す
。

　
　
．
従
来
、
部
落
民
と
し
て
軽
蔑
さ
れ
て
来
た
人
達
の
中
か
ら
は
、
立
派
な

　
　
学
者
や
芸
術
家
な
ぞ
が
生
れ
て
来
て
み
る
事
を
聞
き
ま
す
が
、
恐
ら
く
さ

　
　
う
い
ふ
人
達
が
自
己
を
教
育
し
て
他
と
同
じ
や
う
に
階
段
を
一
階
づ
〉
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
じ
め

　
　
り
、
上
の
方
ま
で
登
り
付
く
ま
で
の
苦
心
と
い
ふ
も
の
は
、
惨
澹
な
も
の

　
　
で
あ
っ
た
で
せ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
藤
村
は
、
「
融
和
問
題
と
文
芸
」
に
お
い
て
も
触

れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
文
中
に
「
破
戒
」
の
眼
目
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。　

　
「
破
戒
」
と
い
ふ
題
目
丈
を
見
た
人
は
何
か
不
道
徳
な
僧
侶
の
事
で
も
聯
’

　
　
噂
す
る
平
な
材
料
で
も
取
扱
っ
て
あ
る
の
か
と
思
ふ
人
が
あ
る
か
も
知
れ

　
　
な
い
が
私
は
あ
の
「
破
戒
」
と
い
ふ
小
文
字
の
意
味
を
全
く
別
な
意
味
の

　
　
も
の
に
替
へ
て
部
落
民
の
中
か
ら
生
れ
て
来
た
一
人
の
青
年
の
教
育
者
の

　
　
解
放
と
更
生
を
書
か
う
と
思
ひ
立
つ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
あ
の
作
の
中
に
は
子
の
出
世
を
願
ふ
心
か
ら
決
し
て
自
分
等
の
素
性
を

　
　
打
労
る
な
と
い
ふ
戒
を
自
分
の
子
に
残
し
て
置
い
て
、
一
生
を
鳥
帽
子
山

　
　
麓
の
牧
場
に
埋
め
て
仕
舞
ふ
老
牧
夫
の
事
が
書
い
て
あ
る
。
（
中
略
）
即

　
　
ち
、
あ
の
作
の
主
人
公
が
、
ど
う
し
て
父
の
固
い
戒
を
破
る
様
に
な
っ
て

　
　
行
っ
た
か
、
と
い
ふ
こ
と
が
私
の
書
か
う
と
し
た
主
な
る
意
図
で
あ
っ
た
。

　
　
だ
か
ら
、
作
の
背
景
と
し
て
は
い
ろ
く
の
人
物
や
、
い
ろ
く
の
出
来

　
　
事
も
写
し
て
あ
る
が
、
作
者
と
し
て
の
私
が
読
ん
で
貰
ひ
た
い
と
思
ふ
の

　
　
は
、
そ
の
父
と
子
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
た
ゴ
私
は
あ
の
作
に
確
実
性
を

　
　
与
へ
た
い
と
思
ふ
が
た
め
に
あ
の
主
人
公
を
種
々
の
位
置
に
立
た
せ
、
或

　
　
は
山
国
の
屠
牛
場
へ
も
連
れ
て
行
き
、
或
は
秋
の
収
穫
の
為
に
激
し
く
働

　
　
く
土
地
の
人
達
の
中
へ
も
連
れ
て
ゆ
く
と
い
ふ
風
に
描
い
た
の
で
あ
る
か

　
　
ら
、
或
は
地
方
色
の
描
写
が
勝
過
ぎ
る
様
な
感
じ
が
幸
く
な
か
ら
う
と
思

　
　
ふ
の
で
あ
る
が
、
私
の
本
意
と
す
る
処
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
主
人
公
の
意

　
　
義
が
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
ふ
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
人
は
、
あ

　
　
の
作
を
「
意
識
す
る
者
の
悲
劇
」
と
い
ふ
風
に
評
し
て
く
れ
た
こ
と
も
あ

　
　
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
藤
村
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
『
破
戒
』
の
物
語
が
「
父
と
子
の
関
係
」
に

