
青

年

島

崎

藤

村

の
変

身

島
崎
藤
村
に
つ
い
て
は

｢重
厚
で
謹
厳
な
人
格
者
｣
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定

着
し
て
い
る
｡
け
れ
ど
も
彼
は
は
じ
め
か
ら
そ
う
だ
っ
た
の
で
は
な
-
､
そ
の

青
年
時
代
に
は
む
し
ろ
逆
に
軽
薄
な
才
子
と
見
ら
れ
て
い
た
｡
こ
の
人
格
的
変

身
の
動
機
と
過
程
を
解
明
す
る
の
が
こ
の
論
文
の
目
的
で
あ
る
｡

藤
村
が
明
治
学
院
に
在
学
中
､
突
然
そ
の
生
活
態
度
を
豹
変
し
た
こ
と
は
'

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
藤
村
伝
記
書
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
､
藤
村
に

関
心
を
も
つ
者
に
と
っ
て
ほ
周
知
の
事
実
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
す
な
わ
ち
以

前
は
し
ゃ
れ
た
洋
服
を
装
い
､
才
気
映
発
で
､
教
室
で
も
教
会
で
も
､
男
女
ミ

ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
合
同
の
文
学
会
で
も
華
か
な
活
躍
を
し
ヾ
そ
の
出
過
ぎ
を

課
し
て

｢
い
か
け
屋
の
天
秤
棒
｣
と
い
う
あ
だ
名
を
つ
け
ら
れ
て
い
た
ほ
ど
で

あ

っ
た
の
に
､
あ
る
時
か
ら
突
然
に
豹
変
し
て
､
服
装
を
質
素
に
し
､
学
業
を

怠
っ
て
教
師
の
質
問
に
も
答
え
ず
｣
友
人
を
避
け
て
ロ
を
利
か
ず
'
誰
に
も
自

分
の
居
所
を
知
ら
せ
ず
､
そ
の
た
め
に
今
度
は

｢仙
人
｣
と
い
-
あ
だ
名
を
つ

け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O
こ
れ
は
藤
村
白
身
が

『吾
が
生
涯
の
冬
』
(
こ

(明
治
四
〇
年
三
月

)
と
い
う
談
話
の
車
で
語
り
､

『
明
治
学
院
の
学
窓
』
(二
)

(明
治
四

二
年
八
月
)

と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
華
で
も
ふ
れ
ー
小
説
と
は
い
え
自

伝
的
色
彩
の
濃
い

『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』

(大
正
三
年
五
斉
-
七
年
六
月
)

の
車
に
も
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
し
㌧
ま
た
当
時
の
学
友
で
あ

る
戸
川
秋
骨

の

『
｢
明
治
学
院
｣
時
代
』(≡
)
(明
治
四
〇
年
)
や

『
凡
人
束
縛
賀
田
)
(大
正

吉

村

善

夫

1
五
年
二
月
)
お
よ
び
馬
場
孤
塵
の

『
明
治
文
壇
の
人
々
』(五
r)
(野
和

1
七
年

二

月
)
の
証
言
も
あ
る
の
で
､
確
か
な
事
実
を
見
て
差
支
え
な
か
ろ
う
α
し

か
も
こ
の
豹
変
は
ヾ
藤
村
が
政
治
家
志
望
か
ら
文
学
者
志
望
に
方
向
を
怒
換
す

る
き

っ
か
け
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
藤
村
の
文
学
的
生
活
に
と
っ
て
非

常
に
大
き
な
意
味
の
あ
る
事
件
で
あ
る
と
患
わ
れ
る
.

と
こ
ろ
で
､
問
題
は
そ
の
豹
変
の
原
歯
で
あ
る
ら

『吾
が
集
塵
の
冬
』
は
'

そ
れ
が
小
倉
鎖
事
と
い
う
級
友
の
忠
告
に
よ
､つ
て
自
分
の
生
活
を
庶
省
し
た
藤

尭

で
あ
る
と
記
し
､
さ
ら
忙

『
桜
の
実
の
熟
す

る時
』
は
そ
の
忠
告
の
具
体
的

内
容
と
し
て
1.
当
時
彼
が
南
信
め
友
と
む
て
交
際
し
て
い
た
年
上
の
一
変
教
師

と
の
碗
匠
｢浮
名
｣
を
立
て
ら
れ
て
い
､る
こ
と
を
告
げ
ち
ね
た
革
む
宅
い
る
Io/

姪
と
ん
ど
す
べ
て
の
伝
記
書
は
ゾこ
れ
を
事
実
と
し
て
採
用
〉隼
で
&
,葛
｡
藩
毎
払

馬
場
孤
媒
柊
藤
村
､

聖

同

等
学
校
の

入
試
に
落
第
J
L葦
と
い
､う
噂
撃

隈
嘗
轡
ラ

て
'
藤
村
の
豹
変
を
-

｢高
等
学
校
の
試
験
を
遭
遇
■し
籍
な
か
や
奉
層
昏
な

さ
を
覆
ふ
手
段
で
あ
轟
か
の
や
ヶ
な
気
が
し
て
し
か
た
が
な
か
づ
潅
虹
萎

基
語

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
>
こ
れ
を
も
藤
村
街
変

の
二
藤
野
畷
数
え
久
離
て
い
名

伝
記
馨
も
あ
る
聖

こ
れ
と

′て
も
董

原

歯
は
車
倉
墜

華
㊨
恵

告
撃
お
い
て
い

る
｡
･

が
'
こ
れ
ら
の
諸
原
因
を
検
討
し
て
李

Q
も

醇
乾
潅
巻
な
い
腰
添
ダ
な
く

な
い
｡
第

7
に
い
わ
ゆ
る

藩

名
L
L&
潜
季

牽

あ
春
寒
教
廓
繁
予
撃

を

で
透

る
が
､
藤
村
紅
関
し
て
怯
葵
詐
薗
研
究
好
摩
ん
牽
'
彼
の
盤
津
軽
敵
勢
今
聖

･



彼
を
と
り
ま
-
諸
関
係
の
些
事
に
い
た
る
ま
で
戸
籍
調
べ
が
進
ん
で
い
る
軽
も

か
か
わ
ら
ず
ー
私
は
寡
聞
に
し
て
こ
の
繁
子
な
る
人
物
が
散
を
モ
デ
ル
転
じ
允

も
の
か
と
い
う
こ
と
に
ふ
れ
た
研
究
を
見
た
こ
と
が
な
い
｡
藤
村
の

こ

の

豹
変

は
彼
の
文
学
志
望
を
推
進
す
る
最
も
大
き
な
実
検
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
､

こ
の
豹
変
の
原
因
を
な
し
た
こ
の
一
女
教
師
の
こ
と
は
ー
実
証
的
な
藤
村
研
究

者
に
と
っ
て
見
逃
し
う
る
ほ
ど
無
意
味
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
｡
そ
れ
に
こ
の

人
物
は
､

『
桜
の
実
』
に
よ
る
と
､
藤
村
よ
り
五
つ
年
上
で
､
浅
見
先
生

〔木

村
熊
二
〕
の
牧
す
る
教
会

〔高
輪
台
町
教
会
〕
の
信
者
､
し
か
も
礼
拝
時
の
オ

ル
ガ
ン
奏
者
で
あ
り
､
同
時
に
浅
見
先
生
が
教
頭
を
し
て
い
た
学
校

〔
堰
栄
女

学
校
〕
の
教
師
兼
舎
監
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
こ
に
多
少
の
小
説
的
潤

色
が
あ
る
に
し
て
も
､
こ
れ
だ
け
条
件
が
揃
え
ば
､
こ
れ
を
割
り
出
す
の
は
き

わ
め
て
容
易
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡
で
あ
る
の
に
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
は
､
こ
の
人
物
が
実
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
｡
そ
れ
に
こ
の

｢浮
名
｣
に
対
す
る
主
人
公
捨
書

〔藤
村
〕
の
反

応
も
は
な
は
だ
不
自
然
で
あ
る
｡
こ
の
事
件
か
ら

一
年
半
ほ
ど
後
に
繁
子
が
他

の
男
と
婚
約
し
た
こ
と
に
つ
い
て
'
彼
の
あ
る
同
級
生
が
,,,
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー

ル
風
の
男
女
交
際
に
も
､
今
迄
の
習
性
に
な
い
婚
約
と
い
-
こ
と
に
も

1
切
反

対
の
態
度
を
示
し
た
の
に
対
し
ー
彼
は
1

｢
し
か
し
君
､
可
い
ぢ
や
な
い
か
､

男
と
女
が
交
際
し
た
つ
て
｣
と
何
気
な
-
言

っ
て
見
よ
う
と
し
た
､(七
)
と
い

う
｡
と
す
れ
ば
､
彼
自
身
の
場
合
も
､
こ
と
に
そ
れ
が
あ
ら
ぬ

｢
浮
名
｣
で
あ

る
の
で
あ
る
か
ら
､
な
お
さ
ら
同
様
の
反
駁
を
し
て
も
よ
か
り
そ
う
な
の
に
､

こ
の
場
合
に
は
反
対
に
繁
子
と
は
二
度
と
会
う
ま
い
と
決
心
し
た
と
い
う
｡
こ

れ
は
前
後
相
矛
盾
し
､
繁
子
な
る
人
物
が
無
理
な
設
定
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
藤
村
に
忠
告
し
た
小
倉
鋭
喜
な
る
友
人
は
バ
ン
カ
ラ

党
の
硬
骨
漢
で
､
当
時
の
藤
村
と
は
対
脈
的
な
人
物
で
あ
っ
た
ら
し
い
か
ら
､

藤
村
に
忠
告
す
る
に
し
て
も
､

｢浮
名
｣
云
々
を
種
に
す
る
ま
で
も
な
-
､
い

つ
で
亀
を
恥
を
す
る
と
と
顔
で
き
た
▲の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
以
慮

Q

.

義

う
な
鷺
感
か
&
廉
雪

祭
予
な
る
人
物
は
藤
村
の
虚
構
で
は
な
い
か
と
産
わ
尭

る
O
私
感
こ
の
簾
的
空
襲
づ
け
る
た
め
に
実
証
的
探
索
を
行
わ
な
い
の
墜

怠

慢
と
し
て
賓
め
ら
れ
る
か
ら
も
知
れ
な
い
が
､
も
と
も
と
何
も
の
か
の
実
在
を

実
証
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
､
そ
の
非
実
在
を
立
証
す
る
こ
と
は
原
理
的
に
不

可
能
で
あ
る
し
､
ま
た
実
証
的
研
究
に
は
素
人
の
私
が
そ
の
道
の
エ
キ
ス
パ
ー

ト
た
ち
を
凌
い
で
新
事
実
を
発
見
し
得
よ
う
な
ど
と
は
自
分
で
も
期
待
で
き
な

い
の
で
､
こ
こ
で
は
あ
え
て
右
の
よ
う
な
推
定
に
止
め
た
｡
ま
た
今
の
と
こ
ろ

そ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
｡
で
は
､
な
ぜ
藤
村
が
繁
子
な
る
人
物
を

虚
構
し
た
か
と
い
う
理
由
が
問
題
に
な
る
が
､
そ
れ
は
こ
の
作
品
を
青
春
小
説

ら
し
く
色
づ
け
る
た
め
と
い
う
理
由
の
ほ
か
に
､
も
っ
と
重
大
な
理
由
は
､
其

の
原
因
を
隠
し
て
小
倉
親
書
の
忠
告
を
強
-
印
象
づ
け
る
た
め
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
｡

次
に
は

｢浮
名
｣
を
抜
き
に
し
た
小
倉
の
忠
告
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
藤
村
が

実
名
ま
で
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
事
実
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま

い
｡
け
れ
ど
も
そ
の
忠
告
に
ょ
っ
て
藤
村
が
豹
変
し
た
と
い
う
の
は
'
や
や
肺

に
落
ち
な
い
｡
第

一
に
そ
の
忠
告
が
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
が
､

『
桜
わ
実
』

に
よ
る
と
､
そ
れ
は
学
校
へ
入
っ
て
か
ら

一
年
半
か
二
年
ば
か
り
後
の
▲こ
と
(∧
)

で
あ
る
か
ら
､
明
治
二
二
年
の
春
か
ら
夏
の
問
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
.
ま

た
逆
に
計
算
す
る
と
､
小
説
の
冒
頭
に
捨
書
が
偶
然
倖
上
の
繁
子
に
出
会
う
の

は
､
基
督
教
夏
期
学
校
の
あ
っ
た
年
､
す
な
わ
ち
明
治
二
三
年
の
初
夏
云
｢あ
,

の
初
夏
ら
し
い
白
い
肩
掛
｣
)
(九
)
の
こ
と
で
あ
-
､
そ
の
時
彼
株
も
-

T
年
あ
一

ま
り
の
間
繁
子
を
避
け
て
過
し
て
い
る
(10)
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
し
そ
そ
れ
推

友
人
の
忠
告
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
忠
告
は
二
二
年
の
春
頃
に
覆

わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
､
入
学
後
の
計
算
と
合
致
す
る
.
と
こ
ろ
r&
､
藤

村
は
二
二
年
の
二
月
か
ら
九
月
の
新
学
年
ま
で
学
校
を
休
み
'
共
立

学
校
の
剰



青年島崎藤村の変身

料
に
通
っ
て
､
高
等
学
校
の
受
験
準
備
に
没
頭
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
'(≡

(も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
小
説
に
記
さ
れ
て
い
な
い
)
､

こ
の
欠
席
期
間
中
に

忠
告
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
の
で
､
二
二
年

の
春
と
い
う
の
は
､
小
説

上
の
虚
構
で
あ
る
と
断
定
し
て
よ
い
｡
談
話

『
吾
が
生
涯
の
冬
』
で
は
､
入
学

し
て
か
ら
二
年
ば
か
り
後
に
こ
の
忠
告
が
な
さ
れ
た
≡
)
こ
と
に
な
っ
て
い
る

か
ら
､
そ
れ
は
二
二
年
の
九
月
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
､
こ
の
九

月
の
新
学
年
に
藤
村
が
再
び
通
学
し
は
じ
め
た
時
､
彼
は
豹
変
し
て
い
た
と
い

う
､
馬
場
孤
蝶

(前
出
)
や
戸
川
秋
骨

(前
出
)
の
証
言
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
｡

そ
し
て
､
長
い
間
休
ん
だ
後
で
再
通
学
し
は
じ
め
た
時
は
別
人
の
よ
う
に
変
わ

っ
て
い
た
と
い
う
の
は
印
象
深
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
､
孤
妹
や
秋
骨
の
記
憶

に
間
違
い
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
｡
従
っ
て
藤
村
の
豹
変
は
二
二
年
の
九
月
､
新

学
年
か
ら
と
断
定
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
｡
と
す
る
と
､
小
倉
鋭
富
の
忠
告

は
､

『
桜
の
実
』
の
二
二
年
春
よ
り
や
や
遅
れ
て
､
同
年
九
月
新
学
年
が
始
ま

る
直
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
け
れ
ど
も
､
二
月
か
ら
ず

っ
と
休
ん
で
い
る
友

人
を
こ
の
時
期
に
潤
え
て
忠
告
す
る
と
い
う
の
は
'
や
は
り
不
自
然
の
感
を
免

れ
な
い
O
そ
こ
に
ま
だ
納
得
し
か
ね
る
点
は
あ
る
が
､
初
め
に
も
言
っ
た
と
お

り
､
小
倉
の
忠
告
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
｡
け
れ
ど
も
､
そ
れ
が
事

実
で
あ
る
と
し
て
も
､
そ
の
忠
告
が
藤
村
の
言
う
ほ
ど
決
定
的
な
役
割
を
果
し

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
と
い
う
の
は
､
ほ
か
に
も
つ
と
有
力
な
因
果
関
係
が

隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

そ
の
有
力
な
原
因
と
は
彼
の
恩
師
木
村
熊
二
の
戒
告
で
あ
る
｡
神
津
猛
は
明

治
三
六
年

二

一月
六
日
の
日
記
に
､
当
時
の
小
諸
義
塾
塾
長
木
村
熊
二
か
ら
同

義
塾
の
新
任
教
師
島
崎
藤
村
の
経
歴
を
聞
か
さ
れ
た
と
し
て
､
こ
れ
を
書
き
と

め
て
い
る
｡
少
し
長
い
が
､
藤
村
の
豹
変
に
関
す
る
重
要
な
資
料
と
思
わ
れ
る

か
ら
､
関
係
す
る
部
分
を
引
用
し
ょ
う
｡
～

｢島
崎
氏
は
若
い
時
代
に
於
て
､

木
村
氏
が
女
塾
を
や
っ
て
い
た
時
に
氏
の
世

話
に
な
っ
て
い
た
｡
非
常
に
才
気

の
あ
る
人
で
､

(中
略
)
そ
の
後
､
氏
の
性
質
が
余
り
才
繋
紅
浸

り過
馨
る
の

で
､
木
村
氏
も
困
っ
そ
､
あ
る
時
島
崎
氏
に
向
つ
て
去
少
し
都
食
が
奉
遷
.か
ら

下
宿
に
で
も
行
っ
て
呉
れ
』
と
申
渡
す
と
､
怜
倒
な
島
崎
氏
は
そ
の
場
愛
東
称

氏
の
意
を
悟

っ
て
､
自
分
は
何
の
落
度
も
な
い
の
に
断
わ
ら
れ
る
の
滝
､
余
り

才
気
を
振
廻
し
過
ぎ
る
為
だ
と
思
っ
た
様
で
あ

っ
た
が
､
曹
-
し
て
近
所
吟
尊

に
移

っ
た
｡
そ
の
頃
､
島
崎
氏
は
明
治
学
院
に
屠
た
が
､
才
気

昧
あ
る
し
､
学

問
も
よ
-
出
来
る
の
で
､
学
校
の
事
は
そ
っ
ち
の
け
に
し
て
自
分
の
好

き
な
事

許
り
や
っ
て
い
る
｡
あ
る
時
､
木
村
氏
が
氏
に
向
っ
て
､

『
今
後
は
ど
う
す
る

つ
も
り
だ
』
と
言
っ
た
と
こ
ろ
が
'

