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三
『
夜
明
け
前
』
の
方
法
と
目
的

『
夜
明
け
前
』
の
「
序
の
章
」
が
書
き
始
め
ら
れ
る
の
は
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
四
月
で
あ
る
。
執
筆
に
ま
つ
わ
る
回
想
と
し
て
藤
村

は
『
夜
明
け
前
』
第
二
部
の
連
載
が
終
了
し
た
翌
年
一
月
の
「
中
央
公
論
」
に
「
覚
書
」
と
題
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
日
記
の
著
者
は
大
脇
信
興
と
い
ひ
、
通
称
を
兵
右
衛
門
と
い
ふ
。
わ
た
し
の
郷
里
の
人
で
、
今
の
大
黒
屋
の
当
主
大
脇
文
平
君
の
曽
祖
父
に

当
る
。
こ
の
隠
居
は
以
前
の
わ
た
し
の
家
の
上
隣
り
に
住
み
、
郷
里
馬
籠
の
宿
場
時
代
に
は
宿
役
人
の
年
寄
役
及
び
問
屋
後
見
と
し
て
、
わ
た
し
の

祖
父
と
は
日
夕
相
往
来
し
た
間
柄
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
こ
の
隠
居
の
一
番
日
記
は
文
政
九
年
、
同
じ
く
十
年
、
十
一
年
の
三
ヶ
年
間
の
日
記
帳
よ
り

成
る
も
の
で
、
そ
れ
を
つ
け
は
じ
め
た
の
は
三
十
歳
の
頃
か
と
思
は
れ
る
。
さ
う
い
ふ
日
記
帳
が
二
十
七
番
ま
で
も
文
平
君
の
家
に
仕
舞
つ
て
あ
つ

た
。
最
初
の
う
ち
は
わ
た
し
も
あ
の
隠
居
が
二
十
七
番
の
日
記
を
残
し
た
こ
と
と
の
み
思
つ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
う
ち
に
文
平
君
か
ら
ま
だ
四
冊
残
つ

て
ゐ
た
と
言
つ
て
送
つ
て
よ
こ
し
て
呉
れ
た
の
を
見
る
と
、
実
際
は
三
十
一
番
ま
で
あ
つ
て
、
隠
居
三
十
歳
の
頃
か
ら
七
十
余
歳
ま
で
、
年
代
か
ら

云
へ
ば
文
政
九
年
か
ら
明
治
三
年
ま
で
お
よ
そ
四
十
余
年
間
に
亙
る
街
道
生
活
の
日
記
帳
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、（
略
）
お
よ
そ
街
道
に
関
す

る
こ
と
は
わ
た
し
の
や
う
に
宿
場
全
盛
の
時
代
を
知
ら
な
い
も
の
に
も
手
に
取
る
や
う
に
分
る
。
昭
和
二
年
の
は
じ
め
に
は
、
わ
た
し
は
す
で
に

『
夜
明
け
前
』
の
腹
案
を
立
て
て
は
ゐ
た
が
、
ま
だ
街
道
と
い
ふ
も
の
を
通
し
て
父
の
時
代
に
突
き
入
る
十
分
な
勇
気
が
持
て
な
か
つ
た
。
と
い
ふ
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の
は
、
わ
た
し
の
祖
父
や
父
が
長
い
街
道
生
活
の
間
に
書
き
残
し
た
も
の
も
い
ろ
い
ろ
あ
つ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
が
、
日
清
戦
争
前
の
村
の
大
火
に

父
の
蔵
書
は
焼
け
て
、
参
考
と
な
る
旧
い
記
録
と
て
も
吾
家
に
は
さ
う
多
く
残
つ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
つ
た
。
こ
れ
な
ら
安
心
し
て
筆
が
執
れ
る
と

い
ふ
気
を
わ
た
し
に
起
さ
せ
た
の
も
大
黒
屋
日
記
で
あ
つ
た
。
そ
の
年
に
わ
た
し
は
一
夏
か
ゝ
つ
て
大
脇
の
隠
居
が
残
し
た
日
記
の
摘
要
を
つ
く

り
、
そ
れ
か
ら
長
い
仕
事
の
支
度
に
取
り
か
ゝ
つ
た
。盧

「
昭
和
二
年
の
は
じ
め
に
は
、
わ
た
し
は
す
で
に
（
略
）
腹
案
を
立
て
て
は
ゐ
た
」
が
、「
街
道
と
い
ふ
も
の
を
通
し
て
父
の
時
代
に
突
き

入
る
十
分
な
勇
気
が
持
て
な
か
つ
た
」
の
で
、
書
き
出
せ
ず
に
い
た
藤
村
を
促
し
た
の
が
、
郷
里
の
隣
家
大
脇
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
大