焦
点
を
あ
て
た
「
部
落
民
の
中
か
ら
生
れ
て
来
た
一
人
の
青
年
の
教
育
者
の
解

放
と
更
生
」
を
書
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
立
身
出
世
の
社
会
的
思
想
の
背
景
が
あ
り
、
「
行
け
、
戦
へ
、
身
を
立
て

よ
」
、
そ
の
た
め
に
は
身
分
を
「
隠
せ
」
と
い
う
「
父
の
精
神
」
を
、
子
で
あ

る
「
丑
松
」
が
ど
う
い
う
形
で
乗
り
こ
え
て
行
く
か
と
い
う
過
程
が
描
か
れ
た

わ
け
で
あ
っ
た
。
父
の
戒
め
を
破
る
「
丑
松
」
の
「
破
戒
」
が
小
説
の
眼
目
で

あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
藤
村
の
描
い
た
「
丑
松
」
に
は
、
直
接
の
モ
デ
ル
が
な
か
っ
た
と
は

言
え
、
『
破
戒
』
の
物
語
は
有
り
得
な
い
事
柄
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ

い
て
藤
村
は
「
山
国
の
新
平
民
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
『
破
戒
』
の
中
に
書
い
て
あ
る
臓
多
の
迫
害
は
、
大
々
に
過
ぎ
た
と
云
ふ

　
　
人
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
兎
に
角
書
も
八
年
の
間
信
州
に
居
っ
て
、
山
国
の

　
　
新
平
民
の
状
態
を
見
聞
し
た
の
で
、
彼
様
い
ふ
風
の
事
は
な
か
ら
う
と
云



『破戒』の読みについて（49）

　
　
ふ
考
を
有
っ
た
人
も
あ
ら
う
が
、
実
際
あ
り
得
る
事
を
書
い
た
積
り
な
の

　
　
で
あ
る
。

　
『
破
戒
』
の
社
会
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
注
意
を
う
な
が
し
た
言
葉
で

あ
る
と
言
え
よ
う
っ

　
次
に
『
破
戒
』
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
く
。
『
破
戒
』
第
一
章
の
三
に
次

の
一
節
が
あ
る
。

　
　
は
じ
め
て
丑
松
が
親
の
膝
下
を
離
れ
る
時
、
父
は
一
人
息
子
の
前
途
を
深

　
　
く
案
じ
る
と
い
ふ
風
で
、
さ
ま
湾
＼
な
物
語
を
し
て
聞
か
せ
た
の
で
あ
っ

　
　
た
。
其
時
だ
一
一
族
の
祖
先
の
こ
と
も
言
ひ
聞
か
せ
た
の
は
。
東
海
道
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
　
　
し

　
　
沿
岸
に
住
む
多
く
の
稼
多
の
種
族
の
や
う
に
、
朝
鮮
人
、
支
那
人
、
露
西

　
　
あ

　
　
亜
人
、
ま
た
は
名
も
知
ら
な
い
島
々
か
ら
漂
着
し
た
り
帰
化
し
た
り
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
し
　
　
　
　
　
　
　
お
ち
う
ど
　
　
　
　
つ
た
は

　
　
異
邦
人
の
末
と
は
違
ひ
、
そ
の
血
統
は
古
の
武
士
の
落
人
か
ら
伝
っ
た
も

　
　
の
、
貧
苦
こ
そ
す
れ
、
罪
悪
の
為
に
留
れ
た
や
う
な
家
族
で
は
な
い
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
け
た

　
　
ひ
聞
か
せ
た
。
父
は
ま
た
添
付
し
て
（
世
に
出
て
身
を
立
て
る
稼
多
の
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぞ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
だ
て

　
　
の
秘
訣
i
唯
一
つ
の
希
望
、
唯
一
つ
の
方
法
、
そ
れ
は
身
の
素
性
を
隠
す

　
　
よ
り
外
に
無
い
、
『
た
と
へ
い
か
な
る
目
を
見
よ
う
と
、
い
か
な
る
人
に

　
　
め
ぐ
り
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
ち
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
り
か
な
し
み
　

こ
の
い
ま
し
め

　
　
野
烏
は
う
と
決
し
て
其
と
は
自
白
け
る
な
、
一
旦
の
憤
怒
悲
哀
に
是
　
戒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
の
な
か