『
高
等
中
学
に
入
る
つ
も
り
で
す
』
と
答

え
る
の
で
､
『
そ
れ
も
よ
か
ろ
う
が
､然
し
そ
れ
に
し
て
は
君
の
今
の
様
に
勉
賂

せ
ん
で
は
高
等
学
校
に
は
入
れ
ぬ
ぞ
』
と
言
っ
た
と
こ
ろ
が
'

『
先
生
そ
れ
は

余
り
で
す
､
い
く
ら
私
で
も
高
等
学
校
位
入
れ
ぬ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
』
と
昇

っ
て
い
た
が
､
愈
々
入
学
試
験
に
な
る
と
見
事
落
第
し
た
の
で
､
木
村
氏
を
訪

ね
て

『
今
後
は
何
で
も
先
生
の
言
に
従
う
か
ら
､
今
回
の
こ
と
は
実
に
申
訳
な

い
が
､
今
後
何
分
頼
む
』
と
申
込
ん
だ
｡
そ
こ
で
木
村
氏
も
､

『
い
や
も
う
今

日
迄
､
君
に
対
し
て
言
う
こ
と
は
皆
言
っ
て
置
い
た
の
に
､
少
し
も
用
い
ぬ
の

で
今
回
の
如
き
こ
と
に
至
っ
た
ゆ
え
､
最
早
､
君
に
対
し
て
助
言
の
ロ
は
持
た

ぬ
』
と
言
っ
た
と
こ
ろ
が
､

『
い
や
､
そ
れ
で
は
困
る
､
今
日
迄
の
自
己
の
非

を
悟
っ
て
悔
悟
し
て
蕨
む
の
だ
か
ら
』
と
言
う
の
で
､

『
然
ら
ば
僕
の
言
う
漁

り
に
す
る
か
』
と
言
う
と
､
承
知
し
た
の
で
､

『
先
ず
そ
の
衣
服
か
ら
衰
え
る

べ
L
I
そ
の
様
な
風
を
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
も
の
か
､

(
こ
の
当
時

絶

海
落

た
洋
服
か
な
ん
か
で
い
た
)
第
二
に
は
､
君
は
到
底
規
則
的
の
学
問
で
牲
駄
目

だ
か
ら
､
僕
が
紹
介
状
を
や
る
か
ら
'
こ
れ
を
持
っ
て
行
っ
て
､

一
週
間
に
何

遍
と
か
､
お
話
で
も
聞
い
て
学
問
せ
よ
』
と
栗
本
鋤
雲
'
元
良
鼻
二
郎
な
ど
と

い
う
人
達
に
紹
介
し
た
｡
そ
の
後
と
い
う
も
の
は
島
崎
氏
犠
断
然
服
拳
を
改
め

る
､
栗
本
氏
等
の
如
き
は
､
流
石
に
老
学
者
の
こ
と
と
そ
非
常
な
牽
訓
を
与
え



た
の
で
､
島
崎
氏
は
そ
の
後
も
同
氏
が
死
ぬ
ま
で
､
教
を
乞
う
て
い
た
古

然
し

明
治
学
院
な
ど
で
は
､
氏
の
服
装
の
急
変
し
た
の
を
見
て
､
気
で
も
遮
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
心
配
し
た
程
で
あ
っ
た
と
い
う
｡

(後
略
)
｣

(『
神
浄
日
記

(
二
二)』
)
0

こ
の
記
事
の
信
感
性
で
あ
る
が
､
神
津
猛
は
木
村
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
そ
の

日
の
う
ち
に
書
き
留
め
た
の
で
あ
る
か
ら
､
彼
に
大
き
な
記
憶
違
い
が
あ
っ
た

ろ
う
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
た
だ
相
当
の
長
話
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
､

細
部
に
つ
い
て
は
多
少
の
離
解
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
､
大
筋
は
間
違
っ
て

い
ま
い
｡
そ
れ
を
語

っ
た
木
村
も
嘘
を
つ
く
よ
う
な
人
柄
で
は
な
い
し
､
ま
た

こ
の
場
合
に
は
嘘
を
つ
-
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､
彼
の
知
る
か
ぎ
り
で

事
実
を
語
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
相
当
の
長
期
間
に
わ
た
る
藤
村
と
の
交
渉

を
短
い
時
間
の
中
で
簡
約
し
て
話
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
､
そ
の
た
め
に
生
じ

る
時
間
的
な
誤
差
は
あ
り
得
よ
う
が
､
そ
れ
は
内
容
ま
で
歪
め
る
も
の
で
は
あ

る
ま
い
｡
と
す
れ
ば
､
こ
の
記
事
は
大
体
に
お
い
て
信
用
で
き
る
も
の
と
断
定

し
て
も
よ
か
ろ
う
｡

さ
ら
に
こ
の
記
事
の
真
実
性
を
傍
証
す
る
か
と
思
わ
れ
る
事
実
も
あ
る
｡
青

山
な
を
氏
の
調
査
に
ょ
れ
ば
､
明
治
二
三
年
に
藤
村
が
木
村
を
訪
問
し
た
度
数

は
そ
れ
以
前
よ
り
も
著
し
く
ふ
え
て
い
る

(前
掲
書
(
蒜
))
O

こ
の
二
三
年
は

藤
村
が
友
人
た
ち
を
避
け
て
､
い
わ
ゆ
る

｢
仙
人
｣
的
生
活
を
し
て
い
た
時
期

で
あ
る
か
ら
､
そ
の
時
期
に
木
村
を
訪
問
す
る
度
数
が
か
え
っ
て
ふ
え
た
と
い

う
こ
と
は
'
そ
の

｢
仙
人
｣
的
生
活
と
木
村
と
の
問
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
と
れ
る
｡
ま
た
明
治
二
五
年
四
月

一
九
日

に
藤
村
は
木
村
宛
て
の
手
紙
の
中
で
こ
う
語

っ
て
い
る
､
～

｢
小
生
儀
先
生

御
忠
告
被
下
候
如
く
､
自
今
の
処
に
て
は
栗
本
先
生

(漢

文
)
田
辺
太

一
先
生

(支
那
現
代
文
学
)
其
他
元
良
先
生
講
話
に
も
出
で
'
漸
々
勉
学
の
心
組
に
御

座
候
｣
(善
｡

こ
れ
は
先
の
木
村
の
忠
告
の
､
少
な
-
と
も
そ
の
l
部
が
事
実
で

あ
る
こ
と
を
薬
書
曹
ず
る
も
め
で
あ
ろ
う
O
た
だ
そ
れ
に
し
て
は
年
月
が
大
分

ず
れ
て
.い
る
.
木
村
の
敦
話
に
よ
れ
ば
､
藤
村
は
二
二
年
の
落
第
の
直
後
に
な

さ
れ
た
木
村
の
忠
告
だ
縫

っ
て
栗
本
や
元
良
の
教
え
を
受
け
は
じ
め
た
よ
う
に

受
け
と
れ
る
が
､
三
.の
手
紙
は
､
藤
村
が
木
村
の
忠
告
に
従
っ
て
粟
元
､
田
辺
､

元
良
の
教
え
を
受
け
は
じ
め
た
の
は
こ
の
手
紙
の
日
付
で
あ
る
二
五
年
四
月
か

ら
そ
う
早
-
な
い
時
期
で
あ
る
よ
う
に
受
け
と
れ
る
書
き
ぶ
り
で
あ
る
｡
こ
の

ず
れ
は
ど
う
解
訳
す
べ
き
か
｡
木
村
と
藤
村
と
の
交
渉
は
相
当
の
長
期
間
に
わ

た
り
､
そ
の
間
に
木
村
は
藤
村
に
絶
え
ず
指
導
や
忠
告
を
与
え
て
い
た
ら
し
い

か
ら
､
そ
れ
を
人
に
語
る
時
､
木
村
は

t
々
年
月
を
分
け
て
説
明
す
る
こ
と
を

せ
ず

(忠
告
の
内
容
は
い
つ
も
同
じ
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
か
ら
)
､
大
ざ

っ
ば

に
二
五
年
の
忠
告
を
も
二
二
年
の
決
定
的
な
大
戒
告
の
中
に
含
め
て
語

っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
｡
そ
れ
と
も
､
藤
村
は
落
第
し
た
時
に
こ
の
忠
告
を
受
け
て
そ

れ
に
従
う
気
に
な
っ
て
い
た
も
の
の
､
当
時
は
明
治
学
院
に
通
学
中
で
あ
っ
た

し
､
卒
業
後
も
横
浜
で
商
売
の
手
伝
い
を
し
た
り
､

『
女
学
雑
誌
』
の
仕
事
を

し
た
り
し
て
'
こ
れ
を
実
行
す
る
暇
が
な
-
'
よ
う
や
-
生
活
が
落
ち
つ
い
た

二
五
年
の
春
頃
か
ら
か
ね
て
の
素
志
を
実
行
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
辺

の
事
情
は
知
る
由
も
な
い
が
､
木
村
の
忠
告
を
藤
村
が
実
行
し
た
こ
と
だ
け
は

確
か
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
､

『
神
捧
日
記
』
に
あ
る
あ
の
記
事
の
信
悪
性
は

一

層
高
ま
る
よ
う
に
思
え
る
｡

け
れ
ど
も
､
あ
の
記
事
が
ど
れ
ほ
ど
信
用

で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
､
そ
の
た
め
に
藤
村
自
身
が
言
う
小
倉
の
忠
告
が
虚
構
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
は
な
ら
な
い
O
木
村
と
い
え
ど
も
藤
村
の
生
活
の
全
部
を
知
っ
て
い
た
わ
け

で
は
あ
る
ま
い
か
ら
'
木
村
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
小
倉
の
忠
告
が
行
わ
れ
た

と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得
る
O
た
だ
前
に
も
述
べ
た
と
お
-
､
そ
の
忠
告

が
い
つ
行
わ
れ
た
か
､
そ
の
判
断
に
苦
し
む
の
で
あ
る
o
そ
れ
に
､
こ
の
忠
告

が
い
つ
行
わ
れ
た
に
し
て
も
､
あ
の
記
事
が
あ
る
以
上
､
こ
の
忠
告
紅
藤
村
が



青年島崎藤村の変身

言
う
よ
う
な
決
定
的
な
意
味
を
も
た
せ
る

こ
と
は
で
き

な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
｡次

に
残
る
疑
問
は
t
も
し
こ
の
記
事
が
信
用
で
き
る
と
す
れ
ば
ー
な
ぜ
藤
村

は
そ
れ
を
黙
殺
し
て
､
小
倉
の
忠
告
だ
け
を
取
り
あ
げ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
｡
こ
の
疑
問
は
そ
れ
ほ
ど
解
き
が
た
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
｡
藤
村
の
自
伝

的
告
白
小
説
で
あ
る

『新
生
』
に
つ
い
て
あ
の
事
件
の
当
時
者
で
あ
る
｢節
子
｣

こ
と
長
谷
川
こ
ま
子
氏
は
こ
う
言
わ
れ
る
､
-

｢
あ
の
小
説
は
殆
ん
ど
真
実

を
記
述
し
て
ゐ
る
｡
け
れ
ど
も
叔
父

〔藤
村
〕
に
都
合
の
悪
い
場
所
は
可
及
的

に
抹
殺
さ
れ
て
ゐ
る
｣
(一K)
と
｡
小
説
は
も
と
も
と
作
り
も
の
で
あ
る
か
ら
､

一

般
的
に
言
っ
て
そ
の
種
の
作
為
は
窄
め
る
べ
き
で
な
い
に
し
て
も
､
あ
の
告
白

小
説

『
新
生
』
に
か
ぎ
っ
て
そ
の
よ
う
な
作
為
は
甚
だ
し
い
汚
点
と
し
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
｡
そ
れ
な
の
に
藤
村
は
そ
れ
を
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

さ
ら
に
藤
村
は
小
説
の
み
な
ら
ず
､
自
伝
的
叙
述
に
お
い
て
も
巧
み
に
虚
構
を

ま
じ
え
る
｡
青
山
な
を
氏
は
い
ま
私
た
ち
が
問
題
に
し
て
い
る
木
村
熊
二
そ
の

人
と
の
関
係
に
つ
い
て
そ
れ
を
指
摘
さ
れ
る
｡
氏
は
､
藤
村
が

『
木
村
熊
二
翁

遺
稿
』
や

『
浅
間
の
麓
』
の
中
で
､
母
の
遺
骨
を
故
郷
に
埋
葬
し
て
の
帰
途
､

当
時
小
諸
に
在
住
し
て
い
た
木
村
を
訪
ね
た
の
が
､
小
諸
の
土
を
踏
ん
だ
最
初

の
時
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
の
を
､
木
村
の
日
記
と
対
照
し
て
､
そ
の
虚
構
で

あ
る
こ
と
を
立
証
し

(藤
村
は
そ
れ
以
前
に
も
借
金
と
い
う
､
や
は
り
か
ん
ば

し
か
ら
ぬ
用
件
の
た
め
小
諸
に
木
村
を
訪
問
し
て
い
る
の
で
あ
る
)
､1

｢藤

村
の
自
伝
的
叙
述
の
中
に
､
事
実
ら
し
き
虚
構
の
あ
る
こ
と
を
､
私
は
肝
に
銘

じ
て
し
っ
た
こ
と
で
あ
る
｣
(一P)
と
強
い
語
調
で
結
ん
で
お
ら
れ
る
.
藤
村
に
こ

の
よ
う
な
実
験
が
あ
る
以
上
は
､
同
じ
木
村
簸
二
に
関
係
の
あ
る
自
分
の
青
年

時
代
の
豹
変
に
つ
い
て
同
様
の
虚
構
を
用
い
た
と
し
て
も
､
繁
く
に
あ
た
る
ま

い
｡で

は
､
な
ぜ
藤
村
は
こ
の
場
合
に
そ
の
よ
う
な
虚
構
を
用
い
た
の
か
､
あ
る

い
は
､
長
谷
川
こ
ま
子
氏
の
表
現
を
借
り
れ
ば
､
な
ぜ
木
村
の
戎
常
が
藤
村
紅

と
っ
て
抹
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど

｢
都
合
の
悪
い
｣
こ
と
な
の
か
O
そ

れ
は
恐
ら
く
高
等
学
校
の
入
試
に
落
第
し
た
こ
と
が
こ
れ
に
か

ら
ん
で
い
る
か
･

ら
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
.

『
神
浄
日
記
』
に
お
け
る
木
村
の
談
話
拡
よ

る
と
､
木
村
は
そ
れ
ま
で
に
何
度
も
藤
村
の

｢
天
秤
棒
｣
的
態
度
を
戒
告
し
た

の
で
あ
る
が
､
藤
村
は

一
向
に
そ
れ
を
用
い
な
か
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
急
に
そ
の

戒
告
を
受
け
い
れ
て
､
態
度
を

1
変
し
た
の
は
､
高
等
学
校
の
入
試
落
第

を

契

機
と
し
て
い
る
｡
藤
村
は
才
気
換
発
で
ク
ラ
ス
で
も
首
席
を
占
め
､
そ
の
受
験

に
際
し
て
も
､
～

｢
い
-
ら
私
で
も
高
等
学
校
位
入
れ
ぬ
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
｣
と
言
い
切

る
だ
け
の
自
負
を
も
っ
て
い
た
.
そ
れ
が
見
事
に
落
第
し
た
の

で
あ
る
か
ら
､
そ
の
自
負
は
粉
砕
さ
れ
た
こ
と

で
あ

ろ
う
｡
こ
の
打
鍵
は
大

き
く
､
前
非
を
悔
い
て
今
後
は
木
村
の
言
に
従
う
と
誓
い
'
ま
た
実
際
に
も
こ

れ
に
従
っ
て
､
人
か
ら
気
が
遮

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
態
度

を

一
変
さ
せ
た
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
彼
は
明
治
学
院
卒
業
後
も
帝
国
大
学

の
選
科
を
受
験
し
ょ
-
と
企
て
た
の
で
あ
る
か
ら
､
彼
が
高
等
学
校
～

帝
国

大
学
と
い
う
コ
ー
ス
に
強
い
執
着
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
事
実
で
あ
ろ

う
｡
そ
れ
だ
け
に
こ
の
受
験
失
敗
は
根
深
い
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
し
て
彼
の
心

底
に
残
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
｡
彼
は
､
小
説
と
は
い
え
自
伝
に
も
ひ
と
､し

い

『春
』
の
車
で
､
自
分
が
夜
店
で
革
双
雛
を
万
引
き
し
た
こ
と
ー(1<)､
級
長
選

挙
の
時
に
自
分
で
自
分
に
投
票
し
た
こ
と
(式
)､
峰
子

〔広
瀬
恒
子
〕,
に
対
し
男

妾
の
心
情
に
も
ひ
と
し
い
と
思
い
な
が
ら
も
あ
え
て
あ
さ
ま
し
い
無
心
状
を
書

い
た
こ
と
(lm

な
ど
を
告
白
し
'
し
か
も

『
幼
き
日
』
で
は
そ
の
万
引
き
が
事

実
で
あ

っ
た
こ
と
(≡
)､
さ
ら
に
は
他
人
の
置
き
忘
れ
た
銭
を
盗
ん
だ
こ
'4
'(uli)

