
せ

ん

し

き

じ

ん

『
雨
月
物
語
』
は
、
上
田
秋
成
が
「
剪
枝
崎
人
」
の
戯
号
を
用
い

て
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
に
著
し
た
全
五
巻
九
編
の
怪
異
小
説

集
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
日
本
古
典
作
品
や
、
中
国
白
話
小
説
を
典

拠
と
し
て
編
ま
れ
た
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
た
だ
の
翻
案

小
説
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
優
れ
た
描
写
に
よ
っ
て
初
期
読
本
と
し

て
の
確
固
た
る
地
位
を
築
い
て
い
る
。

そ
の
九
編
の
話
の
中
か
ら
、
巻
之
三
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
吉
備

津
の
釜
」
を
と
り
あ
げ
た
い
。

「
吉
備
津
の
釜
」
は
、
夫
・
正
太
郎
に
裏
切
ら
れ
た
女
性
磯
良
が

「
鬼
化
」
と
な
り
、
夫
に
復
讐
を
遂
げ
る
ま
で
を
描
い
た
作
品
で
、

「
怪
異
の
点
で
は
、
日
本
文
学
の
白
眉
と
も
す
べ
き
一
篇
」
と
評
さ

れ
て
い
る
が
G

注

1
)
、
怪
異
表
現
の
み
に
重
き
を
置
い
て
い
る
の

で
は
な
い
。
そ
こ
に
人
間
の
持
つ
「
性
」
が
鋭
く
描
か
れ
て
い
る
か

ら
こ
そ
、
恐
ろ
し
さ
が
よ
り
際
立
つ
の
だ
と
い
え
よ
う
。

は
じ
め
に 磯

良
の
変
質

「
吉
備
津
の
釜
」

こ
こ
で
は
、
そ
の
恐
怖
を
つ
く
り
だ
し
た
磯
良
に
つ
い
て
考
え
よ

う
と
思
う
。
磯
良
は
、
夫
に
あ
れ
だ
け
尽
く
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

裏
切
ら
れ
、
「
鬼
化
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
悲
劇
の
女
性
（
注
2
)

と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
の
意
味
で
の
悲
劇
で

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
生
前
は
完
璧
な
ま
で
に
貞
婦
で
あ
っ
た
磯
良
が
、

何
故
袖
・
正
太
郎
を
殺
す
凄
惨
な
「
鬼
化
」
に
な
っ
た
の
か
を
中
心

に
、
磯
良
の
持
つ
悲
劇
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

な
お
テ
キ
ス
ト
は
、
講
談
社
学
術
文
庫
「
雨
月
物
語
」
上
下
巻
（
青

木
正
次
氏
全
訳
注
昭
5
6
.
6
)
を
使
用
す
る
。

磯
良
と
正
太
郎

第
一
節
貞
婦
磯
良
と
そ
の
影

磯
良
は
、
嫁
探
し
を
し
て
い
た
井
沢
家
に
「
…
う
ま
れ
だ
ち
秀
麗

に
て
、
父
母
に
も
よ
く
仕
へ
、
か
つ
歌
を
よ
み
、
箪
に
エ
み
な
り
。

も

と

よ

り

か

も

わ

け

す

ぢ

め

従
来
か
の
家
は
吉
備
の
鴨
別
が
裔
に
て
家
系
も
正
し
け
れ
ば
：
：
」
と
、

申
し
分
の
な
い
女
性
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

に
お
け
る

第
一
章

中

尾

美

香

つ
の
悲
劇
|
_
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そ
の
紹
介
の
通
り
、
磯
良
は
模
範
的
な
よ
く
出
来
た
嫁
と
し
て
舅
．

姑
を
満
足
さ
せ
、
正
太
郎
も
落
ち
着
い
た
か
に
見
え
た
。
そ
の
模
範

的
な
姿
は
、
正
太
郎
が
遊
女
の
袖
と
付
き
合
う
よ
う
に
な
っ
て
も
変

わ
ら
な
い
。
正
太
郎
が
妾
宅
か
ら
戻
ら
な
く
な
る
と
親
の
怒
り
に
つ

い
て
諫
め
た
り
浮
つ
い
た
心
を
嘆
い
た
り
は
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以

上
責
め
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
磯
良
の
「
切
な
る
行
止
」

を
見
て
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
舅
が
正
太
郎
を
一
室
に
閉
じ
込
め
る
と
、

悲
し
が
っ
て
ま
す
ま
す
真
心
を
込
め
て
正
太
郎
に
仕
え
、
袖
に
も
物

を
送
っ
て
暮
ら
し
を
助
け
る
と
い
う
行
動
に
出
て
い
る
。
正
太
郎
の

行
為
は
、
夫
と
し
て
も
井
沢
家
の
跡
継
ぎ
と
し
て
も
相
応
し
い
も
の

で
は
な
い
が
、
磯
良
は
嫁
の
鏡
と
し
て
の
態
度
を
崩
さ
な
い
。
嫉
妬

は
悪
徳
と
さ
れ
た
封
建
社
会
で
は
理
想
的
な
姿
で
あ
ろ
う
が
、
彼
女

の
「
自
我
」
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
見
え
て
こ
な
い
。
「
封
建

的
な
得
目
を
形
ど
っ
た
規
範
の
人
形
の
よ
う
な
印
象
し
か
与
え
ら
れ

て
い
な
い
」
（
注

3
)
磯
良
は
、
道
徳
や
規
範
の
中
に
存
在
し
て
い

る
の
だ
。
し
か
も
彼
女
自
身
が
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら

に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
道
徳
的
に
生
き

る
の
が
悪
い
と
は
い
え
な
い
が
、
磯
良
の
「
自
我
」
が
そ
の
中
に
埋

ま
り
き
っ
て
い
る
こ
と
は
危
険
な
こ
と
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
危
険
を
仄
め
か
す
科
白
が
あ
る
。
「
…
我
が
児
も
日
を
か
ぞ