脇
兵
右
衛
門
の
書
き
残
し
た
日
記
、
即
ち
「
大
黒
屋
日
記
」
と
称
す
る
も
の
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
藤

村
は
そ
れ
を
大
脇
文
平
か
ら
借
り
受
け
、
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
五
月
か
ら
十
二
月
ま
で
か
か
っ
て
「
日
記
の
摘
要
」
を
作
る
作
業
に

専
念
し
「
大
黒
屋
日
記
抄
」
と
し
て
九
冊
の
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
た
。
他
に
馬
籠
の
蜂
谷
家
所
蔵
の
「
八
幡
屋
覚
書
」、
山
崎
斌
盪
所
有
の

「
山
崎
氏
古
帳
」
や
「
追
分
宿
古
帳
」
に
も
目
を
通
し
、
こ
の
十
二
月
か
ら
執
筆
が
開
始
さ
れ
た
。

藤
村
が
『
夜
明
け
前
』
執
筆
を
実
際
に
意
識
し
た
の
は
、
す
で
に
取
り
上
げ
た
が
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
フ

ラ
ン
ス
行
の
時
で
あ
る
こ
と
は
、『
夜
明
け
前
』
連
載
が
終
わ
っ
た
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
十
二
月
に
「
新
潮
」
に
掲
載
さ
れ
た
青
野
季

吉
と
の
対
談
「
夜
明
け
前
を
中
心
と
し
て
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

島
崎
。（
略
）
幼
い
時
分
に
は
、
親
父
は
た
だ
怖
い
人
の
や
う
に
思
つ
て
居
り
ま
し
た
。
さ
う
で
す
ね
え
、
私
が
巴
里
へ
参
つ
た
時
は
四
十
二
の
齢

で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
漸
く
四
十
代
く
ら
ゐ
に
な
つ
て
親
父
の
歌
集
な
ど
を
、
そ
れ
も
外
国
の
旅
で
寂
し
い
も
の
で
す
か
ら
、
読
ん
で
み
る
う
ち

に
、
親
父
の
生
涯
な
ど
も
ま
あ
幾
ら
か
解
つ
て
来
た
や
う
な
気
持
が
あ
つ
た
。
そ
し
て
帰
つ
て
参
つ
て
か
ら
、
自
分
が
、
父
の
生
涯
と
い
ふ
も
の
を

本
当
に
一
つ
探
し
て
み
よ
う
、
と
い
ふ
風
に
思
ひ
立
っ
た
の
が
、
あ
の
作
の
つ
ま
り
動
機
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。蘯

父
正
樹
の
歌
集
『
松
が
枝
』
は
、
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
十
一
月
、
藤
村
が
正
樹
の
記
念
碑
を
郷
里
の
諏
訪
神
社
境
内
に
建
立
し
た
記

念
に
編
纂
し
た
も
の
で
、
渡
仏
の
際
に
も
携
え
て
行
っ
て
い
る
。
暗
い
フ
ラ
ン
ス
の
客
車
の
中
に
あ
っ
て
、
父
の
こ
と
を
懐
か
し
く
想
起
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し
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
亀
井
勝
一
郎
が
「
作
品
の
モ
チ
ー
フ
が
、
藤
村
の
心
に
明
確
に
自
覚
さ
れ
た
の
は
、
大
正
二
年
か
ら
四

年
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
滞
在
中
で
あ
つ
た
ら
う
」
と
推
察
し
て
い
る
よ
う
に
、『
松
が
枝
』
編
纂
が
父
の
こ
と
を
書
く
動
機
に
な
っ
た
こ
と

が
こ
の
一
文
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
『
夜
明
け
前
』
執
筆
の
開
始
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
静
子
宛
に
、

「
松
か
枝
」
の
写
し
は
急
ぎ
ま
せ
ん
か
ら
よ
ろ
し
く
。
最
近
に
私
は
父
に
関
す
る
古
い
書
類
を
沢
山
手
に
入
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
父
の
生
涯
を
知
る

に
よ
い
手
が
か
り
と
な
る
も
の
ば
か
り
で
す
。
そ
の
中
に
私
が
一
四
五
才
の
頃
に
東
京
か
ら
郷
里
の
父
宛
て
に
送
っ
た
手
紙
も
一
本
出
て
来
て
思
は

ず
自
分
で
ほ
ゝ
ゑ
み
ま
し
た
。
そ
の
手
紙
は
学
校
生
徒
の
作
文
で
も
書
く
や
う
に
幼
い
自
分
の
志
望
な
ど
を
述
べ
た
も
の
で
し
た
。盻

と
書
き
送
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
執
筆
の
手
が
か
り
と
し
て
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
に
藤
村
が
父
正
樹
の
人