を
も
告
白
し
て
い
る
｡

入
試
の
失
敗
は

こ
の
よ
う
な
破
廉
恥
的
行
為
で
は
な

く
､
人
に
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
在
韓
の
も
の
で
は
な
い
｡
と
こ
ろ

が
藤
村
は
そ
の
破
廉
恥
的
行
為
を
あ
え
て
告
白
し
な
が
ら
､
入
試
失
敗
の
こ
と



は
誰
に
も
語
ら
ず
､
自
伝
的
小
説
の
中
で
も

一
切
押
し
か
く
し
て
い
る
O
と
い

ぅ
こ
と
は
'
彼
が
そ
の
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
深
い
屈
辱
を
味
わ
っ
た
か
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
､
と
解
し
て
も
間
違

っ
て
い
ま
い
｡
彼
は
自
負
心
が
強
か
っ

た
だ
け
に
､
そ
れ
は
堪
え
が
た
い
屈
辱
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
馬
場
孤
蝶
が
ど

こ
か
か
ら
そ
の
落
第
の
噂
を
聞
き
知
り
'
藤
村
が
二
二
年
の
新
学
年
r忙
再
び
登

校
し
は
じ
め
た
時
､
｢
天
秤
棒
｣
か
ら

｢
仙
人
｣
に
豹
変
し
て
い
た
の
を
見
て
､

｢
高
等
学
校
の
試
験
を
通
過
し
得
な
か
っ
た
面
目
な
さ
を
覆
ふ
手
段
｣
と
解
し

た
の
も
'
あ
な
が
ち
に
見
当
は
ず
れ
と
は
言
え
ま
い
｡
そ
の
豹
変
は
木
村
の
戒

告
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
､
同
時
に
ま
た
孤
蝶
の
い
う
照
れ
か
-
し

の
手
段
で
で
も
あ
っ
た
ろ
う
｡
藤
村
が

『
桜
の
実
』
で
こ
の
豹
変
の
原
因
を
繁

子
な
る
非
実
在
の
女
性
と
の
浮
名
に
仮
托
し
た
の
も
､
こ
の
屈
辱
感
を
覆
う
手

段
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
長
谷
川
こ
ま
子
氏
が
言
う

｢
自
分
に
都
合
の
悪
い
場

所
｣
と
は
､
こ
の
場
合
ま
さ
に
こ
の
屈
辱
で
あ

っ
た
ろ
う
｡
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は

こ
の
屈
辱
に
か
か
わ
る
木
村
の
戒
告
を
抹
殺
し
て
､
そ
れ
と
か
か
わ
り
の
な
い

小
倉
の
忠
告
だ
け
を
取
り
あ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

私
が
こ
の
よ
う
に
青
年
藤
村
の
豹
変
原
因
に
こ
だ
わ
る
の
は
､
単
な
る
実
証

的
研
究
の
興
味
か
ら
で
は
な
い
｡
こ
の
高
等
学
校
入
試
失
敗
が
藤
村
の
人
間
形

成
に
深
-
か
か
わ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
｡

藤
村
の
豹
変
は
単
に
服
装
上
の
こ
と
に
止
ま
ら
ず
､
そ
の
勉
学
や
人
間
関
係

に
ま
で
及
ん
だ
｡
彼
は
そ
れ
ま
で
教
室
で
は
華
か
に
活
躍
し
て
首
席
を
占
め
て

い
た
の
に
､
二
二
年
の
新
学
年
に
再
登
校
し
て
か
ら
は
課
業
を
怠
り
､
卒
業
し

た
時
は

｢
ピ
ソ
か
ら
三
番
目
ぐ
ら
ゐ
｣
(『桜
の
実
』(善
)
あ
る
い
は

｢
尻
か
ら

二
番
目
位
｣
(『吾
が
生
涯
の
冬
』
(二g))

で
あ

っ
た
と
い
う
｡
ま
た
そ
れ
ま
で
社

交
的
で
あ
っ
た
の
に
､
そ
れ
以
後
は
友
人
を
避
け
て
ロ
も
利
か
な
か
っ
た
と
い

う
｡
彼
の
豹
変
は
木
村
の
戒
告
に
よ
る
と
先
に
断
じ
た
が
､
木
村
は
ま
さ
か
そ

の
よ
う
な
こ
と
ま
で
指
示
し
ほ
し
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
.

た
だ
木
村
は
～

｢
君
は
到
底
規
則
的
の
学
問
で
は
駄
目
だ
か
ら
｣
と
言

っ
て
栗
本
や
元
良
に
就

い
て
学
べ
と
勧
め
た
.o
木
村
が
栗
本
や
元
良
を
推
薦
し
た
の
ほ
､
漢
文
学
や
心

理
学
の
大
家
と
し
て
で
な
く
､
立
派
な
人
格
者
と
し
て
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ

は

-

｢
お
話
で
も
聞
い
て
学
問
せ
よ
｣
と
い
う
言
葉
に
も
､
-

｢
栗
本
氏
等

の
如
き
は
､
確
石
紅
老
学
者
の
こ
と
と
て
非
常
な
教
訓
を
与
へ
た
の
で
｣
と
い

う
言
葉
か
わ
も
伺
え
る
o
つ
ま
り
漢
文
学
や
心
理
学
を
重
視
し
て
そ
れ
を
栗
本

や
元
良
か
ら
学
べ
と
い
う
の
で
な
-
､
栗
本
や
元
良
の
人
格
に
触
れ
て
自
分
の

人
格
向
上
に
資
せ
よ
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
｡
木
村
は
ア
カ
デ
-
ッ
ク
な
学
問

の
か
お
り
に
'
人
間
形
成
の
学
問
を
勧
め
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
木
村
が

具
体
的
に
栗
本
や
元
良
の
名
を
挙
げ
､
彼
ら
に
就
い
て
学
べ
と
勧
め
た
の
は
'

藤
村
が
高
等
学
校
の
入
試
に
落
第
し
た
時
か
､
そ
れ
と
も
そ
の
後
二
､
三
年
た

っ
て
か
ら
の
こ
と
か
は
明
確
に
断
定
L
が
た
い
と
先
に
述
べ
た
が
､
落
第
し
た

時
に
も
真
の
学
問
は
人
間
形
成
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を

さ
と
し
た
こ
と
は
､
そ
の
成
り
ゆ
き
か
ら
し
て
推
測
さ
れ
る
｡
藤
村
も
こ
れ
に

従

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
彼
は
学
校
の
勉
強

(そ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
問
体

系
に
も
と
づ
-
学
科
の
勉
強
で
あ
る
)
を
怠
け
は
し
た
も
の
の
'
学
問
そ
の
も

の
を
怠
っ
た
わ
け
で
な
-
'
他
面
で
は
し
き
り
と
図
書
館
に
通
っ
て
西
洋
の
文

学
書
な
ど
を
読
み
あ
さ
り
､
-

｢
今
ま
で
自
分
が
思
考
し
て
屠
た
こ
と
は
皮

相
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
思
っ
て
'
文
学
と
か
宗
教
と
か
い
ふ
方
に
心
を
潜
め
る

や
う
に
な
っ
て
了
つ
た
｣
(『
明
治
学
院
の
学
窓
』
(壷
))

の
で
あ
る
｡
彼
が
友
人

た
ち
を
避
け
た
こ
と
に
つ
い
て
も
､
そ
の
理
由
は
､
小
説

『
桜
の
実
』
柊
よ
る

と
､
-

｢
僕
は
自
分
の
言
ふ
こ
と
が
気
に
入
ら
な
-
成
っ
て
来
た
･}･･･二

時

は
も

う
誰
に
も
ロ
を
利
-
ま
い
と
思
っ
た
｣
(二六)
と
い
う
の
で
あ
り
'
馬
場
孤
廉

の
回
顧
に
ょ
る

と
'
同
趣
旨
な
が
ら
さ
ら
に
詳
し
-
'
藤
村
は
～

｢自
分
は

人
か
ら
才
人
だ
の
､
出
過
ぎ
者
だ
の
と
言
は
れ
る
､
実
際
ど
う

も
人と
話
を
す

る
と
､
吾
れ
知
ら
ず
お
座
な
り
の
こ
と
を
言
っ
た
り
七
日
分
の
ほ
ん
と
ち
乾
思



青年島崎藤村の変身

っ
て
い
な
い
事
を
言
ふ
や
う
に
感
じ
る
｡
で
､
さ
う
い
ふ
こ
と
を
い
は
な
い
様

に
す
る
に
は
人
と

1
切
詰
を
し
な
い
に
限
る
.
さ
う
い
ふ
風
に
思

っ
た

の
で

(下
略
)
｣
(義
)
と
話
し
た
と
言
う
｡
つ
ま
り
藤
村
は
､
他
人
に
迎
合
し
て
自
分
を

失

っ
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
在
り
方
を
反
省
し
て
､
深
い
自
己
嫌
悪
に
陥

り
､
其
の
自
分
を
確
保
す
る
た
め
に
孤
絶
と
い
う
手
段
を
と
っ
た
の
で
あ
る
｡

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
手
段
が
有
効
で
あ
る
わ
け
は
な
い
｡
藤
村
も
や
が
て
そ

の
こ
と
に
気
づ
き
､
-

｢
(前
略
)
だ
か
ら
こ
れ
は
人
間
に
対
し
て
も
ー
間
違

っ
た
こ
と
を
い
は
な
い
様
な
修
業
を
し
な
け
れ
ば
'
何
の
役
に
も
立
た
な
い
｡

だ
か
ら
自
分
は
こ
れ
か
ら
は
､
人
間
に
対
し
て
話
を
す
る
際
に
､
充
分
に
要
心

し
て
間
違

っ
た
こ
と
は
い
は
な
い
様
に
す
べ
き
で
あ
っ
て
､
自
分
が
間
違
い
を

し
な
い
為
に
人
を
避
け
る
と
い
ふ
の
で
ほ
意
味
を
な

さ
な
い
｣
(馬
場
孤
喋
前

掲
書
(二八))
と
考
え
る
｡
す
な
わ
ち
彼
は
自
分
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
修
業
を

志
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を
先
に
引
用
し
た

｢
文
学
や
宗
教
に
心
を
潜
め
る
よ

う
に
な
っ
た
｣
と
を
結
び
合
わ
せ
る
と
､
藤
村
は
こ
の
豹
変
を
鹿
に
自
己
探
究

を
始
め
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
や
が
て
彼
の
こ
の
志
向
は
具
体
的
に
近

代
的
自
我
の
探
究
と
な
っ
た
.
後
年
彼
は
述
懐
し
て
'
1

｢要
す
る
に
僕
な

ぞ
が
長
い
間
か
1
つ
て
外
国
の
言
葉
を
学
ん
だ
り
､
外
国
の
本
を
読
ん
で
見
た

り
し
た
の
は
､
唯

西
洋
を
模
倣
す
る
心
か
ら
で
は
な
い
｡
何
卒
し
て
触
れ
て
見

た
い
と
思
ふ
も
の
が
有
っ
た
か
ら
だ
｡
言
っ
て
見
れ
ば
､
ま
あ
近
代
の
精
神
だ

1

エ
ス
プ
リ
イ

･
モ
デ
ル
ソ
と
い
ふ
や
つ
だ
ね
｡
何
卒
し
て
､
人
と
し
て
眼

を
覚ま
し
た
い
､
そ
れ
が
半
生
の
学
問
の
窮
極
の
目
的
だ
っ
た
｣
(『海
へ
)1(iii))

と
言
う
の
で
あ
る
が
､
そ
の
端
緒
は
ま
さ
に
こ
の
青
年
時
の
豹
変
に
あ
る
の

で

あ
る
｡

藤
村
は
す
で
に
明
治
学
院
に
在
学
中
か
ら
こ
の
よ
う
な
意
味
で
文
学
を
志
望

し
､
卒
業
後
は
同
志
と
と
も
に

『
文
学
界
』
に
拠
っ
て
文
学
作
品
を
発
表
し
て

い
た
の
で
あ
る
が
､
そ
の
志
向
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
強
固
な
も
の
で
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
.
そ
れ
は
三
年
ほ
ど
後
に
彼
が

7
つ
の
岐
路
に
立
っ
た
こ
と
が
ら
も

分
明
す
る
｡
そ
れ
は

『
文
学
界
』
の
同
人
た
ち
が
文
学
の
創
伴
か
ら
文
学
の
研

究
や
鑑
賞
に
転
じ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
｡
後
に
彼
は
当
時
を
回
想
し
て
'
-
批判T

｢
当
時
自
分
の
周
囲
に
あ
っ
た

『文
学
界
』
の
同
人
中
で
は
､
北
村
透
拳
君
紘

既
に
亡
く
な
っ
て
居
た
｡
私
は
あ
の
友
人
の
後
を
追
っ
て
､
も
つ
と
心
の
戦
を

続
け
て
行
か
う
と
し
た
.
私
が
あ
の
感
想
を
書
い
た
と
同
じ
号
紅
上
田
敏
君
も

長
い
論
文
を
出
し
た
｡
上
田
君
は
純
然
た
る
ユ
キ
ゾ
オ
チ
シ
ズ
ム
の
立
場
か
ら

学
芸
の
鑑
賞
を
楽
ま
う
と
い
ふ
の
で
あ
っ
て
､
上
田
君
と
私
と
の
出
発
点
の
相

違
が
明
瞭
に
感
じ
ら
れ
て
来
た
｡
当
時
平
田
禿
木
君
は
私
達
二
人
の
書
い
た
も

の
を
読
み
比
べ
て
､
自
分
は
む
し
ろ
上
田
君
の
立
場
に
賛
成
す
る
と
言
ほ
れ

た
｡
上
田
君
と
私
と
は
あ
の
時
す
で
に
別
の
道
を
取
っ
て
歩
き
出
し
た
｡
気

質
の
分
れ
行
-
こ
と
は
奈
何
と
も
す
る

こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｣

(『昨
日
､
一
昨
日
』
(き
)
と
､
割
り
切

っ
た
言
い
方
を
し
て
い
る
が
､
『
春
』
に

ょ
る
と
､
事
情
は
そ
の
よ
う
に
簡
単
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
O
第

一
に
上

田
敏
や
平
田
禿
木
が
学
芸
の
研
究
と
鑑
賞
に
転
じ
た
の
は
'
単
に
そ
の
気
質
に

ょ
る
だ
け
の
こ
と
で
な
-
'
彼
ら
の
時
代
認
識
が

そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡

さ
と

…

｢

聡

若

い
市
川

〔平
田
〕
に
言
は
せ
る
と
､
今
は
奈
何
い
ふ
時
世
で
あ
る

か
を考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
十
年
二
十
年
の
後
に
成
つ
て
も
､
見
ら
れ
る
か
奈
何

か
解
ら
な
い
や
う
な
青
年
の
夢
を
､
今
が
今
見
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
､
左
様

は
世
間
が
許
さ
な
い
｡
そ
れ
よ
り
は
静
か
に
学
問
で
も
し
て
､
傍
ら
芸
術
を
楽

も
う
で
は
な
い
か
｡

そ
れ
が
造
か
に
高
尚
な
生
涯
で
は
な
い
か
.
斯
う
岸
本

〔藤
村
〕
に
説
き
聞
か
せ
た
｣
(喜
O
こ
の
市
川
は
す
で
に
そ
の
1
年
以
上
も
前

か
ら
ー

｢
岸
本
君
､
君
は
奈
何
思
ふ
ね
｡
吾
麿
は
す
こ
し
早
-
生
れ
て
,釆
過

ぎ
た

ん
ぢや
有
る
ま
い
か
｣
(吾
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
.
こ
の
時
代

の
ず

れ
は
､
市
川
た
ち
だ
け
で
な
-
､
同
じ
仲
間
の
藤
村
に
も
あ
て
は
ま
っ
た
は
ず

で
あ
る
｡
現
に
藤
村
は
～

｢
ま
す
ま
す
岸
本
は
無
汀
な
人
に
成
る
ば
か
り
で



も
LI.は

有
っ
た
｡
ロ
に
言
へ
な
い
こ
と
は
､
せ
め
て
文
章
に
奮
い
て

東

商

さ
ら

と
し

た
｡
彼
は
種
々
な
文
体
を
試
み
た
.
小
説
､
戯
曲
､
諭
文
､
そ
れ
か
ら
新
体
詩

ま
で
も
試
み
た
｡

一
つ
と
し
て
自
由
に
表
白
せ
る
も
の
は
無
か
つ
た
｣.(吾
と
貰

う
｡
こ
れ
は
単
に
か
つ
て
の
恋
人
輔
子
の
死
に
よ
る
気
落
ち
を
言
う

の
で
な

く
､
こ
の
文
章
が
示
す
と
お
り
､
在
来
の
文
学
形
式
で
は
自
己
を
表
現
で
き
な

い
と
い
う
苦
悩
を
語
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
苦
悩
の
あ
ま
り
､
彼
は
鹿
野

山
を
越
え
る
時
､
崖
の
上
か
ら
石
塊
を
落
と
し
て
､
!