え
て
待
ち
わ
ぶ
る
者
を
、
今
の
よ
か
ら
ぬ
言
を
聞
く
も
の
な
ら
ば
、

す
ず
ろ

不
慮
な
る
事
を
や
仕
出
さ
ん
」
と
い
う
磯
良
の
母
の
科
白
だ
が
、
こ

れ
は
、
御
釜
祓
の
凶
兆
を
無
視
し
て
縁
談
を
進
め
よ
う
と
夫
を
説
得

す
る
場
面
で
の
も
の
で
、
磯
良
が
思
い
詰
め
た
ら
何
を
す
る
か
分
か

ら
な
い
性
分
で
あ
る
こ
と
を
、
縁
談
を
こ
の
ま
ま
進
め
る
理
由
に
挙

げ
て
い
る
。
こ
の
性
質
が
、
磯
良
自
身
や
正
太
郎
と
の
結
婚
生
活
に

影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
磯
良
は
模
範
的
な

女
性
だ
が
、
そ
れ
は
彼
女
の
「
自
我
」
で
は
な
い
た
め
に
、
常
に
自

己
抑
圧
の
影
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

磯
良
は
、
封
建
社
会
の
道
徳
や
規
範
の
ま
ま
に
生
き
て
い
て
、
自

分
自
身
を
殺
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
は
い
な
い
が
、
思
い
詰

め
た
ら
い
つ
そ
れ
が
爆
発
し
て
も
お
か
し
く
な
い
と
い
う
、
影
の
部

分
を
持
つ
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

第
二
節
「
紆
た
る
性
」
の
正
太
郎

非
常
に
模
範
的
で
は
あ
る
が
、
思
い
詰
め
た
ら
何
を
し
だ
す
か
分

か
ら
な
い
磯
良
に
対
し
、
「
紆
た
る
性
」
の
正
太
郎
は
、
ど
う
い
う

人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
（
注
4
)
。

正
太
郎
は
、
「
…
農
業
を
厭
ふ
あ
ま
り
に
、
酒
に
乱
れ
色
に
耽
り

た

は

け

さ

が

て
、
父
が
掟
を
守
ら
ず
…
」
「
さ
れ
ど
お
の
が
ま
4

の
紆
た
る
性
は

い
か
に
せ
ん
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い

放
蕩
息
子
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
井
沢
家
の
跡
取
り
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
好
き
勝
手
に
生
き
て
そ
れ
を
改
め
よ
う
と
し

な
い
た
め
に
、
両
親
が
落
ち
着
か
せ
よ
う
と
縁
談
を
用
意
す
る
の
で
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磯
良
が
嫁
い
だ
当
初
こ
そ
、
両
親
の
期
待
通
り
に
落
ち
着
き
を
見

せ
た
正
太
郎
だ
が
、
そ
れ
も
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
正
太
郎
が
妾

宅
を
構
え
、
井
沢
の
家
に
戻
ら
な
く
な
っ
た
の
だ
。
結
婚
し
た
直
後

め
で

は
、
磯
良
を
「
…
其
の
志
に
愛
て
む
つ
ま
じ
く
か
た
ら
ひ
け
る
」
と

い
う
風
で
あ
っ
た
の
が
、
「
紆
た
る
性
」
に
ま
か
せ
て
し
ま
う
結
婚

前
の
姿
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
妾
宅
に
入
り
浸
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
家
業
も
放
っ
た
ま
ま
で
あ
ろ
う
。
物

事
に
腰
を
据
え
て
あ
た
る
こ
と
の
出
来
な
い
正
太
郎
の
一
面
を
、
如

実
に
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。

だ
が
、
正
太
郎
は
本
当
に
結
婚
前
の
、
好
き
勝
手
に
生
き
る
姿
に

戻
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
「
妓
女
」
の

袖
と
親
し
く
な
り
家
に
寄
り
付
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
け

を
考
え
る
と
そ
う
い
え
る
が
、
そ
う
と
ば
か
り
は
思
え
な
い
面
も
あ

る。
父
親
に
よ
っ
て
一
室
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
後
、
磯
良
に
言
っ
た

「
・
:
（
袖
は
）
親
も
な
き
身
の
浅
ま
し
く
て
あ
る
を
、
い
と
か
な
し

く
思
ひ
て
憐
を
も
か
け
つ
る
な
り
。
我
に
捨
ら
れ
な
ば
、
は
た
船
泊

う

か

れ

め

つ

ぷ

ね

り
の
妓
女
と
な
る
べ
し
。
お
な
じ
浅
ま
し
き
奴
な
り
と
も
、
京
は
人

か

れ

よ

し

の
情
け
も
あ
り
と
聞
ば
、
渠
を
ぱ
京
に
送
り
や
り
て
、
栄
あ
る
人
に

仕
へ
さ
せ
た
く
思
う
な
り
」
と
い
う
、
袖
を
思
い
や
る
こ
の
言
葉
は
、

偽
り
で
は
な
く
正
太
郎
の
本
心
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
正
太
郎
が

あ
る
。

袖
と
親
し
く
な
り
身
請
け
ま
で
し
た
の
は
「
紆
た
る
性
」
に
ま
か
せ

た
単
な
る
気
ま
ぐ
れ
で
は
な
く
、
優
し
い
一
面
の
表
れ
だ
と
考
え
ら

れ
る
の
だ
。

し
か
し
こ
の
優
し
さ
が
弱
さ
と
表
裏
を
な
す
も
の
だ
っ
た
た
め
、

磯
良
を
だ
ま
し
改
心
し
た
か
に
見
せ
て
金
銭
を
用
意
さ
せ
駆
け
落
ち

す
る
と
い
う
、
「
犯
罪
的
と
も
云
え
る
裏
切
り
」
（
注
5
)
を
働
く
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
元
を
正
せ
ぱ
、
正
太
郎
の
優
し

さ
に
起
因
す
る
も
の
だ
が
、
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
正

太
郎
本
人
に
裏
切
り
の
意
識
は
稀
薄
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
で
な

