
て
く
る
。
不
満
や
憤
り
、
怖
れ
、
憎
し
み
な
と
の
感
情
を
歌
っ
た
作
品
が
多
く

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

全
歌
集
を
み
た
時
、
や
は
り
自
然
詠
の
占
め
る
数
は
大
き
い
。

『
往
還
集
』
後
の
自
然
詠
が
生
活
の
に
お
い
が
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
根
底
を

変
る
乙
と
な
く
流
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
『
ふ
ゆ
く
さ
』

の
清
純
さ
や
み
ず

み
ず
し
さ
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
文
明
氏
の
自
然
へ
の
親
し

み
、
自
然
に
対
す
る
素
直
な
感
動
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『往

注
9

還
集
』
や
『
山
谷
集
』
の
冷
酷
、
非
情
と
思
え
る
ほ
ど
の
リ
ア
ル
な
題
材
、
感

情
の
作
品
は
時
代
が
、

文
明
氏
に
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の

虚
勢
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
文
明
氏
の
本
賀
的
な
も
の
は
、
『
ふ
ゆ
く

さ
』
の
山
川
純
き
で
あ
り
、
そ
う
い
う
気
分
を
表
山
す
る
と
こ
ろ
に
文
明
氏
の
行

情
の
質
の
特
色
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
わ
が
ひ
と
に
与

.,$:,. 

る

」乙
」

の

序

詩
人
、
伊
東
静
雄
｜
彼
の
詩
に
お
け
る
悲
劇
性
は
、
彼
向
身
の
心
の
悲
劇
俳

と
同
時
に
時
代
の
制
約
か
ら
く
る
悲
劇
性
も
あ
わ
せ
て
も
っ
て
い
る
。
伊
山
の

詩
は
、
彼
の
ζ

と
ば
を
借
り
れ
ば
「
い
ろ
ん
な
事
実
を
か
く
し
て
」
バ
い
で
あ

る
の
で
「
悲
惨
な
で
き
ご
と
」
と
い
う
程
度
に
し
か
い
え
な
い
。
し
か
し
引
引
に

（
国
）
文
明
と
リ
ア
リ
ズ
ム

（
紙
面
の
都
合
上
省
略
）

（注）
ー、

文
明
歌
集
。
古
今
書
院
o
大
正
川
出
版

2
、
晶
子
歌
集

。
岩
波
文
庫
o
明
治
幻
出
版

3
、
岡
山
巌
著
『
現
代
歌
人
論
』
よ
り
引
用

4
、
文
明
歌
集

。
角
川
書
店
。
昭
和
初
出
版

5
、
文
明
歌
論
o
角
川
書
店
。
昭
和
れ
出
版

6
、
正
岡
子
規
歌
論

。
改
造
社
。

昭
和
3
出
版

7
、
子
規
著
「
俳
人
蕪
村
」

o
改
造
社
o
昭
和
3
出
版
の
中
よ
り
引
用

8
、

『
現
代
短
歌
全
集
』

例
元
社
。
昭
和
お
出
版
の
中
よ
り
引
用

？
、
文
明
歌
集
。
角
川
書
店
。
昭
和
初
出
版

及

論

歌

悲

劇

性

求

の

森

子

間

は
隠
さ
れ
て
い
て
も
伊
東
に
お
い
て
は
「
つ
い
で
が
あ
っ
た
ら
君
は
新
聞
に
か

う
書
い
て
く
れ
給
ヘ
／
あ
の
男
は
円
記
と
替
信
の
外
は
ヴ
エ
ル
ケ
を
信
じ
て
な

い
っ
て
」
日
記
と
書
信
の
外
は
信
じ
な
い
と
す
る
態
度
、
つ
ま
り
あ
っ
た
乙

と
、
出
実
し
か
作
品
と
み
な
い
態
皮
、
「
客
観
的
な
手
法
的
な
そ
の
作
曲
態
度

は
私
に
は
縁
が
速
い
の
で
す
。
」
作
曲
者
シ
ヤ
ル
パ
ン
テ
ィ
エ
を
評
す
る
ζ

と

ば
に
み
ら
れ
る
挑
物
的
な
態
度
で
は
な
く
、
主
観
を
器
と
し
た
も
の
で
な
け
れ



ば
な
ら
な
い
と
す
る
態
度
が
あ
る
の
で
、
そ
の
作
品
の
背
後
に
潜
む
事
物
を
と

ら
え
、
彼
の
詩
に
お
け
る
悲
劇
性
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。
そ
し
て
そ
の
作
品
に

悲
劇
性
を
も
た
ら
す
伊
東
自
身
の
心
の
悲
劇
性
と
、
そ
れ
を
陪
っ
た
も
の
が
何

で
あ
る
か
を
解
明
し
て
い
き
だ
い
。
参
考
資
料
と
し
て
は
「
伊
東
静
雄
全
集
」

｛
資
一
）

（
全
一
巻
）
を
用
い
て
「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
が
、
昭
和
十
年
十
月
に

出
版
さ
れ
た
こ
と
か
ら
し
て
昭
和
十
年
十
月
ま
で
に
書
か
れ
た
詩
、
七
八
編

（
「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
二
八
編
、
拾
遺
詩
五
十
編
）
と
同
じ
時
期
ま

で
の
散
文
、
書
簡
を
中
心
と
し
て
論
を
進
め
て
い
き
だ
い
。

一
、
詩
作
品
上
で
の
悲
劇
性

ー
、
詩
の
表
層
上
で
の
悲
劇
性

「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
詩
と
、
拾
遺
詩
編
に
で

て
く
る
「
わ
が
ひ
と
」
に
関
す
る
と
と
ば
を
書
き
抜
い
て
み
る
と
、

「
私
の
放
浪
す
る
半
身
、
愛
さ
れ
る
人
」
「
命
ぜ
ら
れ
で
あ
る
人
、
私
の
放

浪
す
る
半
身
」
（
「
晴
れ
た
尽
に
」
）
、
「
昔
の
私
の
恋
人
」
（
「
私
は
強

ひ
と

ひ
ら
れ
る
」
）
、
「
死
ん
だ
女
」
（
「
田
舎
道
に
て
」
）
、
「
私
が
愛
し
そ
の

た
め
私
に
つ
ら
い
ひ
と
」
（
「
冷
め
た
い
場
所
で
」
〉
、
「
わ
が
ひ
と
」
（
「
わ

が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
〉
、
「
月
光
の
窓
の
恋
人
」
（
「
有
明
海
の
恩
ひ