｢
も
し
石
塊
が
河
の
車

へ
落
ち
る
や
う
で
あ
っ
た
ら
､
文
芸
の
道
路
を
進

ま
う
｡
途
中
で
止
る
や
う
で

-
づ
も

あ
っ
た
ら
､
全
く
方
向
を
変
へ
て
､
他
の
職
業
の
中
に
埋
没
れ
て
了
は
う
｣
(善

と
思
い
さ
え
し
た
｡
は
て
は
-

｢あ
る
時
な
ぞ
は
､
後
れ
馳
せ
な
が
ら
も
友

達
の
後
を
追
ほ
う
と
し
て
､
大
学

の
選
科
に
入
る
準
備
を
始
め
た
こ
と
も
あ
っ

た
｣
(三hJ)
と
さ
え
い
う
.
そ
れ
ゆ
え
に
彼
が
先
に

『
昨
日
､

l
昨
日
』
か
ら
引
用

し
た
文
革
に
言
う
ほ
ど
割
り
切
っ
て
創
作
へ
の
志
望
を
堅
持
し
っ
ず
け
た
わ
け

で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
そ
れ
が
と
に
も
か
-
に
も
そ
の
志
望
を
維
持

し
得
た
の
は
､
積
極
的
に
は

｢
心
の
戟
｣
を
続
け
よ
う
と
い
う
願
望
に
ょ
っ
て

の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
､
消
極
的
に
は
､
上
凹
や
平
日
と
行
動
を
共
に
し
た
く
て

も
､
そ
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
外
面
的

に
は
大
学
の
選
科
に
入
る
学
資
が
調
達
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
原
因
す

る
が
､
内
面
的
に
は
､
高
等
学
校
か
ら
大
学
へ
と
進
ん
だ
上
田
や
平
田
ら
に
比

べ
て
､
自
分
は
高
等
学
校
の
入
試
に
落
第
し
た
と
い
う
劣
等
感
が
そ
れ
を
妨
げ

た
と
推
測
し
て
も
､
あ
な
が
ち
に
勘
ぐ
り
す
ぎ
と
は
言
え
ま
い
｡
彼
が
そ
の
落

第
の
こ
と
を

≡
IBも
言
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
､
そ
れ
が
そ
れ
だ
け
深
-
彼
の

心
塵
の
深
層
に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
.
し
か
し
こ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
彼
に
幸
い
し
た
と
言
え
よ
う
.

も
し
彼
が
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
究
の
道
を
と
っ
て
い
た
ら
､
恐
ら
く
彼
は
上
田

や
平
田
の
は
る
か
に
後
塵
を
拝
す
る
凡
庸
な

1
英
文
学
者
と
し
て
終
わ
り
､
後

の
い
あ
ゆ
為
文
豪
藤
村
絃
生
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
.

高
校
入
試
の
落
第
と
そ
れ
に
基
づ
く
木
村
の
戒
告
と
に
ょ
る
自
覚
が
青
年
藤

村
を
豹
変
さ
せ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
､
そ
れ
が
決
定
的
な
効
果

を
発
揮
し
た
の
ほ
､
そ
れ
か
ら
数
年
後
の
小
諸
時
代
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
.
と

い
う
の
は
､
彼
は
そ
の
自
覚
に
も
と
づ
き
､
文
学
を
通
し
て
自
己
探
究
と
自
己

形
成
を
志
し
た
が
､

『
文
学
界
』
時
代
､
い
い
か
え
れ
ば
そ
の
ロ
ー
マ
ン
主
義

的
詩
人
の
時
代
に
は
ま
だ
才
気
に
走
る
在
来
の
習
性
を
脱
し
き
れ
な
い
で
い

た
｡
当
時
の
藤
村
に
つ
い
て
平
田
禿
木
は
こ
う
言
っ
て
い
る
､
1

｢藤
村
君

に
も
こ
の
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
天
分
が
あ
っ
て
､
そ
れ
は
早
く

か
ら
君
の
書
き

物
に
表
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
ふ
｡
即
ち
､
あ
の
馬
琴
な
ど
の
所
謂
換
骨
奪
胎
と

い
ふ
や
う
な
こ
と
に
は
実
に
妙
を
得
て
ゐ
て
､
沙
翁
と
読
め
ば
す
ぐ
沙
翁
ぼ
り

の
戯
曲
を
書
き
1

『
文
学
界
』
の
始
め
に
出
た

『
琵
琶
法
師
n
や

『
朱
門
の

う
れ
ひ
』
な
ど

ほ
そ
の
例
で
あ
る
｣
(『文
学
界
前
後
』
(貢
))｡
｢
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
天
分
｣
は
そ
れ
自
身
と
し
て
ほ
決
し
て
非
難
す
べ

き
も
の
で
は
な
い
.
人

間
は
誰
で
も
他
人
の
影
響
を
受
け
て
生
長
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
､

｢
プ
ラ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
天
分
｣
は
む
し
ろ
自
己
形
成
の
た
め
に
有
利
な
資
質
と
見
な
す
べ

き
で
あ
る
.
た
だ
そ
れ
が
そ
う
な
る
た
め
に
は
自
主
性
が
必
要
で
あ
る
O
と
と

ろ
が
当
時
の
藤
村
に
は
そ
の
自
主
性
が
な
か
っ
た
.
後
年
､
彼
は
み
ず

か
カ

ー

｢あ
の
時
分
の
僕
は
自
分
が
何
を
書
い
て
い
る
の
だ
か
よ
-
わ
か
ら
な
か

っ
た
.
何
う
い
ふ
風
に
す
れ
ば
い
い
の
か
､
自
分
に
は
分
ら
な
か
っ
た
｡
要
す

る
に
'
自
分
の
も
の
と
い
ふ
も
の
を
､
何
も
持
っ
て
ゐ
な
か
つ
た
の
た
ち
湧

豊

告
白
し
て
い
る

(馬
場
孤
妹

『
明
治
文
準
の
人
々
』)
O
し
た
が

っ
雫
､
牽
漆

穂

｢
換
骨
奪
胎
｣
な
ど
と
嘗
め
て
い
る
け
れ
ど
も
､

そ
れ
捜
む
し
ろ

露
骨
な
療

倣
､
翻
案
､
盗
庸
と
言
っ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
.
馬
場
孤
壌

捜
1

買
春
艶

を
見
る
と
､
<
市
川

〔禿
木
〕
と
い
ふ
男
は
西
洋
樹
理
を
食

っ
て

反
吐
を
酷
い
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た
や
う
だ
-

か
う
い
ふ
有
難
い
批
評
を
あ
る
大
家
か
ら
頂
戴
し
た
と
い
つ
て

市
川
は
反
り

か
へ
つ
て
笑
っ
て
-
-
>
と
書
い
て
あ
る
の
だ
が
､
僕
が
誰
か
ら

か
聞
い
た
話
で
は
､
紅
葉
が

『
文
学
界
』
の
連
中
は
西
洋
料
理
と
日
本
料
理
を

一r緒
に
食
っ
て
反
吐
を
吐
い
た
よ
-
な
も
の
だ
と
言
っ
た
の
で
あ
る
｡
成
程
こ

れ
は
当

っ
て
居
る
鹿
評
で
あ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
で
平
田
君
の
所
謂
反
吐
は
､
西
洋

料
理
と
白
本
料
理
が
可
成
り
融
合
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
､
島
崎
君
等
始
め
僕

等
に
至
る
迄
も
の
反
吐
は
そ
の
二
つ
の
料
理
が
生
の
ま
ま
で
出
て
い
た
趣
が
確

か
に
あ
っ
た
ら
ろ
う
と
思
う
｣
(前
掲
書
(天
))
と
言
っ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
以

上
の
こ
と
を
み
ず
か
ら
認
め
た
も
の
と
言
え
よ
う
｡
そ
し
て
藤
村
が
こ
の
よ
う

に
自
分
で

｢
自
分
が
何
を
書
い
て
ゐ
る
の
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
｣
よ
う
な
も

の
を
と
た
も
か
-
に
も

一
つ
の
作
品
に
ま
と
め
得
､
し
か
も
そ
れ
が

｢
い
づ
れ

も
皆
絶
譲
を
博
し
た
｣
(平
田
禿
木

『
文
学
界
前
後
』
(莞
))

の
は

(
こ
の

｢
絶

讃
｣
は
当
時
の
文
学
界
の
幼
稚
さ
を
示
す
も
の
で
ー
今
日
か
ら
見
る
と
'
そ
れ

ら
は
整
底
に
秘
め
ら
れ
る
べ
き
習
作
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
で
あ
る
と
思
う
)
､

も
っ
ぱ
ら
彼
の
才
気
に
よ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡

｢
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
天
分
｣
が
自
主
性
を
欠
く
時
､
そ
れ
は
軽
薄
な
才
気
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
｡

『若
菜
集
』
以
後
と
な
る
と
､
も
ち
ろ
ん
事
情
は

7
変
す
る
O
藤
村
は
こ
の

詩
集
に
よ
っ
て
自
己
の
詩
風
を
確
立
し
､
同
時
に
日
本
の
近
代
詩
の
出
発
点
を

画
し
た
と
い
う
の
が
'
世
間

7
般
の
評
価
で
あ
り
､
そ
し
て
そ
の
評
価
は
確
か

に
間
違
っ
て
い
ま
い
｡
彼
は
も
は
や
こ
こ
で
は

｢
自
分
が
何
を
書
い
て
い
る
の

か
よ
く
わ
か
ら
な
い
｣
な
ど
と
は
言
わ
ず
､

｢
遂
に
､
新
し
き
詩
歌
の
時
は
来

り
ぬ
｣
に
始
ま
る
あ
の
有
名
な

『
｢藤
村
詩
集
｣
序
口
に
見
る
よ
う
に
､
意
気

軒
昂
と
し
て
近
代
詩
の
曙
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
?
そ
こ
で
彼
は
!

｢
誰
か

旧
き
生
涯
に
安
ん
ぜ
む
と
す
る
も
の
ぞ
｡
お
の
が
じ
･i
新
し
き
を
閲
か
ん
と
息

へ
る
ぞ
､
若
き
人
の
つ
と
め
な
る
｡
生
命
は
力
な
り
｡

力
は
声
な
り
｡
声
は
言

菓
な
り
.
新
し
き
言
葉
は
す
な
は
ち
新
し
き
生
涯
な
り
｣
(呂
)
と
言
い
､
さ
ら
に

は
-

｢
芸
術
は
わ
が
願
ひ
な
り
｡
さ
れ
ど
わ
れ
は
芸
術
を
藤
-
見
た
り
き
.

む
し
ろ
わ
れ
は
芸
術
を
第
二
の
人
生
と
見
た
り
き
.
ヰ
iた
第
二
の
自
然
と
も
見

た
り
き
｣(害
と
言
う
｡
こ
れ
に
ょ
っ
て
見
れ
ば
､
彼
は
生
活
の
革
新
を
第

,tt
と
.

考
え
､
詩
歌
の
革
新
は
生
活
の
革
新
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
､
あ
る
い
は
こ
れ
を
r

証
し
す
る
も
の
と
見
て
い
る
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
｡
現
に
彼
は
こ
れ
を
裏
書
き

す
る
よ
う
に
､
後
に
こ
の
当
時
を
思
い
出
し
て
､
～

｢
私
の
生
涯
は
そ
こ

〔仙
台
〕
へ
行
っ
て
初
め
て
夜
が
明
け
た
や
う
な
気
が
し
た
｣
(『改
訂
詩
集
の

序
』
(竺
))
ー
と
か
､
｢
私
が

1
生
の
曙
は
斯
様
な
風
に
し
て
開
け
て
来
た
｣蔓
)
と

か

｢
仙
台
の
l
年
紘
私
の
1
生
に
と
っ
て
夜
明
け
の
や
う
な
静
な
､
そ
し
て

亦
若
々
し
か
つ
た
時
の
や
ぅ
な
気
が
す
る
｣

(『何
物
を
か
菅
生
匪
紅
与
へ
し

旅
』
(冒
))
と
言
う
｡

私
は
先
に
別
の
論
文

竃
島
村
藤
村
の
思
想
展
開
(琶
』)

で
､
藤
村
が
そ
の

一.生
を
通
し
七
ひ
た
す
ら
に
｢
近
代
の
生
活
し
す
な
わ
ち
自
己
紅
顔
覚
め
た
自

由
な
生
活
を
求
め
つ
ず
け
た
こ
.と
を
静
証
し
た
｡
そ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
.､

こ
こ
に
彼
が

｢新
し
い
生
涯
｣
と
い
う
の
は
､
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の

｢近
代

の
生
活
｣
で
あ
り
､
彼
は
仙
台
で
そ
の
よ
う
な
新
し
い
近
代
的
生
活
の
少
な
-

と
も
端
緒
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
け
れ
ど
も
そ
れ
は
客
観
的
な
事
実

で
あ
っ
た
ろ
う
か
｡

小
説

『
春
』
に
ょ
る
と
､
彼
は
そ
の
よ
う
な
近
代
人
の
自
由
な
生
活
を
求
め

な
が
ら
も
､
実
際
生
活
で
は
前
近
代
的
な
家
族
関
係
か
ら
く
る
清
神
的
澄
済
的

な
重
圧
に
打
ち
ひ
し
が
れ
､

-
｢
私
の
や
う
な
も
の
で
も
､
奈
何
し
て
生
き

た
い
｣
と
い
う
絶
望
的
な
嘆

き
とと
も
に
仙
台
へ
出
で
立
っ
た
の
せ
あ
っ
た
｡

と
こ
ろ
が
､
そ
の
仙
台
で
は
忽
ち

!
転
し
て
新
し
い
生
薩
の
曙
を
迎
え
た
と
い

う
O
と
す
れ
ば
､
そ
こ
に
は
何
か
画
期
的
な
転
機
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ

け
で
あ
る
が
'
そ
の
よ
う
な
転
機
が
あ
っ
た
よ
う
な
形
跡
は
見
出
せ
な
い
O
た
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だ
仙
台
へ
離
れ
去
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
先
の
封
建
的
家
族
関
係
の
豪
産
か

ら
解
放
さ
れ
て
'
ひ
と
り
身
の
自
由
な
生
活
を
楽
し
み
得
た
と
､い
う
こ
と
だ
轡

は
推
察
し
得
る
｡
け
れ
ど
も
､
そ
の
自
由
な
生
活
は
彼
が
自
分
自
身
の
薯

簡

革
新
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
戦
い
取
っ
た
も
の
で
は
な
く
､
た
ま
た
ま
次
兄
の
広

助
が
長
兄

一
家
の
た
め
に
経
済
的
援
助
を
す
る
こ
と
に
ょ
り
､
彼
は
そ
の
負
担

を
免
ぜ
ら
れ
た
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
､
先
に
は
彼
を
重
圧
し
た
封

建
的
家
族
関
係
が
今
度
は
逆
に
彼
を
解
放
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
従
っ
て

彼
の
享
受
し
た
自
由
は
決
し
て
近
代
的
な
自
由
と
い
い
う
る
も
の
で
は
な
く
､

依
然
と
し
て
封
建
制
の
枠
内
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
に
彼
が
こ
れ

を

｢
新
し
い
生
涯
｣
の
曙
と
し
た
の
ほ
錯
覚
で
あ
り
ー
そ
の
こ
と
は
彼
の
そ
の

後
を
措
い
た
自
伝
的
小
説

『
家
』
が
こ
れ
を
実
証
し
て
い
る
｡

『
家
』
に
お
汁

る
藤
村
は
封
建
的
な

｢
家
｣
の
中
で
噂
吟
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ら

う
｡
彼
が
仙
台
で
享
受
し
た
の
は
自
由
な
生
活
と
い
う
よ
り
､
む
し
ろ
気
楽
な

生
活
と
い
っ
た
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
｡

も
っ
と
も
､
た
と
え
そ
れ
が
根
本
的
に
は
錯
覚
で
あ
っ
た
に
せ
よ
､
被
が
仙

台
で
の
生
活
に
解
放
を
感
じ
自
由
を
楽
し
ん
だ
こ
と
は
事
実
で
あ
り
､
従
っ
て

彼
が
後
に

｢
家
｣
の
束
縛
を
さ
ら
に
一
層
強
-
受
け
と
め
て
苦
悩
す
る
時
､
常

に
こ
の
頃
を
思
い
返
し
て
そ
こ
に
立
ち
戻
ろ
う
と
し
た
の
も
､
無
理
は
な
い
と

思
わ
れ
る
｡

が
､
そ
れ
は
あ
-
ま
で
も
錯
覚
で
あ
り
､
従
っ
て
あ
の
近
代
詩
の
宣
言
文
に

は
無
理
が
あ
る
｡
佐
藤
春
夫
は
そ
れ
を
見
抜
い
た
｡
彼
は
先
に
引
用
し
た

『
早

春
記
念
』
の
あ
の
有
名
な
文
章
に
つ
い
て
'
-

｢前
に
引
用
の
藤
村
の
言
葉

の
命
か
ら
力
は
普
通
の
言
ひ
方
で
あ
る
が
､

力
を声
と
飛
躍
し
て
､
声
は
言
莱

と
ま
た
普
通
の
言
ひ
方
で
､

『
新
し
い
言
葉
』
は

『
新
し
い
生
涯
』
と
ま
た
し

て
も

一
大
飛
躍
を
し
て
ゐ
る
｡
こ
れ
は

一
見
理
論
の
や
う
な
擬
態
を
と
っ
て
ゐ

る
が
､
無
論
､
理
論
で
は
な
-
､
超
理
論
の
お
筆
先
で
あ
る
｡

ニ
イ
チ
ェ
が

『静

野
で
思
想
を
連
ぶ
』
と
言
っ
た
時
紅
椎
養
分
詩
人
紅

対
す
為
寒
擬
の
憶
を
そ
こ
濫
潜
ノ裕
て
ゐ
た
ら
し
い
が
､
我
々
の
若
き
詩
人
が

.還

命
瀧
カ
な
驚

労
は
声
な
り
､
-
-
-
新
し
き
青
葉
は
す
な
は
も
生
海
な

り
誓
と
課
し
喪
曝
乾
嘆
､
肇
の
羽
ば
た
き
紅
も
似
た
こ
の
言
葉
の
調
子
や
魔
法

匿
よ
智

等そ
の
患
憩
を
軽
々
と
飛
躍
さ
れ
て
辿
々
し
い
短
論
は
下
界
に
低
く
居

な
が
ら

詩人
鑑
ふ
さ
わ
し
い
自
負
を
あ
ら
は
し
た
こ
の
思
索
の
あ
と
を
求
め
た

づ
ね
て
そ
の
言
い
分
の
当
否
を
判
断
す
る
前
に
こ
の
詩
人
の
云
い
分
を
異
議
な

く
承
認
し
ょ
う
と
い
ふ
気
に
な
る
｣
(『詩
人
島
崎
藤
村
藤
村
評
伝
』
(冥
))
と
許

し
て
､
そ
の
非
論
理
性
を
指
摘
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
ー
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人