け
れ
ば
、
正
太
郎
か
ら
は
詐
欺
師
的
な
印
象
を
受
け
て
も
よ
い
が
、

そ
う
い
っ
た
印
象
は
全
く
な
い
の
だ
。
模
範
的
な
態
度
で
自
分
に
尽

く
す
磯
良
に
答
え
よ
う
と
は
思
わ
ず
、
袖
を
思
い
や
る
気
持
ち
の
方

が
強
か
っ
た
が
た
め
に
裏
切
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

正
太
郎
は
、
「
紆
た
る
性
」
の
言
葉
の
通
り
道
徳
や
規
範
に
縛
り

つ
け
ら
れ
て
い
な
い
人
物
で
あ
る
し
、
道
徳
や
規
範
を
疎
ま
し
く
思
っ

て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
悪
人
と
は
決
め
つ
け
ら
れ
な
い
。

正
太
郎
に
は
優
し
い
面
が
あ
り
、
そ
の
優
し
さ
や
人
の
良
さ
が
彼
の

行
動
を
決
め
て
い
る
と
い
え
る
（
注
6
)
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
道
徳
や
規
範
が
行
動
を
決
め
る
磯
良
と

は
正
反
対
で
あ
る
。
そ
の
正
反
対
の
「
性
」
を
持
つ
二
人
は
、
親
同

士
が
決
め
た
結
婚
と
は
い
え
、
ま
が
り
な
り
に
も
夫
婦
で
あ
る
。
ニ
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人
を
夫
婦
と
し
て
見
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
見
え
て
く
る
の

だ
ろ
う
か
。

第
三
節
不
幸
な
結
婚

磯
良
と
正
太
郎
の
結
婚
は
、
最
初
は
当
人
た
ち
の
知
ら
な
い
と
こ

ろ
で
計
画
さ
れ
て
い
る
た
め
、
結
婚
す
る
当
人
た
ち
の
意
思
は
介
在

し
て
い
な
い
。
家
と
家
と
の
結
び
付
き
が
重
視
さ
れ
て
い
た
封
建
制

の
下
で
は
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
不
幸
の
始
ま
り
だ
っ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
御
釜
祓
で
示
さ
れ
た
凶

兆
も
無
視
さ
れ
て
い
る
（
注

7
)
。
磯
良
を
早
く
嫁
が
せ
た
い
か
ら

と
は
い
え
、
そ
れ
が
無
視
し
て
も
よ
い
理
由
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
両
家
と
も
家
の
事
情
を
重
視
し
て
の
結
婚
で
あ
る
。

結
婚
に
対
し
て
当
人
た
ち
の
積
極
的
な
意
思
が
な
い
以
上
、
初
め
か

ら
何
か
し
ら
不
吉
な
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
上
、
先
に
見
た
よ

う
に
、
磯
良
と
正
太
郎
は
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
正
反
対
の
存
在
で
あ

る
。
磯
良
が
、
自
分
自
身
を
端
か
ら
見
て
悲
痛
と
思
え
る
ま
で
抑
え

て
あ
く
ま
で
模
範
的
な
行
動
を
す
る
の
に
対
し
、
正
太
郎
は
道
徳
や

規
範
を
気
に
し
な
い
た
め
、
そ
れ
ら
を
行
動
の
基
準
に
は
し
て
い
な

い
。
ま
た
、
磯
良
は
物
事
を
一
途
に
思
い
詰
め
や
す
い
人
物
だ
が
、

正
太
郎
は
あ
ま
り
物
事
に
頓
着
し
な
い
人
物
で
あ
る
。
二
人
と
も
全

く
別
の
「
性
」
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
二
人
が
、
う
ま

く
い
く
道
理
が
な
い
。

そ
れ
で
も
結
婚
し
て
す
ぐ
は
、
結
婚
を
楽
し
み
に
し
嫁
の
心
得
も

さ
が

十
二
分
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
磯
良
が
、
「
夫
が
性
を
は
か
り
て
」

仕
え
、
ま
た
正
太
郎
の
方
も
磯
良
の
意
志
に
感
心
し
て
彼
女
を
可
愛

が
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
正
太
郎
は
磯
良
の
意
志
に
感
心
し
て
彼
女

を
可
愛
が
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
う
い
う
気
持
ち
の
み
の
夫
婦

関
係
が
、
長
続
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
磯
良
の
方
に
も
、
正
太
郎
が

夫
で
あ
る
以
上
、
正
太
郎
だ
け
に
誠
心
誠
意
仕
え
る
気
持
ち
は
あ
っ

た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
「
嫁
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
例
え
ば
、
彼
女
の

夫
が
正
太
郎
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
同
じ
様
に
真
心
を
込
め
て

相
手
に
仕
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

正
太
郎
の
よ
う
な
「
紆
た
る
性
」
を
持
っ
て
い
な
い
人
物
で
あ
れ

ぱ
、
磯
良
の
そ
の
よ
う
な
面
を
「
得
目
J

と
見
て
、
い
つ
ま
で
も
可

愛
が
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
正
太
郎
は
、
道
徳
や
規
範
に
押
し
込

め
ら
れ
て
自
分
自
身
を
表
に
出
そ
う
と
し
な
い
磯
良
が
、
息
苦
し
く

思
え
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
そ
の
不
満
を
磯
良
に
直

接
見
せ
る
こ
と
が
出
来
ず
に
袖
と
親
し
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う

な
っ
て
も
、
磯
良
は
「
嫁
の
鏡
」
の
態
度
を
崩
さ
ず
に
正
太
郎
に
接

し
続
け
、
そ
う
す
る
こ
と
で
ま
す
ま
す
正
太
郎
を
袖
の
側
に
走
ら
せ

た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
磯
良
が
規
範
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
正

太
郎
は
圧
迫
感
を
感
じ
て
磯
良
か
ら
逃
げ
、
袖
の
方
へ
と
傾
い
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
磯
良
は
正
太
郎
の
性
質
を
弁
え
て
仕
え
て
い
た
は
ず

だ
が
、
や
は
り
そ
れ
は
嫁
の
心
得
の
範
囲
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
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だ
が
も
し
、
磯
良
が
正
太
郎
の
本
質
を
理
解
し
て
い
た
と
し
て
も
、