生
と
そ
の
彼
の
生
き
た
時
代
と
に
注
目
す
る
な
か
で
、『
夜
明
け
前
』
が
執
筆
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
こ
の
作
品
の
性
格
を
決
定

し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
藤
村
自
ら
も
、
先
に
も
引
用
し
た
が
、『
夜
明
け
前
』
執
筆
が
完
了
し
た
直
後
の
「
東
京
朝
日

新
聞
」
長
野
版
の
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
九
月
十
五
日
談
話
記
事
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

維
新
前
後
を
上
の
方
か
ら
書
い
た
物
語
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
下
か
ら
見
上
げ
た
。
明
治
維
新
は
決
し
て
僅
な
人
の
力
で
出
来
た
も
の

で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
た
く
さ
ん
の
下
積
の
人
た
ち
が
あ
つ
た
。
維
新
と
い
ふ
も
の
が
下
級
武
士
の
力
に
よ
つ
て
出
来
た
も
の
だ
と
説
く
人
も
ご
ざ

い
ま
す
が
、
私
は
さ
う
で
は
な
し
に
庄
屋
た
ち
が
た
く
さ
ん
働
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
世
の
中
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
私
の
「
夜
明
け
前
」

は
、
ま
ア
、
歴
史
ぢ
や
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
維
新
前
後
の
歴
史
を
舞
台
と
し
て
働
い
た
さ
う
し
た
下
積
の
人
た
ち
を
中
心
と
し
た
物
語
で
ご
ざ
い
ま

す
。眈

更
に
、『
夜
明
け
前
』
執
筆
に
際
し
て
資
料
収
集
か
ら
、
整
理
な
ど
す
べ
て
に
亙
っ
て
協
力
し
た
田
中
宇
一
郎
の
回
想
の
中
で
、
藤
村

が
、
起
稿
に
際
し
て
直
接
田
中
に
対
し
、

『
ど
う
で
す
。
歴
史
小
説
で
も
な
け
れ
ば
、
さ
う
か
と
云
つ
て
普
通
の
小
説
で
も
な
い
、
へ
ん
な
も
の
で
せ
う
。
し
か
し
、
僕
と
し
て
は
世
間
で
所

謂
歴
史
小
説
を
書
く
つ
も
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
と
云
ふ
も
の
を
背
景
に
採
る
と
云
ふ
気
持
だ
け
で
ね
。』
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と
語
っ
た
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
執
筆
に
当
た
っ
て
の
作
者
の
意
図
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
後
年
「
回

顧
」（
父
を
追
想
し
て
書
い
た
国
学
上
の
私
見
）
と
し
て
述
べ
た
次
の
文
章
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
眇
。

過
去
こ
そ
真
実
で
あ
る
と
は
、
多
少
な
り
と
も
今
日
を
反
省
す
る
た
よ
り
と
し
よ
う
と
思
ふ
も
の
に
取
つ
て
意
味
あ
る
言
葉
と
な
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
い
か
に
し
て
過
去
を
探
り
求
む
べ
き
か
。
過
去
が
死
物
で
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
事
は
容
易
で
な
い
。
わ
た
し
達
が
父
の
時
代
を
考
へ
て
見
る

上
に
も
、
や
は
り
同
じ
や
う
な
こ
と
が
言
へ
る
と
思
ふ
。
さ
う
い
ふ
自
分
な
ぞ
学
問
の
家
に
生
れ
た
も
の
で
も
な
い
が
、
そ
れ
で
も
祖
父
は
学
問
を

好
み
、
父
は
平
田
篤
胤
没
後
の
門
人
の
一
人
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
自
分
も
ま
た
幼
少
の
頃
か
ら
国
学
と
い
ふ
も
の
ゝ
あ
る
こ
と
を
知
り
、
国
学

者
の
教
養
に
就
い
て
親
し
く
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
こ
と
も
少
く
は
な
か
つ
た
。眄

藤
村
が
、
幕
末
維
新
前
後
の
日
本
の
歴
史
を
語
る
こ
と
そ
の
も
の
を
小
説
の
主
眼
と
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
藤
村
が
「
メ
ロ

デ
ィ
」
と
「
伴
奏
」
の
関
係
で
示
し
た
眩
、
そ
の
「
伴
奏
」
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
真
の
主
眼
は
、
そ

の
歴
史
を
〈
背
景
〉
に
し
て
、
激
動
の
な
か
を
懸
命
に
生
き
ぬ
い
た
父
と
、
そ
の
父
と
同
じ
「
下
積
み
の
」
庶
民
の
立
場
で
、
時
代
の
激

変
を
も
ろ
に
受
け
止
め
て
戦
っ
て
き
た
人
た
ち
の
生
き
様
の
〈
真
実
〉
を
凝
視
し
、
描
き
あ
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み