々
が
あ
の

『
早
春
記
念
』
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
真
に
受
け
て
い
る
こ
と
を
思
え

ば
､
実
は
蝕
い
洞
察
と
言
わ
ぬ
ば
な
る
ま
い
｡

も
っ
と
も
､
佐
藤
春
夫
は
右
の
評
言
に
つ
ず
け
て
､

-

｢
そ
れ
故
､
事
の

当
否
は
し
ば
ら
く
黙
記
し
て
､
た
だ
こ
れ
を
深
-
記
憶

に
留
め
て
資
か
う
｡
藤

村
は
力
あ
り
命
あ
る
言
葉
を
即
ち
詩
と
観
じ
た
も
の
ら
し
い
｡
藁
に
人
の
命
か

ら
溢
れ
出
た
言
葉
と
､
そ
れ
故
に
ま
た
逆
に
人
の
命
の
板
も
と
ま
で
辿
り
つ
く

ヰlこ
と

だ
け
の
作
用
の
あ
る
言
葉
､
即
ち
人
の
誠
に
充
実
し
た
言
葉
土

臭

言

-

命

あ
る
吉
葉
を
詩
と
観
ず
る
事
は
､
た
と
へ
少
々
は
単
純
で
は

あ
つて
も
決
し
て

誤
で
は
な
-
単
純
な
だ
け
に
健
全
な
詩
歌
観
と
言
っ
て
よ
か
ら
う
｣

(同
上
)

と
言
う
｡
こ
れ
は
､
藤
村
の
あ
の
言
葉
を

｢
超
理
論
の
お
筆
先
｣
と
し
な
が
ら

も
､
そ
の
裏
に
ひ
そ
む
真
意
を
汲
み
取
っ
た
､
ま
こ
と
に
情
理
を

つ
く
し
た
批

評
と
言
え
そ
う
で
あ
る
｡

(も
と
も
と
佐
藤
春
夫
は
藤
村
に
ょ
っ
て
詩
に
導
か

れ
た
だ
け
あ

っ
て
､
藤
村
の
詩
の
長
所
を
十
分
に
理
解
し
､
し
か
屯
盲
目
申
紅

こ
れ
を
讃
美
す
る
こ
と
な
-
､
鋭
い
洞
察
力
を
も
っ
て
そ
の
澄
所
を
も
看
破

し
､
多
く
の
論
者
の
車
で
も
藤
村
詩
に
対
し
て
轟
も
公
正
な
評
価
を
下
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
の
で
､
以
後
は
こ
の
春
夫
の
所
静
を
念
頭

匿

お

き
う
っ
∵
拙
論

を
進
め
た
い
｡)



青年島崎藤村の変身

『
早
春
記
念
』
に
お
け
る
藤
村
の
論
述
は
と
も
あ
れ
､
問
題
は
藤
村
の
実
作

が
彼
自
身
の
詩
歌
観
を
具
現
し
て
い
る
か
ど
う
か
､
実
際
に
彼
の
詩
が
そ
の
よ

う
な

｢
人
の
誠
に
充
実
し
た
命
あ
る
言
葉
｣
で
あ
る
か
ど
う
か
､
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な

｢新
し
き
生
涯
｣
か
ら
発
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

多
-
の
人
々
の
見
解
に
よ
れ
ば
､
藤
村
の
詩
は
在
来
の
封
建
的
拘
束
を
打
破

し
て
個
人
の
感
情
を
解
放
し
た
､
そ
の
感
情
の
解
放
は
近
代
的
な
人
間
解
放
の

出
発
点
で
あ
る
､
そ
こ
に
藤
村
詩
の
社
会
的

･
文
化
史
的
意
義
が
あ
る
､
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
O
佐
藤
春
夫
も
こ
れ
に
賛
同
し
て
い
る

(同
上
(賃
))
0

と
す
れ
ば
､
藤
村
が

-

｢
新
し
き
言
葉
は
す
な
は
ち
新
し
き
生
涯
な
り
｣
と

自
負
し
た
の
も
､
も

っ
と
も
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
彼
は
こ
こ
に
彼
の

求
め
て
い
た
新
し
い
近
代
の
端
緒
を
開
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
｡
け
れ
ど

も
､
こ
こ
に
人
々
の
い
う

｢
感
情
の
解
放
｣
と
は
真
実
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

そ
の
感
情
と
は
本
当
に
人
間
の
心
奥
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

人
々
が
藤
村
詩
に
お
け
る

｢感
情
の
解
放
｣
と
言
う
時
､
そ
の
感
情
と
は
主

と
し
て
恋
愛
の
感
情
を
指
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
確
か
に
藤
村
は
､
こ

れ
ま
で
劣
情
祝
さ
れ
､
あ
る
い
は
罪
悪
視
さ
れ
て
い
た
恋
愛
を
さ
ま
ざ
ま
に
美

し
く
歌
い
あ
げ
た
｡
す
で
に
北
村
透
谷
は

｢恋
愛
は
人
生
の
秘
鎗
な
り
｣
と
喝

破
し
た
が
､
藤
村
は
そ
れ
を
詩
に
よ
っ
て
人
々
の
感
情
に
訴
え
､

7
層
深
く
人

心
に
浸
透
さ
せ
た
と
言
え
る
｡
け
れ
ど
も
私
に
は
､
透
谷
の
場
合
と
は
適
っ

て
､
彼
の
恋
愛
詩
に
は
切
実
さ
が
乏
し
く
､
い
わ
ば
観
念
の
操
作
に
終
わ
っ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
｡

佐
藤
春
夫
は

｢
果
し
て
熱
情
な
り
や
｣
と
題
す
る

7
項
目
を
掲
げ
､
横
瀬
夜

雨
や
北
村
透
谷
､
与
謝
野
晶
子
､
吉
井
勇
ち
と
比
較
し
っ
つ
､
藤
村
に
熱
情
の

欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
､
-

｢
藤
村
の
詩
に
こ
れ
と
言
っ
て
熱
情
送

る
や
う
な
篇
廿
を
見
出
す
事
は
む

つ
かし
く
全
般
に
も
そ
れ
が
乏
し
い
か
の
観

が
あ
る
｣
(同
上
(宍
))
'
｢
思
ふ
に
藤
村
は
熱
情
の
詩
人
た
る
に
は
野
性
と
蛮
気

と
に
軟
け
あ
ま
り
に
良
識
が
あ
り
文
字
の
礼
節
を
知
り
過
ぎ
て
ゐ
た
｡
あ
の
政

雄
典
麗
の
詩
風
を
見
よ
､
終
に
熱
情
を
盛
る
べ
き
器
で
は
無
い
｡
自
ら
な
る
破

調

1
つ
だ
に
な
い
o

『藤
村
詩
集
』
に
破
調
が
あ
れ
ば
そ
れ
も
み
な
意
識
か
ら

出
た
技
巧
で
あ
ら
う
｣
(同
上
(買
))
と
結
論
す
る
.
私
も
全
く
こ
れ
に
同
調
す

る
｡人

々
は
佐
藤
輔
子
に
対
す
る
藤
村
の
恋
愛
を
念
頭
に
お
い
て
藤
村
詩
を
見
､

そ
の
恋
愛
詩
は
こ
の
痛
切
な
恋
愛
経
験
か
ら
生
ま
れ
出
た
も
の
と
速
斬
し
が
ち

で
あ
る
｡
相
馬
黒
光
な
ど
は
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
｡
黒
光
は
1

｢
あ
ゝ
'
藤

村
さ
ん
は
あ
の
方

〔輔
子
〕
を
失
っ
て
こ
の
詩
を
得
ら
れ
た

､
こ
れ
は
恋
と
引

か
へ
の
詩
集
｣
(『然
移
』
(空
))
と
し
て
い
る
｡
輔
子
に
対
す
る
藤
村
の
恋
愛
が

ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
私
は
通
説
と
異
な
る
見
解
を
も
っ
て
い
る

の
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
別
と
し
て
も
､

『
若
菜
集
』
と
輔
子
と
の
恋
愛
を
直
接

に
結
び
つ
け
る
の
は
､
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
た
速
断
で
あ
る
と
思
う
｡
も
ち
ろ

ん
両
者
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
｡
誰
で
も
恋
愛
を
歌
う

時
､
自
分
の
過
去
の
恋
愛
経
験
を
離
れ
て
歌
う
は
ず
は
な
い
O
け
れ
ど
も
藤
村

自
身
は
-

｢
客
が
女
性
に
近
づ
く
た
め
の
方
便
と
し
た
と
い
う
岸
本
〔藤
村
〕

の
詩
集
は

'
作
者
た
る
彼
に
取
っ
て
は
あ
べ
こ
べ
に
女
性
の
煩
ひ
か
ら
離
れ
た

時
に
出
来
た
若
い
心
の
形
見
で
あ
っ
た
｡
漸
-
彼
も
二
十
五
才
の
頃
で
､
仙
台

の
客
会
へ
行
っ
て
そ
れ
を
書
い
た
｡
あ
の
仙
台
の
一
年
は
彼
が
忘
れ
る
㌧｣
と
の

出
来
な
い
楽
し
い
時
代
で
あ
る
｡
ず

っ
と
後
に
な
っ
て
も
よ
く
思
ひ
出
す
時
代

で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
楽
し
か
っ
た
理
由
は
'
全
-
女
性
か
ら
離
れ
て
心
の
静

か
さ
を
保
つ
こ
と
の
出
来
た
か
ら
で
｡
実
際
岸
本
は
女
性
と
い
ふ
も
の
か
ら
煩

は
さ
れ
ま
い
と
し
て
青
年
時
代
か
ら
そ
の
日
ま
で
歩
き
授
け
て
来
た
や
う
な
男

で
あ
っ
た
｣

(『新
生
』
(空
))
と
言
う
O
こ
れ
は
小
説
の
中
の
文
章
で
あ
る
け
れ

ど
も
ー
虚
構
と
見
な
す
べ
き
理
由
は
な
い
か
ら
､
藤
村
自
身
の
心
的
事
実
と
見

て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
と
す
れ
ば
､

『
若
菜
集
』
の
恋
愛
詩
を
彼
の
過
去
の
恋
愛



経
験
と
結
び
つ
け
る
根
拠
は
崩
れ
る
0
も
っ
と
も
､

-
r｢
詩
歌
棟
静
か
変
革

と
こ
ろ
に
て
思
ひ
起
し
た
る
感
動
な
り
と
か
や
.
げ

に
わが
歌
ぞ
お
ぞ
き
苦
闘

の
告
白
な
る
｣
(『早
春
記
念
』
(竺
))
と
い
う
有
名
な
彼
の
文
章
を
家
用
し
雫
､

『
若
菜
集
』
は
彼
の
過
去
の
恋
愛
経
験
を
憩
起
し
､
昇
華
し
て
浄
塗
し
た
亀
め

で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
あ
り
得
よ
う
が
､

｢
女
性
の
煩
ひ
か
ら
離
れ
て
｣
と
い

う
表
現
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
不
適
当
と
す
る
し
､
ま
た
そ
の
よ
う
な
解
釈
は

む
し
ろ
情
熱
の
冷
却
を
暴
露
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
ド
イ
ツ
語
で
は
情
熱
の
こ

と
を

L
eid
e
n
s
ch
aft
と
い
う
が
'
そ
の
語
は
ま
た
同
時
に

｢
苦
悩
｣
を
薄
味

す
る
し
､

英
語
の
p
assio
n
も
ま
た
同
時
に

｢
苦
悩
｣
を
意
味
す
る
｡

そ
れ

は
こ
の
両
者
に
深
い
関
係

が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
全
-
の
と
こ
ろ
､

｢
煩
ひ

を
離
れ
て
｣
は
情
熱
も
消
え
去
る
で
あ
ろ
-
｡
藤
村
は

｢
女
性
の
煩
ひ
を
離
れ

て
｣
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
佐
藤
春
夫
が
藤
村
に
は
情
熱
が
乏
し
い
と
言
っ

た
評
言
を
み
ず
か
ら
裏
書
き
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
｡
亀
井
勝

1
郎
は
右
に

引
用
し
た
藤
村
の
言
葉
～

｢詩
歌
は
静
か
な
る
と
こ
ろ
に
て
思
ひ
起
し
た
る

感
動
な
り
と
か
や
｣
の

｢
静
か
な
る
と
こ
ろ
｣
を
単
な
る
場
所
の
こ
と
で
な
く
､

｢沈
黙
の
時
間
｣
を
意
味
す
る
と
解
し
て
､
こ
の
｢沈
黙
｣
を
強
調
す
る
が
(萱
)､

当
時
の
藤
村
は

｢沈
黙
｣
の
暇
も
な
く
､
次
々
と
詩
を
発
表
し
､
み
ず
か
ら
も

-

｢
あ
の
仙
台
雑
詩
を
書
い
た
頃
の
わ
た
し
は
こ
う
自
己
を
鞭
た
う
と
も
し

な
か
っ
た
o
た
ゞ
青
春
の
溢
れ
る
ま
ゝ
に
任
せ
て
ゐ
た
｣
(『
早
春
』
(善
)
､
｢
小

さ
な
経
験
が
す
べ
て
詩
と
な
っ
た
｣
(
『
早
春
』
(善
)
と
言
っ
て
い
る

の
で
あ

る
｡
彼
が
自
分
を
鞭
つ
手
段
と
し
て
作

っ
た
と
い
う

『夏
草
』
で
さ
え
た
っ
た

7
夏
の
問
に
書
き
上
げ
た
作
品
で
あ
る
O
亀
井
の
解
釈
は
彼
自
身
の
思
い
入
れ

が
強
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
で
は
､
な
ぜ
藤
村
は
女
性
へ
の
情
熱
を
も
た

な
い
の
忙
恋
愛
詩
を
書
き
つ
い
だ
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
O

が
､
そ
の
筈
は
困
難
で
な
い
.
女
性
の
煩
い
を
忌
避
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
直

ち
に
女
性
へ
の
関
心
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
｡
む
し
ろ

忌
激
賛
為
の
政
､
関
心
が
醜
い
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
し
か
も
そ
り
関
心
が
情
熱
に

ま
管
準
え
あ
が
ら
な
い
と
い
う
事
情
が
､
か
え
っ
て
あ
の
よ
う
に
技
巧
を
存
分

紅
ノ駆
償
す
る
絶
好
の
条
件
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
o

親
疎
乾
漆
村
の
実
作
を
見
て
み
よ
う
O
彼
の
恋
愛
詩
は
よ
か
れ
あ
し
か
れ

『
若
菜
藻
』
の
巻
欝
乾
掲
げ
ら
れ
た

｢
六
人
の
処
女
｣
に
ょ
っ
て
代
表
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
が
､
人
も
知
る
よ
う
に
､
こ
の
六
簾
の
詩
は
閲
歴
境
遇
を
異
に
す
る

六
人
の
処
女
の
恋
情
を
六
通
り
に
歌
い
わ
け
た
も
の
で
あ
り
ー
そ
の
構
想
や
内

容
は
全
く
空
想
的
な
こ
し
ら
え
ご
と
で
あ
っ
て
､
そ
こ
に
恋
愛
の
切
実
さ
は
感

じ
ら
れ
な
い
｡
言
い
か
え
れ
ば
､
恋
愛
の
情
熱
は
伝
わ
っ
て
来
な
い
｡
藤
村
に

同
情
的
で
あ
る
佐
藤
春
夫
で
さ
え
こ
う
言
っ
て
い
る
､
-

｢
『
お
-
め
』
は
藤

村
の
作
の
な
か
で
熱
情
的
な
も
の
の
や
う
に
言
ほ
れ
て

来

て
ゐ
る
も
の
で
あ

る
｡
な
る
ほ
ど
あ
れ
は
患
ひ
切
っ
て
歌
ひ
上
げ
た
詩
で
は
あ
ら
う
が
自
分
の
考

へ
る
熱
情
的
な
詩
と
い
ふ
も
の
と
は
柳
か
達
ふ
｡
あ
れ
は
熱
情
の
観
念
が
歌
ほ

れ
た
だ
け
で
､
歌
ひ
方
は
熱
情
的
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
露
骨
と
も
い
ふ
べ
き
作

で
は
あ
る
ま
い
か
｡
た
だ
露
骨
な
が
ら
に
野
卑
で
は
な
く
品
格
の
あ
る
の
を
探

り
は
す
る
が
｣(芙
)O
｢熱
情
の
観
念
が
歌
ほ
れ
た
だ
け
｣
と
い
う
評
言
は
､
『
お

く
め
』
だ
け
で
な
く
､
藤
村
の
す
べ
て
の
恋
愛
詩
に
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
｡

け
れ
ど
も
こ
れ
は
鑑
賞
の
問
感
で
あ
り
､
鑑
賞
は
あ
-
ま
で
も
主
観
的
で
あ

っ

て
､
客
観
的
な
立
証
と
は
な
ら
な
い
か
ら
､

こ
れ
に
深
入
り
す
る
こ
と
を
避

け
､
む
し
ろ
､
間
接
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
､
立
証
性
の
あ
る
客
観
的
事
実
忙