同
じ
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
女
は
知
ら
な
い
う
ち
に
規
範
に
抑

圧
さ
れ
て
生
き
て
い
る
た
め
に
、
模
範
的
な
行
動
し
か
取
れ
な
い
か

ら
だ
。磯

良
と
正
太
郎
の
関
係
は
初
め
こ
そ
う
ま
く
い
っ
た
も
の
の
、
そ

の
後
は
擦
れ
違
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
二
人
は
ま
さ
に
対
極
に
存
在

す
る
人
物
同
士
で
あ
り
、
全
く
別
の
「
性
」
を
持
っ
て
い
る
た
め
に

そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
御
釜
祓
の
凶
兆
が
示
す
よ
う

に
、
夫
婦
に
な
る
べ
き
二
人
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
二
人
が
夫

婦
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
悲
劇
が
生
ま
れ
る
の
だ
と
い
え
る
。

第
二
章

第
一
節
磯
良
の
変
化

正
太
郎
が
袖
と
播
磨
に
と
ど
ま
っ
て
か
ら
幾
日
も
経
た
な
い
内
に
、

袖
は
生
霊
に
取
り
つ
か
れ
て
死
ん
で
い
る
。
そ
の
生
霊
と
い
う
の
は
、

磯
良
の
こ
と
で
あ
る
。

袖
は
正
太
郎
の
妾
と
し
て
登
場
し
、
磯
良
を
苦
し
め
て
い
る
。
そ

の
存
在
は
磯
良
の
変
貌
の
き
っ
か
け
な
の
だ
が
袖
に
は
名
前
が
あ
る

だ
け
で
、
存
在
感
は
極
め
て
薄
い
。
袖
は
正
太
郎
が
磯
良
か
ら
逃
げ

る
た
め
に
必
要
な
人
物
で
あ
り
、
道
徳
的
な
磯
良
か
ら
の
逃
げ
と
い

う
こ
と
で
社
会
規
範
か
ら
外
れ
た
存
在
で
あ
る
「
妓
女
」
と
し
て
設

定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
袖
は
磯
良
を
苦
し
め
た
人
物
で
は
あ
る
が
、

袖
の
死

そ
の
役
割
は
正
太
郎
の
裏
切
り
の
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
で
、
そ
れ

以
上
の
役
割
1

例
え
ば
正
太
郎
を
め
ぐ
り
磯
良
と
対
立
す
る
な
ど

の
—
|
は
な
い
た
め
に
、
特
に
そ
の
人
物
像
を
膨
ら
ま
せ
る
必
要
は

な
か
っ
た
の
だ
。

こ
の
袖
の
死
に
対
し
正
太
郎
は
か
な
り
の
動
揺
を
見
せ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
袖
に
対
す
る
深
い
愛
情
の
た
め
だ
と
は
い
え
な
い
。
正
太
郎

が
袖
と
親
し
く
な
っ
た
の
は
磯
良
へ
の
不
満
が
大
き
な
理
由
で
、
こ

の
悲
し
み
も
「
ふ
か
い
心
の
傷
で
は
な
く
、
た
ん
に
そ
れ
ま
で
の
ふ

た
り
の
楽
し
い
日
々
が
失
わ
れ
孤
独
に
な
っ
た
こ
と
の
淋
し
さ
に
、

茫
然
自
失
と
な
っ
た
子
供
の
よ
う
な
幼
な
さ
の
表
出
」
（
注
8
)
と

考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
正
太
郎
の
感
情
は
解
ら
な
い
で
も
な
い

が
、
こ
こ
で
責
め
ら
れ
る
の
は
袖
の
死
に
対
す
る
責
任
感
の
な
さ
で

あ
る
。
袖
の
死
の
原
因
は
正
太
郎
が
磯
良
を
裏
切
り
通
し
た
こ
と
に

あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
悲
し
み
に
浸
り
き
っ
て
い
る
正

太
郎
は
、
袖
の
喪
失
を
大
き
な
も
の
と
し
て
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う

が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
よ
り
い
っ
そ
う
自
責
の
念
に
駆
ら
れ
て
も
よ
い

の
だ
。
悲
し
み
や
孤
独
感
に
支
配
さ
れ
立
ち
直
れ
な
い
正
太
郎
は
、

優
し
い
心
の
持
ち
主
で
は
あ
る
が
そ
れ
は
彼
の
弱
さ
で
も
あ
り
、
そ

の
弱
さ
は
「
雄
々
し
さ
」
の
欠
如
を
意
味
し
て
も
い
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
正
太
郎
を
絶
望
さ
せ
た
袖
の
死
は
磯
良
の
生
霊
が
も

た
ら
し
た
も
の
だ
が
、
何
故
袖
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
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磯
良
は
、
正
太
郎
が
袖
の
も
と
か
ら
戻
ら
な
く
な
っ
て
も
模
範
的

な
嫁
の
ま
ま
行
動
し
て
い
る
。
無
意
識
に
だ
ろ
う
が
、
そ
う
す
る
こ

と
で
夫
が
自
分
か
ら
離
れ
て
い
く
こ
と
は
な
い
と
信
じ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
そ
れ
を
見
事
に
裏
切
ら
れ
た
磯
良
は
、
彼
女
の
道
徳
的
行
為

や
彼
女
自
身
を
否
定
さ
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
は
な
い
か
。
模

範
的
な
磯
良
の
全
て
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
彼
女
は
徐
々
に
、
道

徳
や
規
範
と
は
関
係
な
い
「
自
我
」
を
あ
ら
わ
に
し
、
変
化
し
て
い

く
。
正
太
郎
を
、
「
ひ
た
す
ら
に
う
ら
み
歎
き
て
、
遂
に
重
き
病
に

臥
」
た
こ
と
も
、
そ
の
表
れ
で
あ
る
。
磯
良
は
身
体
的
に
は
衰
え
て

い
く
が
、
そ
れ
と
反
比
例
す
る
よ
う
に
精
神
的
に
は
よ
り
自
由
に
な
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
道
徳
や
規
範
に
と
ら
わ
れ
な
く
な
っ