取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

『
夜
明
け
前
』
に
は
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
ペ
リ
ー
が
軍
艦
四
隻
を
率
い
て
浦
賀
に
来
航
し
、
徳
川
幕
府
に
激
震
が
走
っ
た
、
そ
の
父

正
樹
二
十
三
歳
の
年
か
ら
、
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
に
五
十
六
歳
で
病
死
す
る
ま
で
の
三
十
三
年
間
の
歴
史
を
背
景
に
し
て
、
そ
の

正
樹
を
モ
デ
ル
と
し
た
木
曾
街
道
馬
籠
宿
の
一
庄
屋
青
山
半
蔵
の
半
生
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
描
き
方
は
、
例
え
ば
『
春
を
待
ち
つ
ゝ
』

に
お
い
て
、

私
は
少
年
時
代
を
振
返
つ
て
見
て
、
自
分
の
物
心
づ
く
頃
か
ら
明
治
二
十
年
頃
ま
で
の
間
は
か
な
り
暗
か
つ
た
時
代
の
や
う
に
思
ふ
。
お
そ
ら
く

西
南
戦
争
以
前
の
十
年
間
は
も
つ
と
暗
か
つ
た
ら
う
。
私
達
は
明
治
維
新
と
共
に
開
け
て
来
た
新
時
代
の
輝
い
た
方
面
の
み
を
見
る
に
慣
ら
さ
れ

て
、
そ
の
惨
憺
た
る
光
景
に
は
兎
角
眼
を
塞
ぎ
が
ち
で
あ
つ
た
。
さ
う
い
ふ
真
相
を
も
読
み
た
い
。眤
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と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
治
維
新
後
の
黎
明
期
の
み
な
ら
ず
、
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来
航
し
て
以
来
の
激
変
す
る
華
々
し
い
政
変
劇
の

時
期
に
も
当
て
は
ま
る
。
こ
の
『
春
を
待
ち
つ
ゝ
』
の
一
文
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
藤
村
は
そ
う
し
た
「
歴
史
」
に
対
峙
し
て
、
彼
は

決
し
て
歴
史
の
表
舞
台
を
「
輝
い
た
方
面
」
の
展
開
を
中
心
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
大
き
な
転
変
ゆ
え
に
不
安
と
困
難
を
強
い
ら
れ

た
庶
民
た
ち
の
「
惨
憺
た
る
光
景
」
に
眼
を
注
ぎ
つ
つ
、「
下
か
ら
見
上
げ
」
る
視
点
、
即
ち
ま
さ
に
「
草
叢
の
中
」
の
視
点
に
立
っ

て
、
日
本
の
〈
近
代
〉
の
原
点
の
〈
真
実
〉
を
問
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、「
歴
史
」
の
変
化
を
ど
ん
な
に
精
緻
に

描
く
よ
り
も
、
庶
民
た
ち
の
実
生
活
に
深
く
眼
差
し
を
注
い
で
描
く
こ
と
の
ほ
う
が
困
難
を
極
め
た
で
あ
ろ
う
。『
大
黒
屋
日
記
』
だ
け

で
な
く
、
一
本
の
手
紙
に
至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
資
料
を
求
め
、
で
き
る
だ
け
正
確
な
事
実
に
立
脚
し
て
舞
台
を
設
定
し
て
い
く
こ
と

で
、
歴
史
か
ら
浮
出
す
る
〈
真
実
〉
が
よ
り
リ
ア
ル
に
描
か
れ
た
と
も
い
え
よ
う
。
先
に
藤
村
の
言
葉
と
し
て
「
過
去
こ
そ
真
実
で
あ

る
」
を
引
用
し
た
が
、『
夜
明
け
前
』
の
中
で
も
、

「
君
の
い
ふ
過
去
は
死
ん
だ
過
去
で
せ
う
。
と
こ
ろ
が
、
篤
胤
先
生
な
ぞ
の
考
へ
た
過
去
は
生
き
て
る
過
去
で
す
。
明
日
は
、
明
日
は
ッ
て
、
み
ん

ま
こ
と

な
明
日
を
待
っ
て
る
け
れ
ど
、
そ
ん
な
明
日
は
何
時
ま
で
待
つ
て
も
来
や
し
ま
せ
ん
。
今
日
は
、
君
、
瞬
く
間
に
通
り
過
ぎ
て
行
く
。
過
去
こ
そ
真

じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。」

（
第
一
部

第
三
章
三
）

と
言
わ
し
め
て
い
る
。
過
去
は
単
に
事
実
を
語
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
事
実
」
の
内
側
に
は
人
間
の
生
き
た
証
が
あ
り
、
普
遍
的
〈
真