戻
ろ
う
｡

藤
村
が
､
仙
台
に
お
い
で
だ
け
で
な
-
､
そ
の
l
生
を
通
し
て
､
女
性
の
煩

い
か
ら
離
れ
よ
う
と
努
め
た
こ
と
は
､
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
､
考
の

努
力
は
女
性
に
対
す
る
侮
蔑
か
ら
発
し
て
い
た
よ
う
に
思
あ
れ
る
.
-

1｢
私

は
下
稗
が
傍
へ
来
て
楽
し
さ
う
に
歌
ふ
み
だ
ち
な
流
行
唄
な
ど
紅

考
を療
好

て
､
気
を
洋
々
と
さ
せ
る
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
､

1
万
に
は
左
様
い
ふ
子
女
と
,



青年島崎藤村の変身

さ

げ

す

藤
に
ロ
も
利
か
な
い
ほ
ど
彼
等
を
憎
み

蔑

視

む

や
う
な
心
を
持
っ
て
居
ま
し

た
｣
(『
幼
き
日
』
(警
)
｡
こ
れ
は
そ
の
よ
う
な
下
卑
に
対
す
る
蔑
視
で
あ
る
が
､

さ
ら
に
そ
れ
が
1
般
化
さ
れ
て
､
…

｢
女
は
す
べ
て
磁
し
い
､
な
ど
､
幼
稚

か
んが
へ

な
宗
教
的
の

思

想

を

持
っ
た
時
代

も
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
‥
-
｣
(『春
』
(宍
))

と
か
､
-

｢
女
の
子

-
そ
れ
は
捨
青

〔藤
村
〕
に
取
っ
て
長
い
こ
と
触
れ

る
こ
と
を
好
ま
な
か
っ

た
問題
だ
｡
無
関
心
を
続
け
て
来
た
問
題
だ
-

無
関

心
は
お
ろ
か
､

!
種
の
軽
蔑
を
も
っ
て
対
っ
て
来
た
問
題
だ
｣
(『
桜
の
実
の
熱

す
る
時
』
(莞
))
と
な
る
｡
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
軽
蔑
は
､
藤
村
が
輔
子
に
恋

す
る
以
前
の
も
の
で
､
輔
子
と
の
恋
愛
は

一
時
こ
の
軽
蔑
を
解
消
さ
せ
た
で
あ

ろ
う
が
､
そ
の
恋
愛
が
失
恋
に
終
わ
っ
た
た
め
に
､

そ
れ
は
む
し
ろ
却
っ
て

-

｢
彼
が
男
女
の
煩
ひ
か
ら
離
れ
よ
う
く

と
し
た
の
も
､
自
分
の
方
へ
近

づ
い
て
来
る
女
性
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
も
､
そ
し
て
自
分
独
り
に
生
き
よ
う

と
し
た
の
も
-

す
べ
て
皆

1
生
の
中
の
最
も
感
じ
易
く
最
も
心
の
柔
か
な
年

頃
に
受
け
た

若
い愛
の
経
験
に
根
ざ
し
た
の
で
あ
っ
た
｣
(『新
生
』
(KO))
の
で

あ
り
､
さ
ら
に
妻
の
冬
子
と
の
結
婚
生
活
か
ら
得
た
経
験
も
加
わ
っ
て
の
こ
と

で
あ
ろ
う
が
､
後
に
は
彼
は
そ
の
女
性
蔑
視
を
自
分
の
性
分
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
､

｢
1

多
く
の
場
合
に
岸
本

〔藤
村
〕
は
女
性
に
冷
淡
で
あ

っ

た
O
彼
が

1
箇
の
傍
観
者
と
し
て
種
々
な
誘
惑
に
対
っ
て
釆
た
と
い
ふ
の
も
､

そ
れ
は
無
理
に
自
分
を
制
へ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
も
な
く
､
む
し
ろ
女
性
を
軽

蔑
す
る
や
う
な
彼
の
性
分
か
ら
来
て
居
た
｣
(『新
生
』
(≡
)
と
か
､
-

｢本
能

と
性
慾
と
に
支
配
さ
れ
易
く
見
え
る
女
性
自
身
の
内
部
に
そ
の
深
い
眠

り
の
源

が
あ
る
｣

(『婦
人
の
目
醒
め
』
(聖
))
な
ど
と
い
う
ひ
ど
い
女
性
観
を
吐
く
O
こ

の
よ
う
な
藤
村
が
真
に
情
熱
を
も
っ
て
恋
愛
詩
を
書
け
る
は
ず
は
な
い
で
あ
ろ

う
｡
亀
井
勝

一
郎
は
藤
村
を

｢
処
女
崇
拝
型
の
詩
人
｣
と
規
定
し
た
が

(『島
崎

藤
村
諭
』
(KM))
､
氏
は
右
の
よ
う
な
藤
村
の
文
章
を
ど
う
説
明
す
る
の
で
あ

ろ

i3

う
か
｡

け
れ
ど
も
､
藤
村
の
詩
が
そ
の
よ
う
に
唐
熱
の
乏
し
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
'
そ
れ
が
発
表
の
当
時
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
多
ぐ
め
愛
■好
家
を
屯
う
の

は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
｡
思
う
に
そ
れ
は
'
彼
ら
が
そ
望
"量

の
奏
し

さ
と
調
子
の
よ
さ
に
酔
っ
て
の
こ
と
､
言
い
か
え
れ
ば
､
そ
れ
ほ
藤
村
の
技
巧

に
よ
る
｡
先
に
､
藤
村
旺
熱
情
の
詩
人
で
は
な
い
と
い
う
佐
藤
容
共
の
評
音
を

引
用
し
た
が
､
彼
は
そ
れ
で
も
っ
て
藤
村
詩
を
定
し
め
て
い
る
の
で
な
く
'
別

に
､
藤
村
を
言
葉
の
詩
人
と
し
て
賞
揚
し
て
い
る
｡
-

｢藤
封
を
熱
情
の
詩

人
で
は
無
-
言
葉
の
詩
人
で
あ
っ
た
と
呼
ぶ
事
は
､

惟
ふ忙
至

当

で

こ
そ
あ

れ
､
決
し
て
藤
村
を
辱
め
る
も
の

〔
で
〕
は
あ
る
ま
い
｡
蓋
し
熱
情
は
轟

の
霊

で
あ
り
､
言
葉
は
詩
の
肉
で
あ
る
｡
言
葉
性
詩
の
肉
体
で
あ
る
が
鍵
し
て
そ
の

衣
裳
で
は
な
い
｡
詩
人
と
は
所
詮
､
言
葉
の
人
の
諸
で
は
あ
る
ま
い
か
｣
(節

掲
書
(
63))
.

｢
言
葉
に
酔
う
た
果
竺
言
葉
の
ま
紅
ま
に
生
れ
出
づ
る
熱
情
､
藤

村
の
詩

的熱
情
は
､
さ
な
が
な
俳
優
が
自
分
の
演
技
の
ま
乾
草
に
己
の
飽
り
の

感
情
を
実
感
と
し
て
来
る
の
に
似
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
と
'
か
く
断
ず
る

事
は
別
に
詩
人
藤
村
の
価
値
の
問
題
と
は
関
係
も
な
い
｡
熱
情
は
詩
の
重
大
な

要
素
に
は
相
違
な
い
が
､
そ
の
唯

1
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
詩
人
は
こ
れ
に
ょ

っ
て
の
み
評
価
さ
れ
る
も
の
で
旺
あ
る
ま
い
｣
.(同
上
(蛋
)
｡
｢熱
情
か
ら
出
た

文
字
と
'
文
字
か
ら
生
れ
た
熱
情
と
を
区
別
す
る
方
乾
を
知

ら
な
い
ま
ま
kL､

自
分
は
そ
の
何
れ
を
も
同
じ
く
熱
情
と
見
る
者
で
あ
る
｡

l
つ
を
英
.の
熱
唐
､

一
つ
を
熱
情
の
幽
霊
と
は
恩
は
な
い
｡
文
字
の
尚
か
ら
熱
情
の
陽
炎
を

生

れ
出

さ
せ
る
詩
技
を
持
つ
な
ら
ば
､
こ
れ
も
亦
立
派
に
熱
情
の
詩
人
と
喜
ふ
べ
き
で

は
な
か
ら
う
か
｣,(同
上
(蛋
))o
そ
し
て
春
夫
摩

｣
の
藤
村
の
よ
う
な
言
葉
の
熱

情
を

｢
近
代
的
な
熱
情
｣
と
さ
え
呼
ん
で
､
高
-
評
価
す
る
.(同
上
宏
)),.
こ
の

よ
う
に
藤
村
を
言
葉
の
詩
人
と
す
る
春
夫
の
周
鮮
紅
私
畔
全
く
肉
感
で
参
染

､

言
葉
の
巧
み
な
廃
位
こ
そ
は
藤
村
詩
の
本
領
で
あ
る
と
思
う
｡

け
れ
ど
も
私
は
こ
の

｢
言
葉
の
詩
人
｣
を
春
乗
の
よ
き
堅
危
-
評
価
す
る
こ



と
は
で
き
な
い
し
､
そ
の
評
価
を
根
拠
づ
け
る
春
夫
の
論
旨
に
は
錯
誤
が
あ
る

と
思
う
｡
な
る
ほ
ど
､
詩
人
と
は
所
謂

｢
言
葉
の
人
｣
で
あ
ろ
う
し
､
熱
情
と

言
葉
は
ま
さ
に
詩
の
霊
と
肉
で
あ
っ
て
､
両
者
を
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
ま

い
｡
け
れ
ど
も
､
い
-
ら
肉
を
豊
か
に
し
て
も
､
そ
れ
で
霊
を
作
り
出
す
こ
と

も
で
き
な
け
れ
ば
､
霊
の
代
用
を
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
ま
い
｡
春
夫
は
俳
優
の

演
技
を
例
証
に
用
い
て
い
る
が
､
そ
の
解
釈
に
間
違
い
が
あ
る
o
こ
の
場
合
､

演
技
を
肉
と
す
れ
ば
､
霊
は
俳
優
が
そ
の
扮
す
る
役
に
な
り
き
る
こ
と
､
春
夫

の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
､
そ
の
役
に

｢
実
感
｣
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
役

に
な
り
き
る
こ
と
か
ら
好
演
技
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
反
対
で
は
あ

る
ま
い
｡
俳
優
が
そ
の
役
柄
を

｢
偽
り
｣
と
し
て
自
分
と
の
問
に
疎
隔
感
を
も

っ
て
い
る
か
ぎ
り
､
演
技
ら
し
い
演
技
が
生
ま
れ
る
は
ず
が
な
く
､
ま
し
て
そ

の
演
技
か
ら
実
感
が
生
ま
れ
る
こ
と
な
ど
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
春
夫
は
､
実
感

を
生
み
出
す
好
演
技
は
す
で
に
実
感
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
し
､
い

わ
ゆ
る

｢
偽
り
の
感
情
｣
を
出
発
点
と
し
た
の
は
､
大
き
な
考
え
違
い
で
あ
る

と
思
う
｡

藤
村
が

｢
お
え
ふ
｣
を
始
め
と
す
る
六
人
の
処
女
を
歌
っ
た
時
､
彼
は
そ
の

処
女
た
ち
に
な
り
き
っ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
､
そ
の
処
女
た
ち
の
イ
メ
し
.}
す

ら
彼
に
は
リ
ア
ル
で
な
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
｡
後
に
藤
村
は
パ
リ
で
会

っ
た
あ
る
客
人
が
-

｢
今
だ
か
ら
白
状
し
ま
す
が
'
岸
本
君

〔藤
村
〕
の
詩

集
で
は
随
分
僕
も

罪
を
つ
-
り
ま
し
た
ね
え
｡
考
へ
て
見
る
と
僕
も
不
真
面
目

で
し
た
よ
｡
君
の
詩
を
ダ
シ
に
使
っ
て
'
何
程
若
い
女
を
迷
は
し
た
か
知
れ
ま

せ
ん
よ
｣
と
告
白
し
､
し
か
も
ー

｢
そ
の
人
は
そ
よ
く

と
し
た
心
地
の
好

い
風
が
顔
を
撫
で
通
る
や
う
な

草
原
に
寝
そ
べ
っ
て
岸
本
の
旧
詩
を
吟
じ
て
屠

る
若
者
を
想
像
し
て
見
よ
と
も
言
っ
た
｡
花
で
も
摘
ま
う
と
す
る
や
う
な
年
若

な
女
学
生
が
そ
の
草
原
へ
歩
い
て
来
る
と
想
像
し
て
見
よ
と
も
言
っ
た
｡
風
の

持
っ
て
行
く
吟
声
は
容
易
に
処
女
の
心
を
捉
へ
た
と
も
言
っ
た
｡
そ
し
て
其
処

女
が
蛋

怠
慢
潤
を
知
ら
な
い
や
う
な
良
い
身
分
の
生
れ
の
人
で
あ
れ
ば
あ
る

だ
け
､
勝
本
の
Tl詩
集
が
鮮
紅
立
っ
た
と
言
っ
た
｣
(『新
生
』
(KP))
と
伝
え
て
い

る
o
こ
9
,客
人
祭
夢
貰
は
ま
こ
と
に
興
殊
深
い
.
ま
だ
現
実
の
恋
愛
を
経
験
せ

ず
､
い
わ
ば
た
だ
森

を
恋
す
る
夢
み
が
ち
な
世
間
知
ら
ず
の
女
性
ほ
ど
､
よ
け

い
に
藤
村
の
恋
愛
鮮
紅
惹
か
れ
た
と
い
う
の
は
､
そ
の
恋
愛
詩
の
性
格
を
よ
く

表
わ
し
て
い
る
｡
作
者
で
あ
る
藤
村
自
身
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
女
性
と
同
じ

心
境
で
あ
ゥ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

(通
説
で
は
､
藤
村
は
輔
子
と
の
間
に
大
恋
愛

を
現
実
紅
轟
験
し
た
こ
と
kJ.な
っ
て
い
る
が
､
私
は
そ
の
恋
愛
も
右
の
よ
う
な

心
境
か
ら
出
た
も
の
と
解
し
て
い
る
O
そ
の
立
証
は
別
の
機
会
に
譲
る
O)
先

に
引
用
し
た
よ
-
紅
､
春
夫
が
藤
村
に
は
熱
情
で
な
-
熱
情
の
観
念
だ
け
が
あ

っ
た
と
言
う
の
経
､
こ
の
点
か
ら
見
て
も
､
正
し
い
洞
察
で
あ
る
と
思
う
｡
周

知
の
よ
う
紅
ー
藤
樹
詩
紅
獄
ー
よ
く
言
え
ば
換
骨
奪
胎
ー
悪
く
言
え
ば
模
倣
､

翻
案
､
盗
作
が
多
く
､
比
較
文
学

(外
国
文
学
と
の
関
係
だ
け
で
な
-
､
日
本

の
先
行
文
学
と
の
関
係
を
も
含
め
た
広
い
意
味
で
の
)
研
究
者
た
ち
に
好
衛
の

宝
庫
を
提
供
し
て
い
る
め
も
'
詩
作
の
原
動
力
た
る
べ
き
情
熱
の
欠
如
を
泰
唆

す
る
車
乗
で
あ
ろ
う
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
藤
村
詩
が
変
諭
さ
れ
る
の
は
､
繰
返

し
て
言
う
よ
う
に
､
そ
の
す
ぐ
れ
た
言
葉
の
技
巧
に
ょ
る
と
解
せ
ら
れ
る
｡

こ
こ
で
私
は
藤
村
詩
に
つ
い
て
私
の
言
い
た
い
こ
と
を
言
い
切
っ
て
し
.ま
い

た
い
｡
情
熱
の
乏
し
い
技
巧
は
ま
さ
に
才
気
の
産
物
で
あ
る
と
｡
『藤
村
詩
集
』

時
代
の
藤
村
は
､
明
治
学
院
初
期
の

｢
天
秤
棒
｣
時
代
ほ
ど
で
は
な
い
乾
し
て

も
､
ま
だ
才
気
に
走
る
性
癖
を
脱
し
て
桂
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
は
や
が
て
藤
村
自
身
蚤
み
ず
か
tB
翠
挙
る
い
た
や
変
事
襲
懇
碓
養

い
か
と
EJ3う
O
彼
は
小
諸
へ
赴
任
す
る
時
の
心
境
を
乞
う
語
る
､
い爪小-

コ
野
鶴

と
自
分
を
新
鮮
紅
､

そ
し
て
簡
素
性
す
る
と
と
様
な
い
か

O』

こ
熟
練

会
の
空
気
の
中
か
ら
髄
枠
出
し
て
'
あ
の
山
国
へ
行
っ
海
将
申
竜
や
あ
っ
匪
k

(『｢
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
｣
序
』.(穴
))
｡
こ
の
苦
葉
を
蒸
返
せ
ば
､
彼
/犠
魯
譲



青年島崎藤村の変身15

以
前
の
自
分
を
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
化
し
た
虚
飾
の
多
い
も
の
と
見
な
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
｡
当
時
同
居
し
て
い
た
兄
の
一
家
は
ー
出
京
し
て
か
ら
も
旧