た
磯
良
の
精
神
が
、
袖
を
取
り
殺
す
ま
で
の
生
霊
と
な
っ
た
の
だ
。

袖
は
夫
を
奪
っ
た
女
性
で
あ
る
た
め
許
せ
な
い
存
在
で
は
あ
ろ
う
が
、

そ
こ
に
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

裏
切
ら
れ
た
妻
が
夫
の
愛
人
を
殺
す
の
は
嫉
妬
の
た
め
と
見
る
の

が
自
然
で
は
あ
る
が
、
磯
良
は
袖
を
殺
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
、

正
太
郎
を
愛
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

先
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
磯
良
は
正
太
郎
に
誠
心
誠
意
仕
え
て

い
る
が
、
そ
れ
は
「
嫁
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
正
太
郎
以
外
の
人
物
が

夫
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
じ
よ
う
に
誠
実
に
仕
え
て
い
る
だ
ろ
う
。

そ
う
考
え
る
と
、
磯
良
が
正
太
郎
に
対
し
て
そ
こ
ま
で
深
い
愛
情
を

抱
い
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
彼
女
が
袖
を
殺
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
の
は
‘
'
「
井
沢
家
の
嫁
」
の
立
場
と
い
う
理
由
の
方
が
大
き

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
磯
良
は
嫁
・
妻
の
鏡
で
あ
り
続
け
は
し

た
が
、
袖
が
現
れ
た
こ
と
で
精
神
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
。
規

範
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
磯
良
は
、
袖
に
対
し
て
も
こ
ま
や
か
な
心
配

り
が
出
来
た
が
、
枷
が
な
く
な
っ
て
い
る
彼
女
は
そ
う
い
う
こ
と
を

し
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。

袖
の
出
現
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
磯
良
は
嫁
と
し
て
苦
悩
し
、
極

限
ま
で
自
分
を
抑
え
て
「
嫁
の
鏡
」
で
あ
り
続
け
た
。
そ
の
結
果
が

正
太
郎
の
手
酷
い
裏
切
り
で
あ
り
、
生
霊
へ
の
変
化
を
招
い
た
の
で

あ
る
。

す
ず
ろ

こ
れ
は
無
論
、
磯
良
の
中
に
も
と
も
と
あ
る
、
「
不
慮
な
る
こ
と
」

を
し
だ
す
部
分
の
影
響
が
大
き
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

第
二
節
六
条
御
息
所
と
磯
良

嫉
妬
か
ら
生
霊
に
な
っ
た
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
う
少
し

考
え
た
い
。

夫
の
愛
人
を
生
霊
が
殺
す
と
い
う
設
定
は
、
『
源
氏
物
語
』
の

「
夕
顔
」
「
葵
」
の
段
の
影
響
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
源

氏
を
愛
す
る
あ
ま
り
生
霊
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
六
条
御
息
所
と
磯
良

を
比
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

9

六
条
御
息
所
は
教
養
あ
る
美
し
い
女
性
で
あ
る
。
物
事
を
思
い
詰

め
や
す
く
、
源
氏
に
と
っ
て
負
担
に
な
る
ほ
ど
彼
を
愛
し
て
い
て
、
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自
分
の
気
持
ち
に
思
い
悩
ん
で
い
る
。
自
尊
心
と
嫉
妬
と
の
葛
藤
か

ら
生
霊
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
生
前
は
生
霊
と
な
っ
て
葵
の
上
・

夕
顔
を
取
り
殺
し
て
い
る
六
条
御
息
所
だ
が
（
夕
顔
に
つ
い
て
は
は
っ

き
り
し
な
い
）
、
死
ん
で
か
ら
も
紫
の
上
・
女
―
―
一
の
宮
を
苦
し
め
て

い
る
。
源
氏
に
対
す
る
執
着
心
が
、
ど
れ
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
か

が
よ
く
解
る
。

磯
良
と
の
共
通
点
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
教
養
が
あ
っ
て
芙
し
い

点
と
物
事
を
思
い
詰
め
や
す
い
点
で
あ
る
が
、
違
う
点
と
し
て
は
、

苦
し
め
る
対
象
が
夫
（
光
源
氏
）
に
は
及
ん
で
い
な
い
こ
と
だ
。
こ

れ
は
大
き
な
違
い
と
し
て
考
え
て
い
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
違
い
は
、
二
人
の
「
鬼
化
」
に
な
る
に
至
っ
た
事
情
の
違
い

で
あ
ろ
う
。
六
条
御
息
所
は
、
源
氏
を
愛
す
る
あ
ま
り
に
独
占
欲
が

強
く
な
り
、
葵
の
上
と
夕
顔
を
取
り
殺
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
執
着

と
嫉
妬
の
結
果
で
あ
る
。
も
し
磯
良
が
六
条
御
息
所
と
同
じ
よ
う
に

嫉
妬
か
ら
生
霊
と
な
り
悪
鬼
と
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
対
象
は

正
太
郎
に
は
向
か
わ
ず
に
、
袖
だ
け
で
止
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

磯
良
の
場
合
、
正
太
郎
に
執
着
し
て
は
い
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、

六
条
御
息
所
の
源
氏
に
対
す
る
執
着
と
は
違
う
も
の
で
あ
る
。
嫉
妬

だ
け
の
気
持
ち
な
ら
ば
、
正
太
郎
が
妾
宅
か
ら
戻
ら
な
く
な
っ
た
時

期
に
、
生
霊
に
な
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。
磯
良
は
「
嫁
」
で

あ
る
以
上
執
着
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
生
霊
に
な
っ
た

の
も
、
正
太
郎
の
裏
切
り
を
怨
み
に
思
う
気
持
ち
か
ら
だ
。
こ
う
い
っ

る
の
だ
。

「
つ
ら
き
報
ひ
の
ほ
ど
し
ら
せ
ま
い
ら
せ
ん
」

た
事
情
の
違
い
が
、
夫
ま
で
苦
し
め
る
か
否
か
と
い
う
点
に
関
わ
っ

て
き
た
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
六
条
御
息
所
と
磯
良
は
、
生
霊
に
な
り