　
　
を
忘
れ
た
ら
、
其
時
こ
そ
社
会
か
ら
捨
て
ら
れ
た
も
の
と
思
へ
。
』
斯
う

　
　
父
は
教
へ
た
の
で
あ
る
。

　
『
破
戒
』
の
物
語
の
中
で
重
要
な
役
割
を
に
な
う
一
節
で
あ
る
。
こ
の
部
分

に
つ
い
て
は
、
「
山
国
の
新
平
民
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
が
そ
の
理
解
の

た
め
に
参
考
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
ら

　
　
小
諸
の
臓
多
町
に
彌
右
衛
門
さ
ん
と
い
ふ
お
頭
が
住
ん
で
居
る
。
こ
の
お

　
　
頭
の
こ
と
を
、
私
が
始
め
て
聞
い
た
の
は
、
小
山
英
助
さ
ん
か
ら
だ
っ
た
。

　
　
　
あ
る
日
、
そ
の
お
頭
の
所
へ
氏
と
二
人
で
会
ひ
に
行
っ
た
。
（
中
略
）

　
　
新
平
民
に
就
い
て
の
智
識
と
云
ふ
や
う
な
も
の
は
、
其
人
か
ら
習
っ
た
こ

　
　
と
が
多
か
っ
た
。
彌
右
衛
門
さ
ん
に
言
は
せ
る
と
、
東
海
道
に
住
む
新
平

　
　
民
と
山
国
に
住
む
新
平
民
と
は
種
族
が
違
ふ
。
東
海
道
筋
に
住
む
新
平
民

　
　
　
　
　
へ
う
か
ん

　
　
は
多
く
山
影
な
性
質
を
帯
び
て
居
る
。
そ
れ
は
彼
等
の
遺
伝
性
と
も
見
ら

　
　
れ
る
。
山
国
に
住
む
方
は
漂
着
し
た
露
西
亜
人
や
朝
鮮
人
の
後
言
で
は
な

　
　
く
、
大
抵
大
昔
か
ら
の
土
着
の
人
や
武
士
の
零
落
し
た
も
の
だ
か
ら
、
随

　
　
つ
て
気
質
も
違
ふ
と
云
ふ
の
が
其
人
の
説
だ
。

　
以
上
の
二
つ
の
文
章
の
中
で
共
通
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
に
「
種
族
」
と
い

う
言
葉
が
あ
り
、
そ
の
外
に
「
血
統
」
「
遺
伝
性
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。

十
川
信
介
氏
は
、
「
『
破
戒
』
（
一
ノ
四
）
は
、
明
治
三
十
六
年
の
キ
シ
ネ
フ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
事
件
に
触
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
『
破
戒
』

第
一
章
の
四
に
「
鳴
呼
、
人
種
の
偏
執
と
い
ふ
こ
と
が
無
い
も
の
な
ら
、
『
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ダ
ヤ
じ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ひ
は
や

シ
ネ
フ
』
で
殺
さ
れ
る
猶
太
人
も
な
か
ら
う
し
、
西
洋
で
言
毒
す
黄
禍
の
説
も

な
か
ら
う
。
」
と
あ
る
点
に
関
し
て
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
部
落
民
の
こ

と
を
論
ず
る
の
に
「
人
種
」
の
問
題
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
例
で
あ
る
。

「
種
族
」
「
血
統
」
「
遺
伝
性
」
と
言
っ
た
例
は
、
「
山
国
の
新
平
民
」
に
よ
れ
ば

部
落
の
「
お
頭
」
か
ら
も
聞
い
た
こ
と
に
な
る
ら
し
い
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は

ユ
ダ
ヤ
人
の
事
柄
や
黄
禍
説
に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
『
破
戒
』
に
お

け
る
部
落
民
を
と
ら
え
る
こ
う
し
た
観
点
は
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
ル
ポ
現
代
の
被
差
別
部
落
』
の
次
の
文

章
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
長
文
に
な
る
が
あ
え
て
引
用
し
て
み
る
。