実
〉
が
あ
る
。
過
去
は
現
在
を
形
成
し
、
未
来
を
暗
示
す
る
。
そ
の
た
め
に
も
過
去
を
軽
ん
じ
る
こ
と
な
く
可
能
な
限
り
正
確
さ
を
求

め
、
凝
視
し
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
緊
迫
を
持
っ
て
庶
民
の
日
常
を
描
い
て
い
く
こ
と
で
、『
夜
明
け
前
』
が
比
類
の
な
い
人
間
を
中
心

と
し
た
歴
史
小
説
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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四
『
夜
明
け
前
』
の
半
蔵
と
平
田
国
学

『
夜
明
け
前
』
に
は
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
に
木
曾
街
道
で
起
っ
た
「
牛
方
事
件
」
を
始
め
、
諸
国
に
起
り
始
め
た
「
百
姓
一
揆
」、

「
助
郷
制
度
」
に
対
す
る
庶
民
の
不
満
な
ど
、
徳
川
封
建
制
度
が
堅
牢
な
威
力
を
有
し
て
い
た
間
に
は
起
り
え
な
か
っ
た
庶
民
の
不
満
か

ら
生
じ
た
出
来
事
を
入
念
に
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
青
山
半
蔵
の
認
識
を
改
め
さ
せ
る
出
来
事
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
に
『
夜

明
け
前
』
の
方
法
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
「
牛
方
事
件
」
に
対
し
て
の
次
の
描
写
で
あ
る
。

下
民
百
姓
の
眼
を
さ
ま
さ
せ
ま
い
と
す
る
こ
と
は
、
長
い
こ
と
上
に
立
つ
人
達
が
封
建
時
代
に
執
つ
て
来
た
方
針
で
あ
つ
た
。
し
か
し
半
蔵
は
こ

の
街
道
筋
に
起
つ
て
来
た
見
の
が
し
が
た
い
新
し
い
現
象
と
し
て
、
あ
の
牛
方
事
件
か
ら
受
け
入
れ
た
感
銘
を
忘
れ
な
か
つ
た
。
不
正
な
問
屋
を
相

た

手
に
血
戦
を
開
き
、
抗
争
の
意
気
で
起
つ
て
来
た
の
も
あ
の
牛
行
司
で
あ
つ
た
こ
と
を
忘
れ
な
か
つ
た
。
彼
は
旅
で
思
ひ
が
け
な
く
そ
の
人
か
ら
声

を
掛
け
ら
れ
て
見
る
と
、
仮
令
自
分
の
位
置
が
問
屋
側
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
下
層
に
黙
つ
て
働
い
て
ゐ
る
や
う
な
牛
方
仲
間
を
笑
へ
な

か
つ
た
。

（
第
一
部

第
三
章
二
）

あ
る
い
は
「
百
姓
一
揆
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

諸
国
に
は
当
時
の
厳
禁
な
る
百
姓
一
揆
も
起
り
つ
ゝ
あ
つ
た
。
し
か
し
半
蔵
は
、
村
の
長
老
達
が
考
へ
る
や
う
に
そ
れ
を
単
な
る
農
民
の
謀
反
と

み

な

は
見
做
せ
な
か
つ
た
。
百
姓
一
揆
の
処
罰
と
言
へ
ば
、
軽
い
も
の
は
笞
、
入
墨
、
追
払
い
、
重
ひ
も
の
は
永
牢
、
打
首
の
や
う
な
厳
刑
は
あ
り
な
が

ら
、
進
ん
で
そ
の
苦
痛
を
受
け
よ
う
と
す
る
ほ
ど
の
要
求
か
ら
動
く
百
姓
の
誠
実
と
、
そ
の
犠
牲
的
な
精
神
と
は
、
他
の
社
会
に
見
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
る
。
当
時
の
急
務
は
、
下
民
百
姓
を
教
へ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
あ
べ
こ
べ
に
下
民
百
姓
か
ら
教
へ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
つ
た
。

（
第
一
部

第
五
章
三
）

半
蔵
は
問
屋
・
庄
屋
の
立
場
に
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
少
な
く
と
も
「
村
の
長
老
達
」
と
同
じ
か
、
も
っ
と
権
力
の
側
の
視
点
に
立
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
「
牛
方
事
件
」
を
「
感
銘
」
を
も
っ
て
受
け
止
め
、「
牛
方
仲
間
を
笑
へ
な
か
つ
た
」
と
い
う
感
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慨
を
示
し
て
い
る
。「
百
姓
一
揆
」
に
対
し
て
も
肯
定
的
に
受
け
止
め
、「
下
民
百
姓
か
ら
教
へ
ら
れ
る
」
と
ま
で
認
識
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
混
沌
の
様
相
を
示
し
て
き
て
い
る
と
は
い
え
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
現
実
認
識
、
時
代
認
識
が
容
易
に
な
さ
れ
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
こ
と
は
、「
村
の
長
老
達
」
の
認
識
と
比
較
し
て
も
わ
か
る
。
即
ち
、
そ
う
し
た
特
異
な
認
識
に
自
然
に
改
ま
っ
て
い
る
青