夫
の
愛
人
を
取
り
殺
し
た
こ
と
は
共
通
す
る
が
そ
の
経
緯
は
一
致
し

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
六
条
御
息
所
は
あ
く
ま
で
源
氏
に
対
す
る

執
着
か
ら
、
磯
良
は
嫁
と
し
て
の
苦
悩
、
正
太
郎
の
裏
切
り
に
対
す

る
怨
み
か
ら
愛
人
を
取
り
殺
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
た
め
に
、
磯
良
の
怨
み
の
対
象
は
あ
く
ま
で
正
太
郎
だ
と
い
え

第
三
章

第
一
節
死
後
の
解
放

草
屋
で
正
太
郎
と
再
会
し
た
磯
良
（
の
怨
霊
）
は
、
怨
み
の
感
情

を
直
接
正
太
郎
に
ぶ
つ
け
て
い
る
。
道
徳
や
規
範
に
と
ら
わ
れ
て
、

模
範
的
な
嫁
の
態
度
を
崩
す
こ
と
の
な
か
っ
た
磯
良
か
ら
は
考
え
ら

れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
行
為
は
生
き
た
磯
良
が
行
な
っ

た
も
の
で
は
な
く
、
霊
に
な
っ
た
磯
良
が
行
な
っ
た
も
の
だ
。
死
ん

だ
こ
と
で
自
分
の
感
情
を
表
出
で
ぎ
た
こ
と
は
、
体
の
死
と
は
逆
に
、

精
神
的
に
は
生
を
得
た
と
い
え
る
が
、
精
神
的
に
生
を
得
た
と
い
っ

て
も
、
短
絡
的
に
こ
れ
で
よ
か
っ
た
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。
磯

良
は
死
ん
だ
こ
と
で
「
自
我
」
を
解
放
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
が
、

こ
の
場
面
以
降
の
磯
良
は
、
正
太
郎
に
対
す
る
怨
み
の
感
情
が
そ
の
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う゚
行
動
の
根
源
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
は
「
暴
発
」
で
あ
る
と
も

い
え
、
解
放
さ
れ
た
「
自
我
」
だ
け
が
暴
走
す
る
危
険
性
を
持
っ
て

い
る
の
だ
。
生
き
て
い
る
時
に
抑
え
つ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
そ

の
死
後
に
、
暴
走
の
危
険
を
学
ん
で
解
放
さ
れ
る
と
い
う
の
は
皮
肉

な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
抑
圧
さ
れ
て
い
た
感
情
の
爆
発
が
「
め
づ

ら
し
く
も
・
・
・
」
の
科
白
で
あ
る
と
い
え
る
。
怨
霊
に
な
っ
て
、
こ
の

科
白
を
直
接
正
太
郎
に
ぶ
つ
け
、
青
白
く
や
せ
細
っ
た
手
で
彼
を
指

差
し
た
磯
良
は
、
も
は
や
「
嫁
の
鏡
」
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

か
や
の
や

磯
良
は
、
こ
の
草
屋
で
、
初
め
て
内
面
を
全
て
さ
ら
け
だ
し
て
正
太

郎
に
対
峙
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
磯
良
と
対
面
し
た
正
太
郎
は
、
磯
良
の
心
底
の
感
情
の
こ
も
っ

た
言
葉
を
初
め
て
聞
き
、
ま
た
病
ん
だ
姿
を
目
に
し
た
こ
と
で
、
こ

こ
に
い
な
い
は
ず
の
磯
良
が
い
た
と
い
う
以
上
の
驚
き
と
恐
怖
の
思

い
に
と
ら
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
彼
は
物
忌
み
に
こ
も
る
。

夜
ご
と
現
れ
る
「
鬼
化
」
と
は
対
面
し
て
い
な
い
の
だ
。
こ
の
物
忌

み
は
陰
陽
師
の
教
え
だ
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
し
ま
っ

た
こ
と
は
彼
の
「
雄
々
し
さ
」
の
な
さ
を
表
し
て
い
る
と
も
い
え
よ

そ
の
正
太
郎
と
対
照
的
な
の
が
、
「
蛇
性
の
姪
」
の
豊
雄
で
あ
る
。

彼
も
正
太
郎
と
同
じ
よ
う
に
放
蕩
息
子
で
あ
り
、
初
め
の
う
ち
は
恐

れ
だ
け
を
抱
き
逃
げ
て
ば
か
り
い
る
が
、
そ
の
後
豊
雄
は
真
女
児
が

妻
の
富
子
に
乗
り
移
っ
た
際
、
明
ら
か
に
そ
れ
ま
で
と
は
別
の
態
度

を
取
っ
て
い
る
。
真
女
児
に
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
さ
せ
ら
れ
、
ま
た

た

ぎ

ま

の

き

び

と

あ

L
き
か
み

当
麻
酒
人
の
忠
告
を
受
け
て
人
間
的
に
成
長
し
た
た
め
に
、
「
邪
神
」

ま
す
ら
を

に
対
峙
し
よ
う
と
す
る
強
い
態
度
が
取
れ
た
の
だ
。
そ
れ
が
「
丈
夫

心
」
で
あ
り
、
真
女
児
に
立
ち
向
か
う
決
意
や
、
周
囲
の
人
々
へ
の

配
慮
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
丈
夫
心
」
を
発
揮
で
き
た
こ

と
で
、
豊
雄
は
命
を
長
ら
え
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
豊

雄
の
例
を
考
え
る
と
、
結
果
が
ど
う
な
っ
た
に
せ
よ
、
正
太
郎
に
は

一
度
く
ら
い
磯
良
と
向
か
い
合
う
強
さ
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

磯
良
が
四
十
二
日
間
毎
夜
訪
れ
た
の
は
、
何
も
正
太
郎
を
殺
す
と

い
う
理
由
だ
け
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
節
「
鬼
化
」
磯
良
の
悲
劇