家
の
因
習
と
旦
那
意
識
を
保
持
し
っ
ず
け
､
藤
村
が
こ
れ
に
ひ
ど
-
煩
わ
さ
れ

た
こ
と
は
､
小
説

『
春
』
に
記
さ
れ
て
あ
る
と
お
り
で
あ
る
が
､
彼
が

｢
都
会

の
空
気
の
中
か
ら
脱
け
出
し
て
､
あ
の
山
国
へ
行
｣
こ
う
と
決
心
し
た
の
は
､

そ
の
よ
う
な
周
囲
の
雰
囲
気
を
脱
出
す
る
た
め
で
は
な
く
､
彼
自
身
の
生
活
意

識
の
革
新
を
志
し
た
た
め
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
次
の
彼
の
言
葉
が
そ
れ
を
立

証
し
て
い
る
｡
彼
は
小
諸
着
任
時
の
気
拝
を
I

｢
何
ん
と
な
く
自
分
の
内
部

に
は
別
の
も
の
が
始
ま
っ
た
や
う
な
気
が

し
ま
した
｣
(『
｢千
曲
川
の
ス
ケ
ッ

チ
｣
奥
書
』
(六九))
と
述
べ
､
さ
ら
に
そ
れ
に
続
い
て
､
～

｢
こ
れ
は
後
に
な
っ

て
か
ら
の
自
分
の
回
顧
で
あ
る
が
､
そ
れ
ほ
ど
わ
た
し
も
新
し
い
渇
望
を
感
じ

て
ゐ
た
｡
自
分
の
第
四
の
詩
集
を
出
し
た
頃
わ
た
し
は
も
っ
と
事
物
を
正
し
-

見
る
こ
と
を
学
ぼ
う
と
思
ひ
立
っ
た
｡
こ
の
心
か
ら
の
要
求
は
か
な
り
は
げ
し

か
っ
た
の
で
､
そ
の
た
め
に
わ
た
し
は
三
年
近
-
も
黙
し
て
暮
す

や
う

に
な

り
､
い
つ
始
め
る
と
も
な
く
こ
ん
な
ス
ケ
ッ
チ
を
始
め
､
そ
れ
を
手
帳
に
書
き

つ
け
る
こ
と
を
自
分
の
日
課
の
や
う
に
し
た
｣

(同
上
)
と
記
し
て
い
る
｡
と

す
れ
ば
､
そ
の
前
は
あ
ま
り

｢
事
物
を
正
し
く
見
｣
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
'

言
い
か
え
れ
ば
事
物
を
マ
ン
ネ
-
的
に
見
､
虚
飾
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
｡
藤
村
が
み
ず
か
ら
そ
れ
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
重
要
な
事
実

で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
自
樵
は
彼
の
詩
の
本
領
で
あ
る
技
巧
性
か
ら
当
然
予
期
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
が
､
そ
れ
が
生
じ
る
所
以
を
具
体
的
に
彼
の
作
品
に
つ
い
て
検
証

し
て
み
ょ
う
｡
第

一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
､
そ
の
形
式
面
す
な
わ
ち
韻
律
で
あ

る
｡
周
知
の
よ
う
に
､
彼
の
詩
は
ど
れ
も
七
五
調
な
い
し
五
七
調
で
あ
り
､
多

少
の
例
外
は
そ
の
破
格
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
っ
て
'
そ
の
基
調
を
は
ず
れ

て
は
い
な
い
O
と
こ
ろ
で
､
こ
の
七
五
調
は
､
言
う
ま
で
も
な
-
､
日
本
古
来

の
伝
統
的
な
詩
律
ー
極
言
す
れ
ば
日
本
で
唯

T
の
詩
律
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
の

も
の
で
あ
る
｡
藤
村
詩
が
愛
好
さ
れ
る
の
も
､
彼
が
こ
の
詩
律
を
用
い
た
と
い

う
と
こ
ろ
に
､
そ
の
大
き
な
原
因
が
あ
る
と
患
わ
れ
る
｡
何
し
ろ
私
た
ち
昏
本

人
は
俗
世
間
の
標
語
に
ま
で
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
捻
ど
こ
の
七
五
調
を
宛
い
る

の
で
あ
る
か
ら
｡
け
れ
ど
も
､
こ
の
詩
律
は
私
た
ち
に
そ
れ
ほ
ど
親
し
い
も
の

で
あ
る
だ
け
､
そ
の
反
面
､
新
鮮
味
の
な
い
マ
ン
ネ
-
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
｡
藤
村
詩
は
新
し
い
詩
想
に
よ
っ
て
こ
の
陳
腐
な
韻
律
を
新
し
く

生
か
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
功
溝
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
も

あ
る
限
度
が
あ
り
､
こ
れ
を
立
て
つ
ず
け
に
数
多
く
読
ん
で
い
る
と
､
そ
の
陳

腐
さ
が
鼻
に
つ
く
｡
藤
村
も
こ
れ
を
自
覚
し
て
い
た
ら
し
い
｡
彼
は
最
後
の
詩

集

『
落
梅
集
』
に
珍
し
く
研
究
論
文
的
な

一
文

『
雅
言
と
詩
歌
』
を
載
せ
､
そ

こ
で
こ
の
伝
統
的
な
韻
律
を
.論
じ
'
～

｢
か
-
の
ご
と
く
吾
国
の
歌
人
が
芸

術
の
心
を
と
ゞ
め
し
作
品
の
あ
と
を

挑
む
れ
ば
､
代
々
の
歌
調
相
承
け
相
伝

へ
､
簡
僕
よ
り
精
微
に
古
雅
よ
り
故
紙
に
､
単
純
よ
り
複
雑
に
赴
き
た
る
変
遷

の
あ
と
を
見
る
と
い
ヘ
ビ
も
､
遂
に
韻
律
の
美
を
な
す
こ
と
を
得
ず
､
誠
や
支

那
文
学
の
浸
準
久
し
か
ら
ず
と
せ
ず
､
漢
詩
が
国
詩
の
精
神
を
刺
戟
す
る
こ
と

少
な
か
ら
ず
と
せ
ず
､
然
る
に
吾
国
の
歌
人
が
律
語
特
有
の
侠
桶
を
振
ふ
の
余

地
少
な
ぐ
し
て
､
千
載
の
久
し
き
殆
ど
同

7
轍
に
出
で
た
る
ほ
何
ぞ
や
J｡
芸
術

と
し
て
之
を
挑
む
れ
ば
､
誇
る
べ
き
と
こ
ろ
少
な
き
形
式
の
外
に
で
ず
､
其
の

拍
子
を
数
ふ
る
の
み
に
て
更
に
複
雑
な
る
構
法
を
成
す
こ
と
能
は
さ
り
L
は
何

ぞ
や
｣
(書
｡
こ
れ
は
彼
が
自
分
で
も
七
五
線
の
ヤ
ソ
ネ
リ
ズ
ム
に
あ
き
た
ら
な

く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
ろ
う
､
､彼
は
こ
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
の
原

因
を

｢
雅
言
｣
の
本
質
的
な
性
格
に
帰
し
､
-

｢
わ
れ
は
以
上
の
小
研
究
を

以
て
､
和
歌
に
韻
律
の
美
な
か
り
し
所
以
､

又
たそ
の
組
織
が
複
雑
な
る
時
代

の
感
想
と
適
合
せ
ざ
る
に
至
り
し
所
以
の
平
生
の
疑
問
を
解
け
り
と
言
ふ
こ
と

を
得
ざ
れ
ど
'
新
の
如
き
は
実
に
雅
言
の
約
束
な
る
こ
と
を
述
べ
て
'
聯
か
こ



れ
を
読
者
に
分
つ
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
｣
(空
)
と
結
ぶ
｡
そ
し
て
こ
れ
が
彼
に
と
っ

て
は
詩
と
の
決
別
の
言
葉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

(
こ
こ
で
も
彼
は
彼
が
言
葉

の
詩
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
過
憾
な
-
暴
露
し
て
い
る
｡
彼
は
韻
律
の
問

題
を
言
葉
の
問
題
に
帰
着
さ
せ
る
だ
け
で
､
内
在
律
と
い
う
よ
う
な
内
面
的
方

向
へ
探
求
の
目
を
向
け
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡)

次
に
､
藤
村
詩
の
形
式
面
に
お
け
る
韻
律
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
が
､
そ
の
内
容

で
あ
る
詩
想
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
｡
彼
の
詩
想
は

清
新
と
い
う
の
が

1
般
の
世
評
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も

そ
の
詩
集
を

1
読
す
れ

ば
､

た
と
え
国
文
学
史
の
素
人
で
も
多
少
と
も
和
歌
史
の
知
識
を
も
つ
者
な

ら
､
誰
で
も
す
ぐ
に
伝
統
的
な
和
歌
の
詩
想
､
こ
と
に
古
今
集
の
そ
れ
を
想
起

す
る
で
あ
ろ
う
｡
笹
淵
友

一
氏
も
!

｢
古
今
集
こ
そ

『
若
菜
集
』
の
詩
情
を

托
す
べ
き
旧
き
草
葉
で
あ
っ
た
｣

(『｢文
学
界
｣
と
そ
の
時
代
』
(空
))

と
か
､

ナ
ゞ

｢『
清

し
い
か
な
や
｣

｢
さ
び
し
い
か
な
や
｣
の
浮
情
的
表
現
は
あ
ま
り
に
安
易

で
和
歌
的
表
現
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
堕
ち
た
感
が
あ
る
が
､
序
歌

〔『秋
風
の

歌
』
〕
の
詩
情
か
ら
推
せ
ば
､

こ
の
感
傷
的
拝
惰
性
に
こ
そ
藤
村
の
個
性
が
あ

る
｡

(中
略
)
尤
も
藤
村
詩
の
無
内
容
を
す
べ
て
和
歌
の
拝
惰
性
に
帰
す
る
こ

と
は
適
当
で
は
な
い
｡

(中
略
)
藤
村
詩
の
無
内
容
は
要
す
る
に
藤
村
の
詩
的

想
像
力
の
貧
し
さ
に
原
因
し
て
ゐ
る
｡
し
か
し
藤
村
の
こ
の
個
性
が
和
歌
的
拝

悟
性
と
無
縁
で
な
い
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
(同
上
(七三))
と
言
い
､

そ
れ
を
実
証
す
る
た
め
に
古
今
集
か
ら
数
多
く
の
先
挽
歌
を
挙
げ

て
お
ら
れ

る
｡
そ
の
よ
う
な
先
縦
歌
を
具
体
的
に
指
摘
し
た
研
究
は
ほ
か
に
も
沢
山
あ
る

か
ら
､
そ
れ
以
上
新
た
に
附
け
加
え
る
必
要
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
｡
た
だ
私
は

そ
れ
に
､
陳
腐
の
感
を
ぬ
ぐ
い
得
な
い
と
い
う
印
象
を
附
け
加
え
た
い
O
藤
村

が
援
用
し
た
先
縦
歌
は
､
た
と
え
ば

｢鷺
の
涙
も
こ
は
る
冬
の
日
に
｣
(『春
の

歌
』)
の
場
合
の
よ
う
に
'
大
抵
み
な
有
名
な
も
の
で
あ
り
､

か
つ
古
今
的
特

徴
の
強
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
藤
村
自
身
も
や
が
て
そ
れ
を
自
覚
し
た

の
で
あ
ろ
う
O
卒
帯
で
.書
き
は
じ
め
た
小
説

(『
旧
主
人
』
『茶
草
履
』
以
下
)

や
随
筆

(『
千
曲

邦の
ス
ケ
ッ
チ
』)
は
､
そ
の
よ
う
な
古
今
集
的
詩
想
と
全
-

異
な
る
屯
の
で

あ
る｡

以
上
は
藤
村
詩
の
形
式
と
内
容
と
に
わ
た
っ
て
そ
の
マ
ソ
ネ
-
ズ
ム
を
指
摘

し
た
の
で
あ
る
が
､
次
に
そ
の
虚
飾
性
を
指
摘
し
た
い
｡
そ
れ
に
は
ま
ず
第

1

に
彼
の
頻
用
す
る
対
句
的
技
蔭
な
い
し
は
叛
句
重
複
的
技
法
を
あ
げ
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
｡
彼
は
こ
れ
に
随
分
と
苦
心
し
た
と
見
え
､
対
句
な
い
し
は
重
複
類

句
と
し
て
は
実
に
巧
み
に
案
配
し
て
い
る
｡
け
れ
ど
も
対
句
も
し
く
は
数
句
の

重
複
そ
の
も
の
が
'
本
質
的
に
言
っ
て
無
内
容
な
虚
飾
に
は
か
な
ら
な
い
と
思

九
れ
る
.
こ
れ
を
読
諦
す
る
者
は
そ
の
ロ
あ
た
り
の
よ
さ
に
調
子
づ
く
で
あ
ろ

ぅ
が
､
英
に
感
動
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
.
そ
れ
は
そ
こ
に
真
実
味
が
感
じ
ら

れ
な
い
た
め
で
あ
る
.

一
例
を
挙
げ
よ
う
｡

身
を
朝
雲
に
た
と
ふ
れ
ば

ゆ
う
べ
の
雲
の
雨
と
な
り

身
を
夕
雨
に
た
と
ふ
れ
ば

あ
し
た
の
雨
の
風
と
な
る

ひ
と
り
さ
み
し
き
吾
耳
は

吹
く
北
風
を
琴
と
聴
き

悲
し
み
深
き
吾
日
に
は

い
ろ

色
彩
な
き
石
も
花
と

見

き

(『草
枕
』
(志
)
よ
-
)

次
に
挙
げ
た
い
の
は
彼
の
安
易
な
詠
嘆
調
で
あ
る
｡
彼
は
恥
ず
か

しげ
も
な

く
大
上
段
か
ら

｢
悲
し
い
か
な
や
｣

｢
さ
び
し
い
か
な
や
｣
と
か
ー

｢さ
び
し

か
ら
ず
や
｣

｢悲
し
か
ら
ず
や
｣
な
ど
と
い
う
詠
嘆
詞
を
頻
用
す
る
｡
が
､
そ

れ
を
読
ん
で
巽
に
悲
し
み
や
淋
し
ぎ
を
感
じ
春
着
が
あ
る
や
あ
ろ
タ
か
.
必
ず
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L
も
詠
嘆
そ
の
も
の
が
虚
飾
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
､
彼
の
よ
う
な

調
子
の
よ
い
軽
や
か
な
詠
嘆
に
は
真
実
味
が
感
じ
ら
れ
な
い
O
詠
嘆
は
切
実
な

現
場
を

一
歩
退
い
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
｡
そ
の
疎
隔
を
埋
め
よ
う
と
す
る
た

め
か
､
詠
嘆
は
と
か
く
大
げ
さ
に
な
り
健
吉
に
な
り
や
す
い
Q
そ
こ
に
虚
飾
が

入
り
こ
む
｡
藤
村
詩
の
場
合
は
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
｡
藤
村
の
小
説
に
も
詠
嘆

は
少
な
-
な
い
が
､
こ
の
場
合
の
詠
嘆
は
実
に
重
苦
し
く
､
彼
の
詩
に
見
る
よ

ぅ
な
軽
い
調
子
の
よ
さ
は
な
い
｡
両
者
を
比
較
す
れ
ば
､
彼
が
自
分
の
詩
に
虚

飾
を
感
じ
と
っ
た
と
い
う
推
測
が
無
理
で
な
い
と
知
ら
れ
よ
う
｡

詩
の
鑑
賞
や
評
価
は
ひ
と
ひ
と
に
よ
っ
て
違
ふ
か
ら
､
私
が
藤
村
詩
に
つ
い

て
述
べ
た
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
や
虚
飾
性
に
対
し
て
も
､
さ
ぞ
か
し
異
論
が
多
か
ろ

う
｡
け
れ
ど
も
､
彼
が
小
諸
赴
任
前
の
自
分
の
生
活
と
詩
作
と
に
つ
い
て
疑
惑

を
も
ち
､
生
活
を
も
っ
と
新
鮮
に
､
も
っ
と
簡
素
に
し
､
事
物
を
も
っ
と
正
し

く
見
た
い
と
敵
っ
た
こ
と
は
確
か
な
事
実
で
あ
る
.
そ
の
析
い
に
動
か
さ
れ
て

彼
は
小
諸
に
赴
任
し
た
｡
そ
の
当
時
彼
に
は
ほ
か
に
も
っ
と
有
利
な
勤
め
口
が

あ
っ
た
の
に
､
あ
え
て
小
諸
義
塾
を
選
ん
だ
と
い
う
｡
そ
れ
は
旧
師
木
村
熊
二

の
恩
誼
に
報
い
る
た
め
で
あ
る
と

1
般
に
は
解
さ
れ
て
い
る
｡
け
れ
ど
も
､
こ

れ
は
単
に
師
恩
に
報
い
る
た
め
で
な
い
こ
と
は
'
青
山
な
を
氏
が
紹
介
さ
れ
た

熊
二
日
記
か
ら
推
察
さ
れ
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
藤
村
は
み
ず
か
ら
小
諸
の
土

を
踏
ん
だ
の
は
木
曽
か
ら
帰
京
の
途
中
に
立
寄
っ
た
時
が
初
め
で
あ
る
よ
う
に

言
っ
て
い
る
が
､
実
は
そ
れ
以
前
に
も
小
諸
に
熊
二
を
訪
れ
､
し
か
も
そ
の
時

に
は
熊
二
に
借
金
の
依
頼
を
し
て

い
る
の
で
あ
る
(七H)O
と
す
れ
ば
､
彼
が
義

塾
を
選
ん
だ
の
は
そ
の
借
金
に
対
す
る
義
理
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ

れ
る
｡

け
れ
ど
も
､
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
原
因
は
､
や
は
り
彼
自
身
の
精
神
的
状
況

に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
彼
は
言
う
､
…

｢
わ
た
し
が
七
年
の
小
諸
生
活

も
､
そ
の
時
の
偶
然
な
訪
問

〔
明
治
三

1
年
､木
曽
か
ら
帰
京
の
途
上
に
小
諸

へ
立
寄
っ
た
こ
と
〕
が
緑
と
な
り
､

山
つ
に
は
ま
た
そ
ん
な
隠
れ
た
と
こ
ろ
に

働
い
て
居
ら
れ
た
先
生

〔木
村
熊
二
〕
の
田
園
生
活
に
心
を
ひ
か
れ
た
か
ら
で

あ
っ
た
｣

(『
木
村
琴

1翁
の
遺
稿
』
(宍
))
.