山
半
蔵
を
描
く
こ
と
に
作
品
の
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
半
蔵
の
認
識
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
平
田
派
国
学
の
影
響
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
も
『
夜
明
け
前
』
の
方
法

と
し
て
見
逃
せ
な
い
。
例
え
ば
次
の
箇
所
で
あ
る
。

中
津
川
の
友
人
香
蔵
か
ら
半
蔵
が
借
り
受
け
た
写
本
の
中
に
も
、
こ
の
こ
と
が
説
い
て
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
と
世
に
は
名
も
知
ら
な
い
隠
れ
た
人

が
あ
つ
て
、
み
ん
な
が
言
は
う
と
し
て
ま
だ
言
ひ
得
な
い
で
ゐ
る
こ
と
を
よ
く
言
ひ
あ
ら
は
し
て
見
せ
て
呉
れ
る
や
う
な
篤
志
家
の
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
そ
の
写
本
の
中
に
は
、
か
う
い
ふ
こ
と
が
説
い
て
あ
る
。
建
武
の
中
興
は
上
の
思
召
し
か
ら
出
た
こ
と
で
、
下
々
に
あ
る
万
民
の
心
か
ら
起

つ
た
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
上
の
思
召
し
が
少
し
動
け
ば
忽
ち
武
家
の
世
と
な
つ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
度
多
く
の
も
の
が
期
待
す
る
復
古

く
さ
む
ら

は
建
武
中
興
の
時
代
と
は
違
つ
て
、
草
叢
の
中
か
ら
起
つ
て
来
た
。
さ
う
説
い
て
あ
る
。
草
叢
の
中
が
発
起
な
の
だ
。（
略
）
万
民
の
心
が
変
り
さ

へ
し
な
け
れ
ば
、
ま
た
武
家
の
世
の
中
に
帰
つ
て
行
く
や
う
な
こ
と
は
な
い
。
さ
う
説
い
て
あ
る
。（
略
）

半
蔵
は
こ
れ
を
読
ん
で
復
古
の
機
運
が
熟
し
た
の
は
決
し
て
偶
然
で
な
い
こ
と
を
思
つ
た
。
彼
の
耳
に
聞
き
つ
け
る
新
し
い
声
は
、
実
に
こ
の
写

本
の
筆
者
の
所
謂
「
草
叢
の
中
」
か
ら
来
た
こ
と
を
も
思
つ
た
。

（
第
一
部

十
二
章
六
）

中
津
川
の
友
人
香
蔵
と
は
、
平
田
国
学
の
門
人
と
し
て
半
蔵
と
志
を
一
つ
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
半
蔵
が
「
万
民
の
心
」
即
ち
庶
民
へ
の

肯
定
の
眼
差
し
を
有
す
る
こ
と
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
門
弟
同
士
が
愛
読
す
る
「
写
本
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
箇
所
で

あ
る
。

父
正
樹
が
平
田
篤
胤
没
後
の
門
人
と
な
っ
た
の
は
、
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
、
正
樹
三
十
三
歳
の
時
で
あ
る
が
、『
夜
明
け
前
』
の
半

蔵
は
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
、
十
九
歳
の
時
に
入
門
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
事
実
に
立
脚
す
る
こ
と
の
多
い
作
品
の
展
開
に
お
い
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て
、
こ
の
七
年
間
の
変
更
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
藤
村
の
意
図
、
即
ち
半
蔵
の
思
想
と
認
識
に
お
い
て
平
田
国
学
の
影
響
を
よ
り
強

い
も
の
と
し
て
設
定
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

で
は
、
そ
の
事
実
を
大
幅
に
変
更
し
て
の
設
定
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
い
た
か
を
探
っ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
安
政
三
年

は
、
黒
船
が
来
航
し
た
嘉
永
六
年
の
二
年
後
で
あ
り
、
こ
の
年
、「
牛
方
事
件
」
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
頃
か
ら
尊
攘
派
は
急
速
に
活

発
化
し
、
江
戸
幕
府
の
権
力
は
腐
敗
し
、
庶
民
の
台
頭
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
中
で
半
蔵
を
、
正
樹

の
実
際
よ
り
七
年
も
繰
り
上
げ
て
平
田
派
へ
の
入
門
を
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
そ
う
し
た
激
動
の
時
代
に
あ
っ
て
半
蔵
が
平
田
派