磯
良
は
「
鬼
化
」
と
な
り
、
死
後
も
正
太
郎
の
も
と
に
現
れ
て
い

る
が
、
草
屋
で
の
「
つ
ら
き
報
ひ
の
ほ
ど
し
ら
せ
ま
い
ら
せ
ん
」
の

科
白
は
、
正
太
郎
を
殺
す
と
い
う
意
味
だ
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
、
気
を
失
っ
た
正
太
郎
を
そ
の
場
で
殺
す
こ

と
も
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
磯
良
は
そ
う
し
て
は
い
な
い
。

報
復
の
予
告
を
し
た
だ
け
で
姿
を
消
し
、
そ
の
後
、
四
十
二
日
間
毎

夜
訪
れ
る
と
い
う
執
拗
さ
を
も
っ
て
、
正
太
郎
に
恐
怖
の
思
い
を
与

え
て
い
る
の
だ
。

正
太
郎
に
と
っ
て
の
磯
良
は
も
は
や
自
分
の
命
を
奪
お
う
と
す
る
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「
鬼
」
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
磯
良
に
と
っ
て
正
太
郎
は
怨
み
の

対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
仕
え
る
べ
き
夫
で
あ
っ
た
人
物
な
の
だ
。

死
ん
で
道
徳
や
規
範
か
ら
解
放
さ
れ
た
磯
良
は
、
模
範
的
な
姿
で
夫

に
接
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
暴
発
し
た
「
自
我
」
だ
け

で
正
太
郎
に
接
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
前
の
悲
痛
な
ま

で
の
自
己
抑
圧
が
、
こ
う
い
う
歪
ん
だ
形
で
表
れ
た
の
だ
と
い
え
る
。

「
鬼
化
」
と
な
り
「
自
我
」
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
磯
良
は
、
「
つ

ら
き
報
ひ
の
ほ
ど
」
を
知
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
四
十
二
日
間
執
拗
に
訪
れ
続
け
た
こ
と
も

理
解
出
来
る
。
磯
良
は
「
無
表
情
に
、
機
械
的
な
正
確
さ
と
計
算
を

も
っ
て
正
太
郎
を
追
い
詰
め
て
」
い
る
の
で
は
な
く
て
（
注

9
)
、

自
分
が
あ
の
裏
切
り
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
の

か
を
正
太
郎
に
伝
え
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
正
太
郎
は
「
鬼
」
に
対
し
、
恐
れ
し
か
抱
い
て
い
な
い
た
め

に
戸
や
壁
に
お
札
を
貼
り
、
彼
女
に
対
面
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
鬼
」
を
恐
れ
て
い
る
た
め
、
磯
良
の
感
情
を
知
る
こ
と
も
受
け
止

め
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
だ
。
正
太
郎
が
そ
う
い
う
行
動
を
取
っ
た

い
か

こ
と
で
、
磯
良
は
怨
み
の
思
い
を
ま
す
ま
す
募
ら
せ
、
「
分
心
れ
る
声

夜
ま
し
に
す
ざ
ま
し
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

磯
良
と
正
太
郎
の
夫
婦
は
、
磯
良
の
感
情
が
解
放
さ
れ
た
死
後
も
擦

れ
違
い
続
け
て
い
る
と
い
え
る
。

磯
良
の
感
情
は
暴
走
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
な
の
だ
が
、

そ
の
捌
け
口
を
得
る
こ
と
が
不
可
能
な
状
態
で
、
唯
一
そ
の
捌
け
ロ

と
な
り
得
る
正
太
郎
は
、
物
忌
み
す
る
こ
と
で
完
全
に
磯
良
を
拒
絶

し
、
彼
女
を
人
と
す
ら
認
め
て
い
な
い
。
磯
良
は
、
生
前
は
模
範
的

に
生
き
た
こ
と
で
正
太
郎
に
拒
絶
さ
れ
、
死
後
「
自
我
」
だ
け
に
な
っ

て
も
拒
否
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
で
は
正
太
郎
は
磯
良
の
存
在
そ

の
も
の
を
認
め
て
い
な
い
も
同
然
で
あ
る
。
磯
良
は
、
夫
に
存
在
を

否
定
さ
れ
た
こ
と
を
悲
し
み
か
つ
怒
り
、
怨
み
の
思
い
に
重
ね
て
い
っ

た
の
だ
ろ
う
。
正
太
郎
を
殺
し
た
時
の
凄
惨
さ
は
、
怨
み
だ
け
で
は

な
く
四
十
二
日
間
に
味
わ
っ
た
感
情
全
て
が
引
き
起
こ
し
た
爆
発
の

よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

磯
良
が
持
つ
悲
劇
は
、
生
前
の
完
璧
す
ぎ
る
自
己
抑
圧
に
対
す
る

死
後
の
感
情
の
暴
発
と
い
う
、
落
差
の
激
し
さ
に
あ
る
。
生
前
の
磯

良
が
少
し
で
も
感
情
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
れ
ば
、
磯
良
は
模
範
的

な
妻
で
は
な
く
な
っ
た
だ
ろ
う
が
、
正
太
郎
の
振
る
舞
い
に
対
し
て

何
ら
か
の
行
動
を
取
れ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
死
後
の
感
情
の
表
出

が
あ
あ
い
う
暴
発
の
形
で
な
か
っ
た
ら
、
「
鬼
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と

も
全
て
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
磯
良
の
生
前

と
死
後
の
落
差
の
激
し
さ
は
、
彼
女
の
悲
痛
な
自
己
抑
圧
が
招
い
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
自
己
抑
圧
の
た
め
に
、
生
前
に
感
情
を
見
せ
る

こ
と
が
出
来
ず
、
死
後
に
そ
の
反
動
と
し
て
、
貞
淑
さ
を
保
つ
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
、
磯
良
の
持
つ
悲
劇
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。

生
前
の
、
道
徳
や
規
範
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
磯
良
か
ら
は
、