こ
れ
は
さ
り
げ
な
い
表
現
で
あ
る

け
れ
ど
も
､
彼
が
当
時
自
分
の
生
活
の
革
新
を
願
っ
て
い
た
と
い
う
背
景
と
考

え
合
せ
る
と
､
意
味
深
い
も
の
と
な
る
｡
『力
餅
』
で
は
藤
村
自
身
も
-

｢
ど

ぅ
か
し
て
､
も
っ
と
自
分
を
新
し
く
し
た
い
｡
さ
う
思
っ
て
ゐ
る
と

こ.ろ
へ
小

諸
義
塾
の
話
が
あ
り
ま
し
て
､

(中
略
)
わ
た
し
は
田
舎
へ
退
い
て
も
?
よ
勉

強
し
た
い
と
心
を
飲
め
ま
し
た
か
ら
､
報
酬
も
す
-
な
-
骨
も
折
れ
る
小
諸
の

方
の
学
校
を
選
び
ま
し
た
J
(七七)
と
言
っ
て
い
る
o
L
か
も
こ
れ
は
単
に
都
会
の

青
年
が
田
園
に
心
を
ひ
か
れ
た
と
い
う
だ
け
で
な
-
､
そ
こ
に
は
木
村
と
い
う

人
格
の
存
在
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
思
う
｡
木
村
は
か
つ
て
藤
村
に
そ

の
才
走
る
の
を
戒
誓

自
己
の
人
間
形
成
に
努
め
る
よ
う
勧
告
し
て
､
彼
に
決

定
的
な
影
響
を
与
え
た
人
物
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
､
い
ま
彼
が
志
し
た
生
活
の

革
新
は
､
か
つ
て
の
木
村
の
勧
告
を
さ
ら
に
徹
底
的
に
実
行
し
ょ
う
と
す
る
も

の
は
か
な
ら
な
い
｡
と
す
れ
ば
､
彼
の
小
諸
行
き
は
､
彼
が
そ
の
木
村
の
指
導

下
で
生
活
の
革
新
を
実
現
し
ょ
う
と
考
え
て
の
こ
と
と
見
て
も
､
無
理
な
施
測

で
は
あ
る
ま
い
｡

も
っ
と
も
'
藤
村
が
小
諸
時
代
に
木
村
か
ら
ど
の
よ
う
な
指
導
を
受
け
た
か

は
明
ら
か
で
な
い
｡
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
何
も
語

っ
て

い
な
い
か

ら
｡
け
れ
ど
も
'
前
偲
引
用
し
た

『
神
津
日
記
』
に
ょ
る
と
､
木
村
が
藤
村
を

ど
の
よ
う
な
日
で
見
て
い
た
か
ほ
明
ら
か
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
木
村
は
'
た

と
え
露
骨
な
言
葉
に
よ
っ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
'
そ
の
よ
う
な
見
方
で
も
っ

て
藤
村
を
過
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

藤
村
は
小
諸
で
実
際
に
そ
の
志
し
た
生
活
の
革
新
を
実
宥
し
ょ
ぅ
と
し
た
と

見
て
よ
い
.
収
入
が
少
な
か
っ
た
た
の
で
も
あ
ろ
う
が
､
そ
の
生
活
は
新
婦
の

甘
い
夢
を
破
る
よ
う
な
質
実
な
も
の
で
あ
っ
た
.
彼
は
み
ず
か
ち
土
を
耕
し
て
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百
姓
の
真
似
事
を
も
し
た
｡
土
に
足
を
着
け
た
着
実
な
生
活
を
地
で
行
く
つ
も

り
で
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
｡
創
作
面
に
お
い
て
も
､
新
体
詩
壇
の
麗
形
で
あ
っ

た
彼
が
､

1
冊
の
詩
集
を
最
後
と
し
て
筆
を
絶
ち
､
そ
の
間
に
第

1
歩
か
ら
節

し
-
出
直
し
て
､

｢
事
物
を
正
し
-
見
る
｣
習
練
を
始
め
､
後
に

『
千
曲
川
の

ス
ケ
ッ
チ
』
と
題
し
て
発
表
し
た
よ
う
な
観
察
記
録
を
書
き
つ
け
た
｡
そ
れ
紘

彼
の
詩
集
と
は
ま
る
で
違
っ
た
も
の
で
あ
り
､
か
つ
て
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
と
虚

飾
と
は
影
を
ひ
そ
め
た
｡

文
学
史
家
は
こ
の
変
化
を
､
p
-÷

ソ
主
義
か
ら
自
然
主
義
へ
の
転
換
と
言

う
｡
確
か
に
そ
う
で
あ
ろ
う
｡
け
れ
ど
も
そ
れ
は
単
な
る
文
学
思
想
の
変
化
で

あ
る
だ
け
で
な
く
､
も
っ
と
深
く
人
生
観
の
変
化
､
と
い
う
よ
り
人
間
そ
の
ち

の
の
変
化
を
意
味
す
る
｡
藤
村
と
言
え
ば
､
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
､
す
ぐ
に

重
厚
な
人
格
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ぶ
｡

こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
甚
だ
強
力

で
､
普
通
な
ら
世
間
か
ら
葬
り
去
ら
れ
る
ほ
ど
の
醜
聞
で
あ
る
あ
の

『新
生
』

事
件
も
傷
に
は
な
ら
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
こ
の
イ
メ
ー
ジ
紘

藤
村
生
来
の
も
の
で
は
な
く
､
彼
の
少
青
年
時
の
彼
は
む
し
ろ
そ
の
正
反
対
の

軽
薄
才
子
で
あ
っ
た
｡
こ
の
軽
薄
才
子
が
重
厚
で
謹
厳
な
人
格
者
に
変
わ
っ
て

行
っ
た
最
初
の
き
っ
か
け
は
木
村
熊
二
の
戒
告
で
あ
り
､
そ
の
方
向
へ
の
決
定

的
な
踏
み
出
し
は
木
村
の
指
導
下
に
お
け
る
小
諸
の
生
活
で
あ
っ
た
｡
木
村
紘

こ
の
重
大
な
変
化
に
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
藤
村
は
こ
の
木
村
に
つ
い
て
語
る
と
こ
ろ
が
案
外
に
少
な
い
0

わ
ず
か
に
小
文

『木
村
熊
二
翁
の
送
稿
』
を
書
い
た
が
､
こ
れ
は
き
わ
め
て
淡

白
な
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
こ
の
文
章
は
木
村
の
胸
像
建
設
が
そ
の
枚
縁
と
な
っ

た
の
で
あ
る
が
ー
彼
は
そ
の
胸
像
の
銘
に

｢
あ
ら
れ
の
父

木
村
熊
二
先
生
と

小
諸
義
塾
の
記
念
に
｣
書
い
た
｡
こ
の
銘
は
余
人
が
そ
の
文
案
を
作
り
､
藤
料

は
そ
れ
を
揮
竃
し
た
だ
け
と
の
こ
と
で
あ
る
が

(青
山
な
を

『
木
村
熊
二
と
島

崎
藤
村
』
(宍
))
'
彼
は
他
人
の
作
っ
た
こ
と
文
案

｢
わ
れ
ら
の
父
｣
に
彼
自
身

の
琴
い
感
心
を
こ
吟
て
､
こ

れ
を
書
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
が
､
そ
れ
に
し
て

も
∵
彼
柁
木
村
の
こ
と
を
語

ら
な
さ
過
ぎ
る
o
彼
が
､
僅
か
の
期
間
の
交
わ
り

に
過
ぎ
な
い
光
村
透
谷
に
つ
い
て
あ
れ
ほ
ど
多
-
を
語
っ
た
こ
と
と
考
え
合
せ

る
と
､
私
が
以
上
に
述
べ
て
来
た
よ
う
な
藤
村
に
対
す
る
木
村
の
意
味
は
､
単

な
る
私
の
妾
憩
紅
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
疑
わ
れ
も
し
よ
う
｡
け
れ

ど
も
､
彼
が
木

村

の
こ
と
を
語
り
た
が
ら
な
か
っ
の
に
は
､
十
分
に
説
明
の
つ

く
理
由
が
あ
っ
た
と
思
う
.
第

1
に
､
早
く
故
人
と
な
っ
た
透
谷
と
違
っ
て
､

木
村
は
長
く
生
き
な
が
ら
え

(昭
和
二
年
没
)
､

し
か
も
そ
の
晩
年
は
不
遇
で

あ
っ
た
ら
し
い
か
ら
､
現
在
の
そ
の
よ
う
な
人
の
こ
と
は
書
き
づ
ら
か
っ
た
に

違
い
な
い
｡
が
､
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
､
も
し
木
村
の
こ
と
を
書
こ
う

と
す
れ
ば
､
ど
う
し
て
も
彼
の
戒
告
の
こ
と
と
書
か
ね
ば
な
ら
ず
'
そ
れ
を
書

く
と
す
れ
ば
､
ど
う
し
て
も
そ
の
戒
告
に
致
命
的
な
効
果
を
与
え
た
彼
の
高
校

入
試
落
第
の
こ
と
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡
と
こ
ろ
が
こ
の
落
第
は
'
前

に
述
べ
た
よ
う
に
'
自
伝
的
作
家
と
し
て
イ
ン
セ
ス
ト
の
よ
う
な
自
分
の
醜
聞

を
さ
ら
け
出
し
な
が
ら
'
つ
い
に
1
生
隠
し
と
お
し
た
彼
の
コ
ソ
プ
レ
ッ
ク
ス

な
の
で
あ
る
｡
こ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
補
い
し
て
､
彼
は
大
事
な
恩
人
で
あ

る
木
村
の
こ
と
を
も
語
り
た
が
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
｡

私
は
別
の
論
文
(莞
)で
､
藤
村
が
北
村
透
谷
を
そ
の
近
代
的
自
我
形
成
の
導

師
と
し
､
そ
の
破
滅
か
ら
の
脱
出
路
を
亡
父
正
樹
の
国
学
に
求
め
た
こ
と
を
論

述
し
た
が
'
そ
の
よ
う
な
自
我
探
求
の
方
向
に
彼
を
向
か
わ
せ
た
の
は
木
村
熊

二
で
あ
り
､

し
か
も
そ
れ
に
彼
の
落
第
が
深
く
か
ら
ん
で

い
る
こ
と
を
思
う

と
､
今
更
の
よ
う
に
人
生
の
奇
し
き
に
感
慨
が
深
い
｡



青年島崎藤村の変身

注藤
村
の
引
用
は
す
べ
て
筑
摩
書
房
版

『藤
村
全
集
』
に
拠
っ
た
O
た
だ
し
文
中
の

旧
漢
字
は
現
代
漢
字
に
改
め
た
O
他
の
引
用
文
に
つ
い
て
も
同
様
O

一

六
-
八
七
一
貫
以
下
.

二

六
-
四
九
七
頁
以
下
O

三

『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
』
六
-
二
九
三
文
以
下
O

四

別
-
三
六
五
貢
以
下
〇

五

別
-
三
九
〇
頁
以
下
｡

六

別
I
一二
九
三
京
以
下
.

七

別
五
I
四
八
五
頁
O

八

五
-
四
三
一
貫
以
下
｡

九

五
-
四
二
九
頁
｡

10

五
-
四
二
七
頁
O

二

伊
東

1
夫

『島
崎
藤
村
研
究
』
三
f
O
貢
)
青
山
な
を

『木
村
熊
二
と
島
崎
藤

村
』
(有
精
堂
版

『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
-
島
崎
藤
村
』
)
三
七
頁
以
下
｡

二
一

六
-
四
九
九
貢
以
下
O

二二

別
-
七
五
八
京
以
下
.

蒜

青
山

な
を
前
掲
論
文
三
八
頁
｡

妄

l
七
1
六
貫
O

二
ハ
長
谷
川
こ
ま
子

『悲
劇
の
自
伝
』
(『婦
人
公
論
』
昭
和

1
二
年
五
月
号
二
八
九

頁
)
O

石

膏
山
な
を
前
掲
論
文
四
七
頁
O

六

三
-
二
三
一
貫
o

l九

三
～
二
三
〇
頁
O

二〇

三
-

1
一二
八
頁
｡

EgEgtZg四 四 四 四 だヨ 四 三 … 三三 … 三 三 三三三三… 三 二 = = = = = ニ=二= =
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五
-
四

1
八
貫
O

五
-
四

1
八
貫
.

六
-
五

7
二
貢
以
下
O

六
-
五
〇
二
貢
｡

六
-
八

七
京
.

五
-
四
八
三
貢
｡

別
-
三
九
五
貢
以
下
｡

別

三
九
六
貢
｡

八
-

l
二
三
貢
O

九
-
八
七
頁
O

≡
-
一
九
九
貫
以
下
O

≡
-
1
五
二
貢
O

≡
-

1
九
七
貢
｡

三
1
一
九
七
貫
｡

≡
-
二
二
ハ
貢
以
下
O

乾
溜

友

1
『
｢文
学
界
｣
と
そ
の
時
代
』
八
六

1
貢
'

筑
摩
書
房
版

『
日
本
文
学
全
集
』
97
二
三
三
文
O

同
右
二
五

一
貢
｡

同
右
二
〇
五
貢
O

一
-
三

四
三
貫
O

一
]

二
四
三
文
o

l～
五
二
八
貢
O

一
-
五
二
八
貢
O

六
-

垂
三
二
貢
o

『
信
州
大
学
教
養
部
紀
要
第

1
部
第
八
号
』

(昭
和
四
九
年
三
月
)

講
談
社
版

『
佐
藤
春
夫
全
集
』

l
O
-

一
八
〇
貢
｡

同
右

1
八
三
貫
.

同
右

一
八
五
貢
O
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同
右

一
八
六
頁
O

相
馬
黒
光

『
黙
移
』

(法
政
大
学
出
版
局
)
六
〇
貢
.

七
-

1
垂

二
頁
o

I
I
三
四
三
文
o

亀
井
勝

1
郎

『島
崎
藤
村
論
』

(講
談
社
版

『亀
井
勝

1
郎
選
集
』
五
-
1
四

貢
以
下
｡

7
…
凹
五
三
頁
｡

1
-
三
六
六
貢
｡

佐
藤
春
夫
前
掲
蕃

山
八
五
五
.

五
-
四

一
四
頁
｡

三
-
四
七
八
貢
｡

五
-
五
四
六
頁

五
-
二
三
1
貢
以
下
O

七
…
四
三
頁
O

九
-
1
0

1
頁
O

佐
藤
春
夫
前
掲
書

1
八
九
頁
.

同
着

1
八
七
頁
以
下
.

同
右

一
八
五
頁
｡

同
右

1
八
六
貢
以
下
｡

七
…

一
五
二
頁
｡

五
-
三
賞
｡

TFL
五
八
七
頁
O

7
-
三
三
〇
貢
｡

一～
三

三
九
頁
｡

笹
淵
友

〓
別
掲
番
七
八
五
頁
｡

同
着

1
〇
六
七
京
以
下
0

.
I
-

1
七
耳
｡

青
山
な
を
前
掲
書
四
五
頁
以
下
｡

rt=1=七 ･一ヒ
ブ~し/＼一七:ラ号

l
三

-
三
六
七
貢
0

1
〇

･-四
八
七
貢
rJ

膏

碩
敵
を
瀞
掃
藩
四
九
貢
O

地
静

『島
崎
藤
村
の
思
想
展
開
』
(前
掲
)0



21 青年島崎藤村の変身

Su血血ary

ThemetamorphosisofYoungTosonShimazaki

YoshioYOSHIMURA

AstoTosonShimazakithereisapopularimageofaman ofgraveandserious

personality.Butinhisyoungdayshewasaboy offrivoloustalent.Thisremarkable

metamorphosiswas,accordingtomyresearch,Occasioned byanadviseofhisteacher,

KumajiKimura,whichobtainedadecisiveeffectonhim byhisfailurein theentrance

exami'hatiorioiltheHigherSchool,thoughTosonhimselfkeptsilenton both ofthese

facts,andbiographersalsomakenomentionofthem.AccordirlgtOthisadvisehebegan

toproceedontileWayOfseriousself-inquiryandself-buildingthroughliterature.

Butfthismetamorphosiswasveryinsu房entyet.Forhisworksduringtheyearsof

"Bungakukai",evenhispoemsin "TosonShishu",whichhavebeen highlyestimated

ingeneral,are,inmyopinion,productsoftalentde免cientofsincerity.ThereareTea-

;onstoinferth･atTosonhimselfalsoacknowledgedthisfact.

Hismetamor主)hosiswascompletedatKomoro.Themotivethatmadehim resolve

togotoKomoro,washisintentionroinnovatehimselfundertheoldadviser,Kimura.

ItisinferedthatKimuraplayedan.importantroleforthecompletion ofhismetamor-

phosis･.too,becauseitwasnothingbut.therealizationoftheoldadviseofKimura･

'Historiabsofliterat.ureてegardhischangeatKomorousuallyasaliteraryconversion

from Romanticism toNaturalism.ButIapprehenditmoreradicallyasametamorphosis

ofhispersonalityitself,andhisliteraryconversionasoneofitsresults.