　
　
長
い
間
の
差
別
が
能
力
発
掘
を
妨
げ
、
そ
れ
が
ま
た
、
社
会
的
、
経
済
的

　
　
格
差
と
な
っ
て
差
別
を
再
生
産
す
る
、
と
書
い
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら

　
　
ず
、
学
力
の
格
差
や
社
会
的
地
位
の
低
さ
を
と
ら
え
て
、
被
差
別
部
落
の

　
　
人
び
と
は
先
天
的
に
知
能
が
劣
る
、
あ
る
い
は
性
格
に
問
題
が
あ
る
か
の

　
　
よ
う
な
偏
見
が
か
な
り
広
く
あ
る
こ
と
を
、
こ
ん
ど
の
取
材
を
通
じ
て
知

　
　
つ
た
。
そ
の
典
型
的
な
い
い
方
が
、
「
部
落
の
も
の
は
近
親
結
婚
が
多
い



（50）

か
ら
遺
伝
的
に
問
題
が
多
い
ん
だ
」
と
い
う
さ
さ
や
き
で
あ
っ
た
。
「
血

が
濃
い
」
と
い
う
い
い
方
も
、
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。

　
む
ろ
ん
、
公
式
の
場
で
き
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
（
中
略
）
あ
る
い
は

被
差
別
部
落
の
人
び
と
の
中
に
さ
え
「
ワ
シ
ら
同
族
結
婚
を
く
り
返
し
て

い
る
せ
い
か
…
…
」
と
自
信
な
げ
に
い
う
人
が
い
た
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、

あ
る
意
味
で
部
落
差
別
の
”
切
り
札
”
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気

が
す
る
。
「
平
等
云
々
と
い
っ
て
も
、
そ
う
い
う
人
び
と
と
は
結
婚
さ
せ

ら
れ
な
い
」
と
い
う
い
い
方
に
も
な
る
し
、
口
に
出
し
て
い
う
か
ど
う
か

は
別
に
し
て
も
、
被
差
別
部
落
と
の
縁
組
み
を
避
け
よ
う
と
す
る
と
き
、

こ
う
し
た
わ
だ
か
ま
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

（
中
略
）
こ
の
点
は
は
っ
き
り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
そ
う
思

っ
て
歴
史
学
者
と
遺
伝
学
者
か
ら
専
門
的
な
意
見
を
き
い
て
み
る
と
、
被

差
別
部
落
に
ま
つ
わ
る
近
親
結
婚
う
ん
ぬ
ん
の
言
葉
が
、
二
重
三
重
の
意

味
で
ま
っ
た
く
の
根
拠
の
な
い
偏
見
で
あ
り
、
い
い
が
か
り
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
（
中
略
）

　
被
差
別
部
落
で
は
本
当
に
近
親
結
婚
が
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
長
野

県
史
編
纂
委
員
の
青
木
孝
寿
氏
に
き
く
と
、
む
し
ろ
逆
で
す
よ
、
と
い
っ

て
こ
う
話
し
て
く
れ
た
。

　
一
厳
し
い
身
分
差
別
の
歴
史
の
中
で
、
「
部
落
」
の
人
同
士
の
結
婚
が

圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
は
事
実
で
す
。
け
れ
ど
江
戸
時
代
の
戸
籍
に
あ
た

る
宗
門
人
別
帳
や
明
治
以
後
の
壬
申
戸
籍
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を

調
べ
て
み
る
と
、
信
州
各
地
に
点
在
す
る
被
差
別
部
落
相
互
の
間
で
、
非

常
に
広
範
囲
の
縁
組
み
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
じ

「
部
落
」
内
で
の
縁
組
み
は
珍
し
く
、
い
わ
ゆ
る
近
親
結
婚
は
ま
れ
な
の

で
す
。
（
中
略
）
信
州
の
場
合
、
む
し
ろ
山
村
の
「
般
集
落
の
ほ
う
が
、

は
る
か
に
狭
い
範
囲
で
結
婚
を
く
り
返
し
て
き
た
ん
で
す
。
被
差
別
部
落

の
よ
う
に
、
情
報
網
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
せ
い
で
し
ょ
う
。