出
」
）
、
「
か
の
味
気
な
き
微
笑
の
ひ
と
」
（
「
か
の
微
笑
の
ひ
と
を
呼
ば

む
」
）
、
「
わ
が
去
ら
し
め
し
ひ
と
」
「
わ
が
ひ
と
の
か
な
し
き
声
」
（
「
行
っ

て
お
前
の
そ
の
憂
愁
の
深
さ
の
ほ
ど
に
」
）
〈
以
上
「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る

哀
歌
」
よ
り
〉

「
あ
の
女
が
私
の
曽
て
／
雲
の
様
に
去
ら
せ
た
女
」
（
「
健
」
）
、

（
「
四
月
」
〉

A
以
上
「
拾
遺
詩
編
」
よ
り
〉
で
あ
る
。

こ
こ
に
で
て
く
る
こ
と
ば
、
そ
れ
は
時
間
的
に
は
、
「
背
の
」

「
彼
女
」

「
曽
て
の
」

「
死
ん
だ
」
と
い
う
「
わ
が
ひ
と
」
で
あ
り
作
中
の
私
に
と
っ
て
は
、
「
放
浪

す
る
半
身
」
で
あ
り
「
わ
が
ひ
と
」
「
彼
女
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
は
「
私

に
つ
ら
い
」
「
味
気
な
い
微
笑
」
を
す
る
「
雲
の
様
に
去
ら
せ
た
女
」
な
の
で

あ
る
。
乙
乙
で
「
わ
が
ひ
と
」
を
現
在
の
時
点
で
歌
わ
な
い
ζ

と
、
過
去
に
葬

っ
て
し
ま
っ
た
乙
と
に
正
常
の
恋
で
は
な
い
も
の
を
感
じ
る
と
共
に
、
作
中
の

私
に
は
つ
れ
な
か
っ
た
恋
人
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
い
う
な
れ
ば
、

一
方
的
に
終
っ
た
悲
恋
ら
し
い
ζ

と
が
感
じ
ら
れ
る
。
叉
、
目
頭
の
詩
、
「
晴

れ
た
日
に
」
が
、
哀
歌
の
所
以
を
表
明
し
て
い
る
と
み
る
と
、
そ
こ
に
も
片
恋

に
終
っ
た
青
春
の
恋
が
読
み
と
ら
れ
る
。

こ
う
み
れ
ば
「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
に
は
、
片
恋
故
の
悲
劇
感
が
流

れ
て
い
る
と
と
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
片
恋
に
終
っ
た
恋
で
あ
っ
た
の
で
、

詩
、
「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
に
お
い
て
「
私
た
ち
」
と
「
他
」
を
区
別

し
て
い
る
認
識
が
、
詩
、
「
田
舎
道
に
て
」
に
み
ら
れ
る
「
私
た
ち
」
も
個
々

に
分
離
し
て
い
る
と
歌
う
に
至
る
の
で
あ
る
。
叉
、
「
わ
が
ひ
と
」
を
荒
々
し

い
現
実
界
の
場
所
に
霞
く
に
至
る
の
で
あ
る
。

「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
は
一
種
の
恋
愛
詩
集
で
も
あ
る
の
で
、
以
上

述
べ
た
よ
う
な
片
恋
故
の
悲
劇
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し

か
し
そ
れ
は
詩
の
表
層
の
部
分
に
の
み
表
わ
れ
た
、
外
見
的
な
悲
劇
性
で
し
か

な
く
、
彼
の
詩
に
お
け
る
悲
劇
性
は
片
恋
と
い
う
、
い
わ
ば
現
実
的
事
実
の
み

を
描
出
し
た
乙
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
第
二
節
に
お
い
て
述
べ

る
こ
と
と
す
る
。

2
、
詩
に
潜
む
悲
劇
性

「
全
く
純
粋
に
客
観
的
な
叙
景
詠
物
詩
の
如
く
見
え
て
も
、
そ
の
奥
に
は
深

き
主
観
の
裏
付
け
が
あ
る
。
」
と
そ
の
卒
業
論
文
に
お
い
て
述
べ
た
伊
東
は
持

情
詩
人
で
あ
っ
た
。
「
主
観
の
裏
付
け
の
あ
る
詩
」
に
は
、
詩
を
書
か
せ
た
何
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ら
か
の
衝
動
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
伊
東
の
場
合
、
そ
の
書
か
せ
た
衝
動
の
一

つ
に
「
故
郷
」
に
対
す
る
意
識
が
あ
る
こ
と
は
い
な
め
な
い
。

伊
東
の
詩
に
は
一
連
の
「
故
郷
」
に
対
す
る
詩
が
あ
る
。
「
瞬
野
の
歌
」

「
帰
郷
者
」
「
有
明
海
の
恩
ひ
出
」
等
が
そ
う
で
あ
る
。
故
郷
、
長
崎
県
、
諌

早
町
に
あ
っ
て
伊
東
の
家
は
家
宅
数
軒
を
も
つ
も
め
ん
問
屋
で
あ
っ
た
。
父
惣

士
口
は
、
「
友
人
と
い
ふ
も
の
は
、
あ
れ
は
私
の
生
き
て
い
る
父
だ
／
あ
そ
乙
に

は
計
爾
だ
け
が
あ
っ
て
／
訓
練
が
欠
け
て
ゐ
た
」
（
「
病
院
の
患
者
の
歌
」
）

と
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
計
画
性
ば
か
り
が
あ
っ
て
そ
れ
を
と
り
し
き
る
才

覚
が
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
経
営
の
才
が
な
か
っ
た
為
に
彼
の
生
家
は
没
落
し
た