彼
女
の
生
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
死
後
執
拗
に
正
太
郎

を
訪
れ
続
け
、
自
分
を
拒
絶
す
る
正
太
郎
に
怒
っ
て
「
夜
ご
と
に
家

め
ぐ

を
続
り
或
は
屋
の
棟
に
叫
」
ん
で
い
る
「
鬼
」
の
姿
の
方
に
、
感
情

の
赴
く
ま
ま
に
行
動
す
る
と
い
う
意
味
で
、
人
間
ら
し
い
印
象
を
受

け
る
。
「
鬼
」
の
怒
り
の
あ
ま
り
の
振
る
舞
い
だ
が
、
そ
こ
に
は
悲

し
さ
を
見
る
こ
と
も
出
来
る
の
だ
。

も
の
の
け

磯
良
が
、
夫
に
裏
切
ら
れ
た
結
果
と
し
て
「
鬼
化
」
に
な
っ
た
こ

と
は
確
か
に
悲
劇
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
前
は
道
徳
、
規
範
に
押
し

込
め
ら
れ
「
自
我
」
を
表
出
で
き
な
か
っ
た
女
性
が
、
死
後
そ
う
い

う
も
の
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
存
在
に
な
っ
て
、
初
め
て
感
情

を
解
放
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
内
面
の
悲
劇
の
方
が
、
よ
り

大
き
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
「
鬼
化
」
磯
良
を
恐
怖
の

対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
解
放
さ
れ
た
感
情
の
姿
と
見
る
こ
と
も
可

能
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
こ
そ
、
磯
良
の
持
つ
悲
劇
の
真
の
意
味
が
あ

る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

注
2

注
1

9
)
 

中
村
幸
彦
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
解
説
よ
り
。

『
（
正
太
郎
の
た
め
に
金
銭
を
用
意
し
た
の
は
）
「
自
分
が
悪

か
っ
た
」
と
い
う
正
太
郎
の
言
葉
を
信
じ
た
か
ら
で
あ
り
、

自
分
の
真
心
が
夫
を
動
か
す
こ
と
が
出
来
、
贖
罪
の
為
に
も

自
分
の
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
喜
し
く
」
思
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
』
（
矢
野
公
和

「
『
う
ら
み
・
ま
す
』

I

「
吉
備
津
の
釜
」
私
論
ー
」
共
立

女
子
短
期
大
学
文
科
紀
要
27

昭
5
9
.
2
)

「
夫
の
愛
と
結
婚
生
活
の
幸
福
を
求
め
て
苦
悩
し
、
や
が
て

さ
が

鬼
に
変
貌
し
な
け
れ
ば
終
息
し
な
い
女
の
性
の
哀
れ
さ
が
描

き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
」

「
（
前
略
）
夫
の
浮
気
に
嫉
妬
し
、
苦
悩
し
、
つ
い
に
復
讐

鬼
に
変
貌
し
て
凄
惨
な
報
復
を
せ
ず
に
は
や
ま
な
い
、
女
の

さ
が性

の
不
思
議
さ
・
哀
れ
さ
・
是
非
な
さ
を
描
く
こ
と
に
置
か

れ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
（
勝
倉
壽

『
雨
月
物
語
構
想
論
』
教
育
出
版
セ
ソ
タ
ー
昭
59.

こ
れ
ら
の
文
章
を
参
考
に
し
て
、
一
般
的
に
磯
良
は
、
献
身

的
に
夫
に
尽
く
し
た
が
裏
切
ら
れ
た
悲
劇
の
女
性
だ
と
考
え

注^＞
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注
7

注
5

注
6

注
4

注
3

ら
れ
て
い
る
と
考
察
し
た
。

鵜
月
洋
（
中
村
博
保
補
筆
）
『
雨
月
物
語
評
釈
〈
日
本
古
典

評
釈
・
全
注
釈
叢
書
＞
』
（
角
川
書
店
刊
昭
4
4
.
3
)

「
性
」
は
『
雨
月
物
語
』
の
中
で
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
て
、

「
個
人
の
意
志
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
先
験
的
な
気
質
」

（
長
島
弘
明
『
雨
月
物
語
男
と
女
の
「
性
」
（
さ
が
）

国
文
学
4
0—
7
)
で
あ
る
。
個
人
特
有
と
い
う
よ
り
も
「
男

な
ら
男
一
般
に
、
女
な
ら
女
一
般
に
通
有
の
性
格
へ
と
繋
が
っ

て
い
く
気
質
」
（
同
）
で
あ
り
、
性
格
や
個
性
と
い
っ
た
も

の
で
は
な
い
。
一
方
の
「
自
我
」
は
、
そ
の
個
人
そ
の
も
の

と
い
え
る
性
格
や
個
性
を
意
味
し
て
い
る
。

矢
野
公
和
前
掲
書

正
太
郎
は
確
か
に
「
紆
た
る
性
」
で
あ
る
が
、
「
性
」
は
そ

の
人
間
全
て
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
一
面
を
示
す
も

の
な
の
で
、
彼
の
「
紆
た
る
性
」
と
優
し
さ
な
ど
の
長
所
は

矛
盾
し
な
い
。

御
釜
祓
は
吉
備
神
社
に
伝
わ
る
神
事
で
、
吉
兆
の
時
は
釜
が

大
き
く
鳴
り
、
凶
兆
の
時
は
音
が
し
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

磯
良
と
正
太
郎
の
幸
せ
を
祈
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ

れ
に
反
し
て
釜
の
音
は
鳴
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
神
が
こ
の

結
婚
に
警
告
を
与
え
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
御
釜
祓
の
凶

兆
は
、
結
婚
に
よ
っ
て
「
鬼
化
」
に
な
る
磯
良
と
、
そ
の
磯

注
9

注
8

元
田
興
一
『
神
と
罪
の
物
語
ー
「
吉
備
津
の
釜
」
ー
』
（
論

究
日
本
文
学
5
0
昭
6
2
.
5
)

勝
倉
壽
一
前
掲
書

良
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
正
太
郎
の
運
命
を
暗
示
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
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