の
思
想
を
背
景
に
し
て
時
代
を
見
、
乗
り
越
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
か
を
中
心
に
作
品
を
展
開
さ
せ
よ
う
と
し
た
作
者
の
意
図
が
推
測

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

『
夜
明
け
前
』
で
は
、
半
蔵
が
平
田
派
へ
入
門
を
決
心
し
た
と
き
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

の
ぶ
ひ
ろ

「
君
に
悦
ん
で
貰
ひ
た
い
こ
と
が
あ
る
。
自
分
は
こ
の
旅
で
、
か
ね
て
の
平
田
入
門
の
志
を
果
さ
う
と
し
て
ゐ
る
。
最
近
に
自
分
は
佐
藤
信
淵
の
著

う

し

書
を
手
に
入
れ
て
、
あ
の
す
ぐ
れ
た
農
学
者
が
平
田
大
人
と
同
郷
の
人
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
又
、
い
か
に
大
人
の
深
い
感
化
を
受
け
た
人
で
あ
る

す

か
を
も
知
つ
た
。
本
居
、
平
田
諸
大
人
の
国
学
ほ
ど
世
に
誤
解
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
な
い
。
古
代
の
人
に
見
る
や
う
な
あ
の
直
ぐ
な
心
は
、
も
う
一

度
こ
の
世
に
求
め
ら
れ
な
い
も
の
か
。
ど
う
か
し
て
自
分
等
は
あ
の
出
発
点
に
帰
り
た
い
。
そ
こ
か
ら
も
う
一
度
こ
の
世
を
見
直
し
た
い
。」

（
第
一
部

第
三
章
一
）

平
田
派
の
国
学
は
、
今
は
「
世
に
誤
解
さ
れ
て
ゐ
る
」
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
半
蔵
は
篤
胤
の
説
く
「
古
代
の
人
に
見
る
よ
う
な
あ
の

直
ぐ
な
心
」
を
信
じ
、
そ
の
「
出
発
点
」
に
立
っ
て
「
も
う
一
度
こ
の
世
を
見
直
し
た
い
」
と
願
っ
て
平
田
国
学
に
入
門
を
決
意
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
平
田
国
学
と
は
、
平
田
篤
胤
に
よ
っ
て
ひ
ら
か
れ
た
も
の
で
、
篤
胤
は
、
安
永
五
（
一
七
七
六
）
年
秋
田
藩
大
番

組
大
和
田
清
兵
衛
の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
、
二
十
歳
で
脱
藩
。
二
十
五
歳
で
備
中
松
山
藩
士
平
田
藤
兵
衛
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
。
篤
胤

は
本
居
宣
長
の
弟
子
で
あ
る
が
、
彼
が
宣
長
の
門
下
に
入
っ
た
の
は
二
十
八
歳
、
享
保
三
（
一
七
一
八
）
年
の
時
で
あ
り
、
宣
長
死
後
二
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年
が
経
過
し
て
い
た
。
し
か
し
、
篤
胤
は
、
自
分
こ
そ
宣
長
の
正
統
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
強
い
自
負
に
た
っ
て
終
始
し
た
。

歌
文
の
道
か
ら
は
い
っ
て
古
道
へ
と
沈
潜
し
て
い
く
宣
長
学
に
対
し
、
古
道
の
道
を
探
究
し
よ
う
と
構
え
た
篤
胤
は
、
宣
長
の
真
の
後
継

者
で
あ
る
と
自
認
し
た
の
で
あ
る
。
篤
胤
は
、
古
道
を
以
て
現
実
生
活
の
規
範
と
な
し
、
死
後
の
魂
の
行
方
を
知
る
こ
と
こ
そ
、
現
世
の

安
心
の
基
で
あ
る
と
考
え
、
死
後
の
霊
魂
は
大
国
主
神
審
判
神
と
し
て
主
宰
す
る
幽
冥
界
に
行
く
と
説
い
て
、
神
道
的
来
世
思
想
を
打
ち

出
し
た
の
で
あ
る
。
半
蔵
が
そ
う
し
た
篤
胤
の
思
想
に
共
鳴
し
て
門
人
と
な
っ
た
こ
と
は
次
の
一
文
に
も
窺
え
る
。

国
学
者
と
し
て
の
大
き
な
先
輩
、
本
居
宣
長
の
遺
し
た
仕
事
は
こ
の
半
蔵
等
に
一
層
光
つ
て
見
え
る
や
う
に
な
つ
て
来
た
。
何
と
言
つ
て
も
言
葉