の
で
あ
る
。
没
落
と
同
時
に
背
負
い
込
ん
だ
英
大
な
伯
財
を
彼
は
律
義
に
も
一

生
か
か
っ
て
返
済
す
る
こ
と
に
な
る
。
長
男
で
も
な
い
、
同
列
に
す
ぎ
な
い
彼

が
で
あ
る
。

と
の
「
故
郷
」
を
彼
は
一
つ
は
現
実
界
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る

u

「
町
は
ず
れ
の
並
樹
の
松
に
／
お
前
の
切
な
願
ひ
に
初
か
れ
て
／
ま
っ
黙
に

穂
ど
も
が
集
り
／
糞
を
放
ち
落
し
／
お
前
に
の
の
し
り
川
ぷ
の
を
」
（
「
追

放
と
誘
ひ
」
）
、
「
自
然
は
限
り
な
く
美
し
く
永
久
に
作
氏
は
貧
窮
し
て
ゐ

た
「
（
ま
っ
た
く
！
い
ま
は
故
郷
に
美
し
い
も
の
は
な
い
）
」
（
「
帰
郷

者」
U

と
、
伊
東
自
ら
の
体
験
に
基
く
伊
東
の
現
実
的
故
郷
を
歌
う
。
そ
の
故
郷

み
か
、

「
美
し
い
故
郷
は
／
そ
れ
が
彼
ら
の
実
に
虚
し
い
宿
題
で
あ
る
乙
と
を
f

似

数
な
古
来
の
詩
の
讃
美
が
証
明
す
る
」
（
「
帰
郷
者
」
）

と
現
実
の
故
郷
を
み
つ
め
た
所
に
、
故
郷
の
む
な
し
さ
を
知
る
こ
と
し
ん
な

石
。
そ
し
て

「
誰
も
が
そ
の
願
ふ
と
こ
ろ
に
／
住
む
と
と
が
許
さ
れ
る
の
で
な
い
」
（
「
川

れ
た
日
に
」
）

と
故
郷
に
対
す
る
断
念
を
歌
う
一
方
、

「
田
舎
を
逃
げ
た
私
が
都
会
よ
／
ど
う
し
て
お
前
に
敢
て
安
ん
じ
よ
う
」

（
「
帰
郷
者
」
反
歌
）
、
「
汝
恥
知
ら
ず
の
詩
人
よ
！
／
あ
の
時
あ
の
土
地
を

去
る
に
は
何
が
お
前
に
欠
け
て
ゐ
た
か
／
私
は
よ
う
く
知
っ
て
ゐ
る
」
（
「
追

放
と
誘
ひ
」
）
と
、

故
郷
に
対
す
る
憧
れ
も
捨
て
き
れ
な
い
の
で
あ
7
0
ロ

ζ

の
現
実
の
故
郷
を
断
念
し
な
が
ら
、
希
求
す
る
と
い
う
一
見
矛
盾
し
た

「
故
郷
感
」
が
解
決
す
る
の
が
「
噺
野
の
歌
」
で
あ
る
。

ζ

の
詩
に
歌
わ
れ
て

い
る
自
然
は
「
木
の
実
照
り
、
泉
は
わ
ら
ひ
・
：
」
と
い
う
明
る
い
風
景
で
あ

り
、
そ
の
明
る
い
故
郷
に
詩
人
は
帰
る
と
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し

ル
』
込
e

”νノ、

か
し
そ
の
故
郷
に
は
「
時
非
の
木
の
実
」
が
熟
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
分
が

種
を
ま
い
た
花
が
、
そ
の
ま
h
自
分
の
屍
骸
を
曳
く
馬
の
道
標
と
な
る
風
景
を

見
た
の
で
あ
る
。
こ
ζ

で
は
「
故
郷
」
は
も
う
現
実
の
世
界
で
は
な
い
。
非
時

と

は

の
世
界
で
あ
る
。
非
時
の
世
界
の
故
郷
に
帰
る
と
と
が
「
永
久
の
帰
郷
」
で
あ

り
、
「
わ
が
痛
き
夢
よ
と
の
時
ぞ
遂
に
／
休
ら
は
む
も
の
！
」
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。現

実
の
故
郷
を
断
念
し
つ
つ
希
求
し
た
伊
東
は
、
非
時
の
放
郷
を
あ
つ
ら
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
痛
き
夢
」
が
休
ら
う
非
時
の
故
郷
。
も
う
そ
と
に
は
時

間
も
な
い
か
わ
り
に
自
分
自
身
の
現
実
の
故
郷
で
の
体
験
も
、
思
い
で
も
全
て

洗
い
お
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
故
郷
と
い
う
も
の
が
、
そ
う
い
う
個
人
的

情
越
の
ベ
l
ル
を
は
い
で
し
ま
っ
た
時
、
故
郷
は
普
遍
的
故
郷
の
存
在
そ
の
も

の
と
な
る
の
で
あ
る
ロ

「
故
郷
」
が
現
実
的
具
象
で
な
く
な
っ
た
時
、
そ
れ
は
詩
人
の
思
念
や
思
考

の
形
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
伊
東
の
内
部
に
お
け
る
思
念
や
志
向
と
し
て
「
故

η
4
 



郷
」
を
希
求
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
伊
東
に
お
い
て
は
事
物
を
普
遍
的
な
も
の
に
高
め
よ
う
と
す
る
態
度

は
、
故
郷
に
お
い
て
の
み
で
は
な
い
。
伊
東
の
詩
に
点
在
す
る
「
太
陽
」
に
し

て
も
そ
う
で
あ
る
し
、
他
の
詩
語
も
ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
い
い
位
、
事
物
の
山
中
日

（
酔
民
一
一
｝

遍
体
で
あ
る
。
伊
東
の
詩
に
風
景
描
写
の
皆
無
な
の
は
、
桑
原
武
夫
の
指
摘
の

と
お
り
で
あ
る
。
又
、
彼
の
詩
語
は
ほ
と
ん
ど
修
飾
語
を
伴
わ
ず
そ
の
詩
の
欣

わ
れ
て
い
る
場
所
、
季
節
、
時
刻
も
判
然
と
は
し
な
い
。
伊
東
臼
ら
の
生
活
の

体
験
が
普
遍
的
に
還
元
さ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

伊
東
が
「
太
陽
」
「
故
郷
」
そ
の
も
の
を
希
求
す
る
の
は
現
実
の
そ
れ
ら
を

知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
現
実
の
事
物
を
凝
視
し
て
そ
の
底
に
潜
む
も
の
を