　
で
は
、
被
差
別
部
落
と
近
親
結
婚
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
人
が
一
般
的

に
多
い
の
は
、
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
圧
迫
さ
れ
続
け
て
き
た
「
部
落
」
の

人
び
と
に
は
運
命
共
同
体
的
な
同
族
意
識
（
仲
間
意
識
）
が
強
い
の
で
す

が
、
こ
れ
が
血
縁
的
な
同
族
と
混
同
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

よ
う
か
。
明
治
以
後
、
「
部
落
」
は
入
種
が
違
う
、
と
い
う
よ
う
な
誤
っ

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

た
学
説
が
ま
こ
と
し
や
か
に
広
が
っ
た
こ
と
な
ど
も
、
そ
れ
に
拍
車
を
か

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

け
ま
し
た
。
（
傍
点
筆
者
1
注
）
こ
の
た
め
互
い
に
血
縁
の
な
い
者
同
士

の
結
婚
で
も
、
｝
般
の
人
び
と
に
は
「
血
族
結
婚
」
の
印
象
を
与
え
、
あ

る
い
は
意
識
的
に
「
近
親
結
婚
が
多
い
」
と
い
う
ふ
う
に
す
り
か
え
ら
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
部
落
」
の
場
合
、
互
い
に
血

縁
関
係
が
な
く
て
も
同
じ
苗
字
が
多
い
た
め
に
、
誤
解
を
招
く
面
も
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

　
な
か
に
は
も
ち
ろ
ん
近
親
結
婚
の
例
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
、

そ
れ
は
い
と
こ
同
士
と
か
、
そ
の
子
ど
も
同
士
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の

程
度
の
こ
と
な
ら
、
ど
の
社
会
・
階
層
に
も
普
通
に
あ
っ
た
こ
と
で
す
。

そ
れ
を
こ
と
さ
ら
被
差
別
部
落
と
結
び
つ
け
て
、
血
が
濃
い
な
ど
と
根
拠

あ
り
げ
に
さ
さ
や
く
こ
と
自
体
、
悪
質
な
中
傷
で
あ
り
、
差
別
だ
と
思
う

　
さ
ら
に
東
京
医
科
歯
科
大
学
の
人
類
遺
伝
学
教
室
の
大
倉
興
司
・
助
教

授
に
話
を
き
く
と
、
そ
も
そ
も
血
族
結
婚
に
対
す
る
考
え
方
、
「
血
が
濃

い
」
と
い
っ
た
概
念
自
体
に
偏
見
が
満
ち
み
ち
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

大
倉
助
教
授
は
こ
う
い
つ
た
。

　
i
専
門
的
な
理
屈
を
い
っ
さ
い
抜
き
に
し
て
い
え
ば
、
近
親
結
婚
に
よ

っ
て
肉
体
や
精
神
に
異
常
の
現
れ
た
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
確
率
は
た
し
か

に
普
通
よ
り
高
い
。
け
れ
ど
近
親
結
婚
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
能



『破戒』の読みについて（51）

　
　
力
が
全
体
に
低
下
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
え
な
い
。
し
か
も
、

　
　
あ
る
地
域
集
団
で
血
族
結
婚
を
く
り
返
し
た
と
し
て
も
、
異
常
の
出
る
確

　
　
率
が
だ
ん
だ
ん
高
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
だ
い
い
ち
日

　
　
本
人
は
近
親
結
婚
が
た
い
へ
ん
に
多
い
民
族
で
、
い
ま
で
も
二
十
組
に
一

　
　
組
は
そ
う
で
あ
り
、
な
ん
と
欧
米
の
約
十
倍
に
あ
た
り
ま
す
。
（
中
略
）

　
　
け
れ
ど
日
本
人
に
「
異
常
」
が
多
い
と
い
う
報
告
は
な
い
。
広
島
県
の
あ

　
　
る
村
（
「
部
落
」
で
は
な
い
）
で
は
、
住
民
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
近
親

　
　
結
婚
を
し
て
き
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
ま
さ
に
「
血
が
濃
い
」
わ
け
で
す
が
、

　
　
だ
か
ら
ど
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
生
物
学
的
に
冷
徹
な
い
い