知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
そ
こ
に
、
覚
め
て
い
る
者
の
目
、
透
徹
者
の

日
を
感
じ
る
。
そ
の
日
が
冴
え
て
ど
と
ま
で
も
行
き
渡
っ
て
い
る
の
を
感
じ
る

時
、
私
は
そ
の
見
え
す
ぎ
る
目
に
痛
ま
し
さ
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
余
り
に
事

物
が
見
え
す
き
る
乙
と
は
、
余
り
に
透
徹
し
た
目
で
書
い
て
あ
る
詩
に
は
、
そ

の
厳
し
さ
故
の
悲
劇
感
が
た
だ
よ
う
も
の
で
あ
る
。

透
徹
者
と
し
て
の
認
識
は
、
彼
の
詩
に
お
け
る
イ
ロ
ニ

l
的
表
現
か
ら
も
苅

う
ζ

と
が
で
き
る
。
「
行
っ
て
お
前
の
そ
の
憂
愁
の
深
さ
の
ほ
と
に
／
明
る

く
か
し
処
を
彩
れ
」
（
「
行
っ
て
お
前
の
そ
の
憂
愁
の
深
さ
の
ほ
ど
に
」
）
。

こ
の
決
然
た
る
イ
ロ
ニ

l
は
、
「
寧
ろ
彼
ら
が
私
の
け
ふ
の
日
を
歌
ふ
」
に
一
広

さ
れ
る
ζ

と
に
な
る
。

「
耀
か
し
か
っ
た
短
い
日
の
こ
と
を
／
ひ
と
び
と
は
歌
ふ
／
ひ
と
び
と
の
忠

な

か

ず

る

ひ
出
の
中
で
／
そ
れ
ら
の
日
は
波
く
／
い
い
時
と
場
所
と
を
選
ん
だ
の
だ
／

．
・
私
は
う
た
は
な
い
ノ
短
か
か
っ
た
耀
か
し
い
日
の
こ
と
を
／
寧
ろ
彼
ら
が

私
の
け
ふ
の
日
を
歌
ふ
」

思
い
出
を
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
伊
東
の
鋭
い
目
を
感
じ
る
と
同

時
に
、
ィ
ロ
ニ

l
的
表
現
し
か
で
き
な
い
伊
東
に
傑
然
と
さ
せ
ら
れ
る
詩
で
あ

る。
物
が
見
え
す
ぎ
て
、
イ
ロ
ニ

l
的
表
現
し
か
で
き
な
い
時
、
自
分
自
身
に
し

か
ク
セ
ニ
エ
を
寄
せ
る
乙
と
が
で
き
な
い
時
、
陥
る
所
は
孤
独
で
あ
る
。
伊
東

は
詩
人
と
し
て
自
ら
の
孤
独
性
を
高
ら
か
に
歌
い
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
秩
鶏

は
飛
ば
ず
に
全
路
を
歩
い
て
く
る
」
に
見
ら
れ
る
、
飛
ば
な
い
で
全
行
程
を
と

っ
こ
つ
歩
い
て
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
秩
鶏
に
警
－
輸
さ
れ
て
い
る
、
伊
東
の
孤
独

な
る
詩
精
神
で
あ
る
。
乙
の
詩
精
神
が
、
す
さ
ま
じ
い
ほ
ど
に
歌
い
あ
げ
ら
れ

て
い
る
の
が
、
第
二
詩
集
「
夏
花
」
中
の
詩
で
あ
る
。

き
だ
め

「
運
命
p

さ
な
り
／
あ
h

わ
れ
ら
自
ら
孤
寂
な
る
発
光
体
な
り
」
（
八
月

の
石
に
す
が
り
で
」
）

自
ら
の
運
命
を
「
さ
な
り
」
い
う
こ
と
ば
で
断
定
し
て
い
る
激
し
さ
、
そ
の
運

ま
な

命
は
、
ひ
っ
そ
り
と
孤
独
に
、
自
分
か
ら
光
を
発
つ
生
き
物
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
自
覚
。

ζ

の
孤
独
な
る
詩
精
神
は
透
徹
者
と
し
て
の
態
度
が
一
生
を
通
じ
て

変
化
し
な
か
っ
た
の
と
相
応
じ
て
変
化
し
な
い
。
そ
れ
は
伊
東
が
生
誌
で
い
る

問
中
、
透
徹
者
と
し
て
の
目
を
持
ち
続
け
、
孤
独
の
世
界
に
生
き
て
い
た
と
と

を
立
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
孤
独
の
中
で
伊
東
は
「
詩
作
を
覚
え
た
私
が
、

行
為
よ
／
ど
う
し
て
お
前
に
あ
こ
が
れ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
。
」
（
「
帰
郷
者
」

反
歌
）
と
ひ
た
す
ら
詩
を
創
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
ら
の
世
界
を
確
立
す

る
。
詩
作
と
い
う
行
為
は
彼
に
お
い
て
は
、
「
太
陽
」
に
象
徴
さ
れ
る
生
の
あ

か
し
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
「
太
陽
」
を
希
求
の
世
界
に
輝
か

す
作
業
は
、
ま
さ
に
「
わ
が
痛
き
夢
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
消
そ
う
と
し
て

も
消
す
こ
と
の
で
き
ぬ
「
痛
き
夢
」
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
が
故
に
、
私
は
「
わ

が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
に
悲
劇
性
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
「
噴
野
の
歌
」
に

お
け
る
普
遍
的
故
郷
に
滞
り
つ
く
乙
と
が
、
実
に
厳
し
い
発
想
を
支
え
る
現
実

η〆ム
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界
を
凝
視
す
る
目
が
な
く
な
る
乙
と
を
な
味
す
る
乙
と
に
川
心
い
主
る
と
、
変
り

う
乙
と
の
な
い
、
死
に
よ

っ
て
し
か
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
痛
き
夢
」

を
持
ち
続
け
た
伊
東
が
、
悲
劇
的
運
命
感
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
ζ

と
が
、
わ
か

っ
て
く
る
。

で
は
と
の
よ
う
な
詩
を
書
い
た
、
詩
を
ι
脅
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
伊
東
の
似

独
の
意
識
は
ど
う
し
て
生
れ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
確
『h比
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
。

そ
れ
は
第
二
立
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
時
代
と
し
て
の
制
約
を
最
も
多
く
受
け

て
い
る

。と
同
時
に
似
点
の
生
米
の
対
質
も
多
分
に
影
響
し
て
い
る
。

ま
ず
時
代
の
子
と
し
て
の
伊
点
静
雄
を
眺
め
て
み
る
乙
と
に
し
よ
う。

二
、
精
神
高
で
の
悲
劇
性

2
、
孤
独
の
芯
識
に
よ
る
悲
劇
性

昭
和
初

4
代
｜
そ
れ
は
激
励
の
時
代
で
あ
っ
た
。
近
代
の
け
水
の
脈
山
火
に
あ

っ
て
政
治
的
社
会
的
そ
し
て

aX
学
的
に
も
め
ま
ぐ
る
し
い
時
代
で
あ
っ

た
。
火

学
の
面
か
ら
の
み
、
乙
れ
を
と
ら
え
て
い
え
ば
、
大
正
時
代
の
終
り
頃
か
ら
社

会
主
義
巡
助
が
勃
興
し
、
昭
和
初
年
に
は
ジ
ヤ
ナ
l
リ
ズ
ム
を
風
隣
し
、
昭
和

七
、
八
作
凶
以
必
の
失
業
状
態
を
経
験
し
た
時
、
ζ

の
運
動
は
料
一
端
に
類
応
化

し
た
の
で
あ
っ

た
。
平
野
謙
は
「
昭
和
二
十
年
間
の
文
学
を
つ
ら
ぬ
く
特
質
は

ど
ζ

に
あ
る
か
。
『
政
治
と
文
学
』

と
い
う
問
題
を
廻
転
軸
と
し
て
、
た
だ
ひ

と
す
ぢ
に
民
間
せ
ら
れ
て
ゐ
る
乙
と
、

ヲて
ζ

に
明
治
文
学
に
も
大
正
文
学
に
も

み
る
乙
と
の
で
き
ぬ
最
大
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
あ
る
。
そ
の
や
う
な
昭
和
文川
f

史
は
ち
ょ
う
ど
昭
和
十
一
年
ご
ろ
を
境
と
し
て
ハ
ッ
キ
リ
と
前
則
と
後
期
と
に

（
間
同
月
三
一
｝

区
分
で
き
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

伊
東
の
京
都
市
国
大
学
入
学
が
大
正
十
五
年
四
月
で
あ
り
、
仙
似
の
処
化
1川
相
官

「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
の
出
版
が
昭
和
十
年
で
あ
る
こ
と
を
た
ゴ
ヌ
る

と、

ζ

の
激
動
の
十
年
間
と
詩
業
の
匹
胎
期
の
十
年
間
が
重
っ
て
い
る
と
と
が

わ
か
る
。

昭
和
初
年
代
に
お
け
る
知
識
人
の
苦
悩
を
如
実
に
示
す
事
件
は
、
昭
和
二
年

の
芥
川
竜
之
介
の
自
殺
で
あ
る
。
激
し
い
社
会
的
現
実
の
胎
動
の
外
に
自
ら
の

芸
術
を
構
え
、
芸
術
至
上
主
義
の
頂
点
を
極
め
よ
ろ
と
し
な
が
ら
も
そ
の
近
代

的
知
性
の
め
ざ
め
を
う
な
が
そ
う
と
す
る
返
し
い
時
代
の
流
れ
に
抗
し
き
れ

ず
、
懐
惨
な
苦
悶
と
敗
北
感
の
巾
に
そ
の
一
小
を
閉
じ
た
芥
川
冶
之
介
。
彼
の

死
に
つ
い
て
は
吉
本
隆
明
の
よ
う
に
徹
頭
徹
尾
自
己
の
出
身
コ
ン
ブ
レ
y

ク
ス

か
ら
と
ら
え
、
「
時
代
思
惣
的
な
死
で
は
な
か
っ
た
。
」
と
、
と
ら
え
る
い
き

か
た
も
あ
る
が
、
彼
の
死
が
与
え
た
影
響
は
、
は
る
か
に
芥
川
例
人
号
越
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

三
好
行
雄
の
い
う
と
ζ

ろ
の
「
彼
の
死
は
と
り
わ
け
若
い
知

識
者
階
級
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
」
の
は
当
時
二
一
才
だ
っ
た
井
上
良
雄
、

宮
本
顕
治
の
芥
川
の
死
の
と
ら
え
方
を
み
て
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
井
上
も
宮

本
も
芥
川
の
自
殺
を
「
自
分
の
も
の
」
と
し
て
と
ら
え
、
芥
川
の
到
述
点
を
自

己
の
出
発
点
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
治
三
九
作
爪
れ
、
w
l
川町
二
三
才
の
伊

京
も
彼
ら
二
人
と
同
世
代
に
凶
し
、
同
じ
な
脚
点
に
た
つ
も
の
で
あ
る
。

伊
東
は
芥
川
を
師
で
あ

っ
た
頴
原
退
成
を
通
じ
て
問
銭
的
に
知
っ
て
い
た
。

芥
川
は
穎
原
の
著
「
蕪
村
全
集
」
に
序
文
を
冴
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ

け
に
伊
東
の
芥
川
に
関
す
る
関
心
は
強
か
っ
た
も
の
と
川
町
わ
れ
る
。
京
都
常
国

大
学
卒
業
の
年
、
昭
和
四
年
に
帥
に
宛
て
た
手
紙
で
伊
ぃ
収
は
芥
川
を
読
み
な
が

ら
自
然
主
義
的
な
個
人
主
義
の
根
強
さ
に
驚
い
て
、
過
去
の
大
正
的
な
教
養
主

義
が
役
に
た
た
な
い
と
な
げ
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
自
分
に
あ
る
「
芥