　
　
方
を
す
る
な
ら
、
近
親
結
婚
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
異
常
児
に
は
生
命
力
、

　
　
繁
殖
力
が
乏
し
い
た
め
、
そ
こ
で
悪
い
遺
伝
子
が
途
絶
え
る
こ
と
が
多
く
、

　
　
近
親
結
婚
を
代
々
く
り
返
す
こ
と
は
悪
い
遺
伝
子
を
自
然
淘
汰
す
る
こ
と

　
　
に
な
る
、
と
さ
え
い
え
る
の
で
す
。

　
　
　
被
差
別
部
落
と
近
親
結
婚
を
結
び
つ
け
て
と
や
か
く
い
う
い
い
方
は
私

　
　
も
よ
く
耳
に
す
る
け
れ
ど
、
近
親
結
婚
が
多
か
ろ
う
が
少
な
か
ろ
う
が
、

　
　
そ
ん
な
こ
と
は
そ
も
そ
も
問
題
に
も
な
ら
な
い
。
被
差
別
部
落
に
遺
伝
的

　
　
な
問
題
が
あ
る
な
ん
て
、
ぽ
か
げ
た
い
い
が
か
り
以
外
の
な
に
も
の
で
も

　
　
あ
り
ま
せ
ん
よ
－

　
　
　
胸
の
つ
か
え
が
い
っ
ぺ
ん
に
お
り
る
気
が
し
た
。
被
差
別
部
落
に
対
す

　
　
る
偏
見
を
自
分
自
身
が
持
と
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
、
恐
ろ
し
さ
を
感
じ

　
　
た
。
（
中
略
）
差
別
心
と
は
悪
意
か
ら
生
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、
無
知
か

　
　
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
身
を
も
っ
て
知
る
思
い
だ
っ
た
。

　
『
破
戒
』
は
、
日
本
近
代
文
学
の
名
作
で
あ
り
、
文
学
史
的
に
も
重
要
な
作

品
で
あ
る
。
し
か
し
読
者
に
大
き
な
つ
ま
ず
ぎ
を
与
え
る
可
能
性
を
持
っ
た
作

品
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
部
落
差
別
と
い
う
現
在
も
く
り
返
さ
れ
る
社

会
的
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
以
上
、
現
代
の
視
点
か
ら
の
批
判
が
『
破
戒
』

の
読
者
に
は
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
『
破
戒
』
は
社
会
小
説
と
し
て
、

そ
の
時
代
的
制
約
を
指
摘
で
き
る
作
品
で
あ
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

注

佐
々
木
雅
発
「
『
破
戒
』
試
稿
一
自
立
へ
の
道
1
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
第

一
四
集
、
昭
和
四
六
年
三
月
）
。

水
本
精
一
郎
「
『
破
戒
』
再
考
－
島
崎
藤
村
・
覚
え
書
W
l
」
（
『
山
口
大
学

文
学
会
誌
2
6
』
昭
和
五
十
年
十
一
月
）
。

平
岡
敏
夫
「
『
破
戒
』
私
論
」
（
大
東
文
化
大
学
『
東
洋
研
究
』
第
二
三
号
、

昭
和
四
五
年
六
月
）
。

野
間
宏
「
『
破
戒
』
に
つ
い
て
」
（
岩
波
文
庫
、
島
崎
藤
村
著
『
破
戒
』
所

収
）
。「

融
和
問
題
と
文
芸
」
（
『
融
和
時
報
』
昭
和
三
年
一
月
号
）
。

「
眼
醒
め
た
も
の
の
悲
し
み
」
（
『
読
売
新
聞
』
大
正
一
二
年
四
月
四
日
）
。

「
山
国
の
新
平
民
」
（
『
文
庫
』
明
治
三
九
年
六
月
）
。

十
川
信
介
薯
『
島
崎
藤
村
』
所
収
コ
一
つ
の
破
戒
」
。

朝
日
新
聞
長
野
支
局
編
『
ル
ポ
現
代
の
被
差
別
部
落
』
（
後
、
朝
日
文
庫
に

収
録
、
若
宮
啓
文
著
『
ル
ポ
現
代
の
被
差
別
部
落
』
）
。