川
的
傾
向
」
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
井
上
良
雄
、
宮
本
顕
治
と
悶
じ

く
時
代
意
識
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
芥
川
的
制
向
」
と
は
「
本

か
ら
現
実
へ
」
（
「
大
将
寺
伝
輔
の
半
牛
」
）
つ
ま
り
間
念
よ
り
行
動
が
万
円
座
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で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
そ
れ
が
常
に
憧
れ
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ

と
を
示
す
が
、
そ
れ
は
伊
東
に
お
い
て
も
井
上
、
宮
本
に
お
い
て
も
い
ち
よ
う

に
い
え
る
ζ

と
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
ら
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。

で
は
、
社
会
主
義
運
動
へ
身
を
呈
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
芥
川
を
出
発
点
と

し
た
伊
東
の
、
乙
の
運
動
へ
の
態
度
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

伊
東
の
最
も
古
い
社
会
主
義
運
動
へ
の
関
心
を
諮
る
書
簡
は
、
大
正
十
五
年

一
月
十
五
円
に
治
安
維
持
法
が
最
初
に
適
用
さ
れ
た
京
大
事
件
に
つ
い
て
述
べ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
ま
だ
社
会
主
義
運
動
全
体
の
意
義
を
深
く
究
め
よ

う
と
す
る
態
度
は
み
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
昭
和
二
年
に
な
る
と
次
の
よ
う
な

意
味
深
長
な
手
紙
が
で
て
く
る
。

「
世
の
中
が
ひ
ど
く
退
く
つ
に
な
る
よ
う
で
す
。
淋
し
さ
は
ど
う
や
ら
返
却

し
ま
し
た
け
ど
、
一
層
惑
い
退
く
つ
と
い
う
魔
物
が
私
の
胸
に
這
い
よ
っ
て

来
た
ら
し
う
ご
ざ
い
ま
す
。
青
年
ら
し
い
自
の
か
が
や
き
も
自
然
と
曇
っ
て

行
く
の
が
自
分
で
も
わ
か
る
織
で
す
。
大
変
危
険
な
思
惣
の
変
転
期
に
立
っ

て
ゐ
る
の
で
す
ね
。
」

伊
東
の
乙
こ
で
い
う
「
大
変
な
恩
恕
の
変
転
期
」
と
は
、
大
正
的
個
人
主
義

か
ら
時
代
の
要
求
に
従
っ
て
出
現
し
た
社
会
主
義
運
動
ヘ
真
剣
に
目
を
向
け
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
ζ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
伊
東
が
と
の
書
簡
の
前
後
に
親
驚

や
法
然
の
他
力
の
教
え
に
苦
し
み
の
解
脱
を
求
め
「
自
然
に
参
入
す
る
と
と
」
、

つ
ま
り
、
社
会
主
義
運
動
へ
の
行
動
と
観
念
の
相
克
に
悩
ん
で
い
た
こ
と
か
ら

も
想
像
で
き
る
．

昭
和
四
年
住
吉
中
学
に
就
職
後
ほ
ど
な
く
彼
に
は
、
略
物
史
観
に
真
剣
に
唱
と

り
く
む
態
度
が
み
え
て
く
る
。
大
阪
一
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
中
学
で
伊
東
は
「
乞

食
」
と
の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
に
も
平
然
と
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
が
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
気
風
の
満
ち
て
い
た
と
の
学
校
で
決
し
て
上
層
階
級
出
身
と
は
い
え
ぬ
伊

東
が
、
社
会
主
義
思
想
に
強
力
に
ひ
か
れ
て
い
っ
た
と
と
は
当
然
の
ζ

と
で
あ

る
。
そ
し
て
更
に
は
小
高
根
二
郎
の
い
う
如
く
、
伊
東
の
生
家
の
没
落
も
一
一
層

彼
を
社
会
主
義
の
研
究
ヘ
赴
か
せ
た
の
で
あ
る
。
就
職
し
た
年
の
六
月
に
は

「
戦
旗
」
を
読
み
だ
し
「
朝
に
タ
ル
マ
ル
ク
ス
、

7

ル
ク
ス
と
考
え
て
ゐ
」

「
私
の
目
下
の
仕
事
は
、
と
も
す
る
と
私
の
上
に
お
ひ
か
ぶ
さ
り
さ
う
に
な
る

虚
無
的
な
影
を
追
ひ
払
っ
て
社
会
的
熱
情
ヘ
一
途
に
な
ろ
う
と
努
力
す
る
と
と

で
す
。
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
小
高
根
二
郎
に
よ
る
と
伊
取
は
、

7

ル
ク
ス
の

「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
か
ら
「
共
産
党
官
一
士
一
こ
さ
ら
に
「
資
本
論
」
の

剰
余
価
値
学
説
ま
で
読
破
し
て
い
た
ら
し
い
し
、
凡
庸
な
共
践
党
員
な
ど
及
び

も
つ
か
ぬ
知
識
を
蓄
積
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
伊
東
は
社
会
主
義
の
勉

強
を
し
、
そ
の
理
解
力
は
人
並
み
は
ず
れ
た
位
で
あ
っ
た
と
し
て
も
結
局
は
観

念
と
し
て
し
か
と
ら
え
る
と
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る

Q

行
動
に
は
彼
は

遂
に
走
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
昭
和
四
年
の
親
友
宮
本
新
治
宛

て
の
書
簡
で
暴
露
す
る
。
頭
で
は
唯
物
史
観
を
信
じ
て
も
熱
情
な
し
に
理
解
し

た
時
、
慮
純
一
を
感
じ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
伊
東
に
お
け
る
「
パ
ザ
l
ロ
フ
の

亡
霊
」
即
生
来
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
懐
疑
主
義
の
傾
向
の
依
に
伊
東
は
「
芥
川
的

傾
向
」
か
ら
ぬ
け
出
し
て
、
社
会
主
義
理
論
に
基
く
行
動
に
は
つ
い
に
お
も
む

か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
お
い
て
は
、
「
芥
川
的
傾
向
」
を
徹
底
的
に
克

服
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
彼
は
こ
の
手
紙
の
出

さ
れ
る
十
日
前
に
「
私
は
し
ば
ら
く
芥
川
を
よ
し
て
チ
エ
ホ
フ
の
研
究
を
続
け

た
い
と
思
い
ま
す
。
」
と
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

伊
東
が
社
会
主
義
運
動
へ
の
実
践
と
観
念
の
相
克
に
悩
ん
で
い
た
時
、
時
を

同
じ
く
し
て
彼
に
は
悲
恋
と
い
う
体
験
が
あ
ワ
だ
。
こ
れ
は
小
高
根
二
郎
が
詳

し
く
説
い
て
い
る
が
、
相
手
ほ
酒
井
ゆ
り
子
。
伊
東
と
郷
里
を
同
じ
く
し
佐

高
の
教
授
で
も
あ
っ
た
酒
井
小
太
郎
の
二
女
で
あ
る
。
大
学
時
代
下
宿
住
い
を
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し
て
い
た
伊
東
は
姫
路
の
酒
井
家
で
正
月
を
迎
え
た
り
、
精
神
の
疲
れ
を
感
じ

た
り
す
る
と
酒
井
家
に
赴
い
て
安
代
、
ゆ
り
子
の
姉
妹
と
時
を
過
ご
し
た
の
で

あ
っ
た
。
「
わ
が
ひ
と
に
に
つ
ふ
る
哀
歌
」
の
「
わ
が
ひ
と
」
も
ゆ
り
子
に
仰
な

ら
芯
い
の
で
あ
る
が
、
当
の
ゆ
り
子
の
方
は
伊
東
の
親
友
、
宮
本
新
治
に
心
を

傾
け
て
い
た
こ
と
は
小
高
根
二
郎
の
「
伊
東
静
雄
の
悲
恋
と
実
証
」
に
詳
し

t
v
 乙

の
大
学
入
学
以
来
彼
の
結
婚
に
及
ぶ
ま
で
の
（
大
正
十
五
年
よ
り
昭
和
七

年
ま
で
）
長
い
悲
恋
は
、
恋
愛
に
お
い
て
も
実
践
と
観
念
の
分
離
を
き
た
し
、

終
始
片
思
い
で
あ
っ
た
ζ

と
に
よ
り
観
念
の
世
界
の
恋
涯
に
終
っ
た
の
で
あ

る。
時
代
的
な
運
動
で
あ
っ
た
社
会
主
義
迷
動
に
も
観
念
の
上
で
の
興
味
に
と
と

ま
り
実
生
活
に
お
け
る
恋
変
も
相
愛
と
い
う
よ
り
ハ
思
い
に
終
っ
た
時
、
伊
東

に
残
さ
れ
て
い
た
の
は
瓜
独
の
世
界
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
時
代
の
流
れ
そ
の

も
の
は
肯
定
で
き
て
も
社
会
主
義
運
動
に
も
参
加
で
き
ず
の
う
／
＼
と
教
は
ぺ
一

活
を
し
て
い
る
伊
東
。
対
社
会
的
に
も
隔
絶
さ
れ
、
心
に
出
U
v

つ
人
か
ら
も
慰
蒋
さ

れ
な
か
っ
た
時
、
伊
東
が
孤
独
に
陥
ら
な
か
っ
た
と
は
誰
も
断
言
は
で
き
な
い
。

但
し
、
伊
収
は
そ
う
い
っ
た
い
わ
ば
後
天
的
と
も
い
え
る
孤
独
の
忠
誠
の
外

に
生
来
的
と
も
い
え
る
孤
独
感
を
身
に
つ
け
て
い
た
節
が
う
か
が
わ
れ
る
。
制
止

庭
孝
男
は
「
彼
は
幼
少
の
時
に
、
世
界
内
存
在
と
し
て
の
自
己
の
孤
独
を
深
く

体
験
し
て
い
る
。
彼
が
そ
れ
を
『
煉
獄
』
と
い
う
呼
び
方
で
語
っ
て
い
る
ζ

と

は
、
そ
の
原
体
験
の
深
さ
を
何
よ
り
も
よ
く
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
？
と
述

べ
、
「
山
料
の
馬
場
」
を
引
証
と
し
て
引
い
て
い
る
。
と
こ
に
夫
わ
れ
て
い
・
心

の
は
存
在
の
恐
怖
で
あ
り
、
恐
ろ
し
い
程
の
狐
独
感
で
あ
る
。

前
記
し
た
井
上
は
、
閉
塞
さ
れ
た
時
代
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
の
刊
界
に
入
っ

た
。
叉
、
宮
本
は
「
敗
北
の
文
学
」
発
表
後
「
ヂ
ロ
レ
タ
リ
ア
3

父
化
辿
臼
」
で

活
躍
し
た
り
、
小
林
多
喜
二
と
共
に
地
下
に
潜
入
し
た
り
し
て
直
接
社
会
主
義

運
動
の
中
に
身
を
投
じ
た
。
主
義
主
張
の
世
界
に
も
入
れ
ず
、
恋
変
に
も
破

れ
、
幼
い
頃
、
孤
独
の
「
練
獄
」
を
体
験
し
た
伊
東
は
孤
独
と
い
う
世
界
に
身

を
置
く
よ
り
他
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
孤
独
の
特
性
は
、

「
相
変
わ
ら
ず
の
懐
疑
的
精
神
で
脅
し
ん
で
い
ま
す
。
懐
疑
主
義
者
の
悲
劇

は
然
し
、
彼
が
信
じ
込
み
ゃ
す
い
点
に
あ
る
の
で
す
な
。
」

と
い
う
懐
疑
的
精
神
か
ら
事
物
を
と
ら
え
、
認
識
が
実
践
に
至
ら
な
い
と
い

う
悲
劇
の
忠
誠
が
常
に
伊
東
の
内
部
に
は
ね
か
え
っ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
一
般
の
人
に
お
い
て
も
行
動
と
観
念
の
分
維
は
あ
る
も
の
で
あ
る

が
、
伊
東
の
場
合
は
余
り
に
ま
と
も
に
行
動
を
希
求
し
た
結
果
と
し
て
の
分
離

で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
孤
独
の
深
さ
も
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

詩
人
、
伊
東
静
雄
の
悲
劇
l
そ
れ
は
孤
独
性
故
の
も
の
で
あ
っ
た
し
、
昭
和

初
年
代
と
い
う
激
動
の
世
代
を
生
き
抜
い
た
人
の
悲
劇
で
も
あ
っ
た
。

2
、
物
の
見
方
に
よ
る
悲
劇
性

伊
東
が
孤
独
に
陥
り
そ
の
孤
独
性
放
の
悲
劇
が
あ
る
こ
と
を
前
述
し
た
。
し

か
し
彼
の
「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
の
悲
劇
性
と
い
っ

た
も
の
は
勿
論
時
代
の
影
響
も
多
く
う
け
悲
恋
な
ど
の
影
響
も
v

つ
け
て
い
る
け

れ
ど
、
そ
の
根
本
に
あ
る
の
は
自
分
が
痛
み
、
傷
つ
け

J

ら
れ
た
と
思
わ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
事
物
へ
の
熊
度
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
事
物
へ
の
接
し
方
が

悲
劇
的
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
悲
劇
的
詩
が
生
れ
、
悲
劇
的
民
方
ヰ
ふ
9
る
が
故
に

彼
の
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
の
行
情
は
あ
り
、
彼
が
詩
人
で
あ
っ
た
所
以
も
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
伊
東
が
孤
独
の
中
で
外
界
と
の
接
触
一
而
を
イ
ロ
ニ
ー
で
表

現
し
て
い
る
ζ

と
は
前
に
述
べ
た
が
、
イ
ロ
ニ
ー
と
い
弓
表
現
形
熊
J
T
取
っ
た

事
実
、
そ
れ
は
時
代
性
を
地
え
て
人
間
性
に
ま
で
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
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伊
東
の
物
の
見
方
を
如
実
に
一
不
す
書
簡
は
次
に
か
か
げ
る
も
の
で
あ
る
。

「
百
合
子
さ
ん
、
安
代
さ
ん
。
ほ
ん
た
う
に
、
さ
う
思
ひ
ま
す
ね
、
自
分
の

境
遇
か
ら
（
そ
れ
が
楽
し
い
も
の
広
せ
よ
、
苦
し
い
も
の
に
せ
よ
）
新
し
い

生
命
と
力
と
を
拾
ひ
あ
げ
得
な
い
人
は
不
幸
で
す
ね
。
あ
き
広
め
よ
と
は
一
ぷ

は
な
い
。
只
そ
の
境
遇
に
光
を
も
た
ら
す
様
に
努
力
し
得
な
い
人
は
不
幸
で

す
。
」

と
述
べ
た
同
じ
書
簡
で
国
木
田
独
歩
の
詩
「
は
た
け
の
あ
る
所
に
は
人
が
住

む
／
人
の
住
む
所
に
は
恋
が
あ
る
。
」
（
独
歩
吟
所
収
）
そ
あ
げ
「
私
は
叉
そ

の
後
の
所
に
『
そ
乙
に
は
又
必
ず
悲
劇
が
あ
る
』
と
つ
け
加
え
た
い
。
」
と
抗

っ
て
い
る
の
は
そ
の
と
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

伊
東
に
は
時
代
が
暗
け
れ
ば
暗
い
程
明
る
く
し
よ
う
と
い
う
意
志
が
あ
っ

た
。
し
か
し
意
志
は
あ
っ
て
も
入
生
の
底
に
流
れ
て
い
る
悲
劇
が
心
か
ら
離
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
は
彼
が
ま
だ
悲
恋
の
体
験
も
し
な
い
時
に
世
間

か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
彼
の
心
底
に
は
常
に
悲
劇
的
物
の
見
方
が
あ
っ

た
と
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

「
近
頃
の
私
の
内
的
生
活
に
大
き
な
象
徴
と
な
っ
て
い
る
言
葉
は
パ
ル
ザ
ツ

ク
の
『
人
間
喜
劇
』
と
い
う
有
名
な
表
題
。
」

人
生
の
悲
劇
性
を
知
ワ
て
い
た
伊
東
は
自
ら
の
悲
劇
的
も
の
の
見
方
を
転
じ

さ
せ
る
た
め
に
「
人
間
悲
劇
」
を
「
人
間
喜
劇
」
に
転
化
さ
せ
よ
う
と
は
か
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
ロ
自
ら
の
理
性
の
力
に
よ
り
悲
劇
的
見
方
を
喜
劇
に
し

よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
の
悲
劇
性
は
、
透
徹
者
と
し
て
の
悲
劇
検
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
悲
劇
性
ば
、
前
述
し
た
孤
独
の
意
識
紋
の
悲
劇
性
と
伊
東
日
日
一

d

身
の
物
の
見
方
か
ら
く
る
悲
劇
性
が
、
相
ま
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

結

ぴ

伊
東
の
詩
は
勿
論
、
昭
和
詩
史
に
お
い
て
も
厳
然
と
し
た
足
跡
を
残
す
も
の

で
あ
る
。

「
現
代
詩
の
系
譜
は
藤
村
に
発
し
朔
太
郎
を
経
て
静
雄
に
出
る
の
で
あ
る
。
」

小
高
根
二
郎
は
確
信
を
以
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
井
上
靖
も
叉
「
伊
東
の
詩
集

は
い
ず
れ
も
日
本
の
現
代
詩
の
中
に
不
滅
の
光
も
放
つ
も
の
で
既
に
古
典
と
し

て
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
私
も
勿
論
そ
れ
に
異
論
は
な
い

が
私
は
そ
う
い
っ
た
詩
、
そ
の
も
の
だ
け
を
評
価
す
る
よ
り
も
も
っ
と
「
人

閥
、
伊
東
静
雄
」
を
と
ら
え
る
と
と
に
興
味
を
感
じ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は

「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
を
悲
劇
性
と
い
う
限
ら
れ
た
観
点
か
ら
の
み
と

ら
え
た
乙
と
に
大
き
な
不
満
を
感
じ
て
い
る
私
で
あ
る
。

〈
卒
業
論
文
「
わ
が
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と
に
与
ふ
る
哀
歌
論
」
よ
り

ーで 27;:'-=
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」
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）
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）
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