の
鍵
を
握
つ
た
こ
と
は
あ
の
大
人
の
強
味
で
、
そ
れ
が
三
十
五
年
に
亙
る
古
事
記
の
研
究
と
も
な
り
、
健
全
な
国
民
性
を
古
代
に
発
見
す
る
端
緒
と

も
な
つ
た
。
儒
教
と
い
ふ
形
で
あ
ら
は
れ
て
来
て
ゐ
る
北
方
支
那
の
道
徳
、
禅
宗
や
道
教
の
形
で
あ
ら
は
れ
て
来
て
ゐ
る
南
方
支
那
の
宗
教
│
│
そ

か
ら

れ
ら
の
異
国
の
借
り
物
を
か
な
ぐ
り
捨
て
、
一
切
の
「
漢
ご
ゝ
ろ
」
を
か
な
ぐ
り
捨
て
ゝ
、
言
挙
げ
と
い
ふ
こ
と
も
更
に
な
か
つ
た
神
な
が
ら
の
い

に
し
へ
の
代
に
帰
れ
と
教
へ
た
の
が
大
人
だ
。
大
人
か
ら
見
る
と
、
何
の
道
か
の
道
と
い
ふ
こ
と
は
異
国
の
沙
汰
で
、
所
謂
仁
義
礼
譲
孝
悌
忠
信
な

ど
ゝ
い
ふ
や
か
ま
し
い
名
を
く
さ
ぐ
さ
作
り
設
け
て
、
き
び
し
く
人
間
を
縛
り
つ
け
て
し
ま
つ
た
人
達
の
こ
と
を
、
も
ろ
こ
し
の
方
で
は
聖
人
と
呼

ん
で
ゐ
る
。
そ
れ
を
笑
ふ
た
め
に
出
て
来
た
人
が
あ
の
大
人
だ
。
大
人
が
古
代
の
探
求
か
ら
見
つ
け
て
来
た
も
の
は
、「
直
毘
の
霊
」
の
精
神
で
、

つ
づ

お
の
ず
か
ら

そ
の
言
ふ
と
こ
ろ
を
約
め
て
見
る
と
、「
自
然
に
帰
れ
」
と
教
へ
た
こ
と
に
な
る
。
よ
り
明
る
い
世
界
へ
の
啓
示
も
、
古
代
復
帰
の
夢
想
も
、
中
世

の
否
定
も
、
人
間
の
解
放
も
、
又
は
大
人
の
あ
の
恋
愛
観
も
、
物
の
あ
は
れ
の
説
も
、
す
べ
て
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
ゐ
る
。
伊
勢
の
国
、
飯
高
郡
の

民
と
し
て
、
天
明
寛
政
の
年
代
に
こ
ん
な
人
が
生
き
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
す
ら
、
半
蔵
等
の
心
に
は
一
つ
の
驚
き
で
あ
る
。
早
く
夜
明
け
を
告
げ
に

生
れ
て
来
た
や
う
な
大
人
は
、
暗
い
こ
の
世
を
後
か
ら
歩
い
て
来
る
も
の
ゝ
探
る
に
任
せ
て
置
い
て
、
新
し
い
世
紀
の
や
が
て
め
ぐ
つ
て
来
る
享
和

元
年
の
秋
頃
に
は
既
に
過
去
の
人
で
あ
つ
た
。
半
蔵
等
に
言
は
せ
る
と
、
あ
の
鈴
の
屋
の
翁
こ
そ
、「
近
つ
代
」
の
人
の
父
と
も
呼
ば
る
べ
き
人
で

あ
つ
た
。

（
第
一
部

第
五
章
二
）

本
居
宣
長
の
「
直
毘
の
霊
」
の
精
神
で
、
古
代
復
帰
を
夢
想
し
、「
自
然
に
帰
れ
」
と
い
う
考
え
に
立
っ
て
「
時
代
」
を
見
直
し
て
生
き

た
い
と
す
る
篤
胤
の
思
想
を
、
自
ら
の
規
範
に
し
て
生
き
た
い
と
す
る
半
蔵
の
考
え
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ

島
崎
藤
村
『
夜
明
け
前
』
論
（
下
）

三
三



の
古
代
復
帰
の
思
想
が
顕
著
に
示
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
王
政
復
古
の
実
現
を
求
め
た
考
え
方
に
つ
な
が
る
。『
夜
明
け
前
』
で
は
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

王
政
復
古
の
実
現
も
最
早
時
の
問
題
と
な
っ
た
。

か
う
い
ふ
空
気
の
中
で
、
半
蔵
の
耳
に
は
思
ひ
が
け
な
い
新
し
い
声
が
聞
え
て
来
た
。
彼
は
そ
の
声
を
京
都
に
ゐ
る
同
門
の
人
か
ら
も
、
名
古
屋

に
あ
る
有
志
か
ら
も
、
飯
田
方
面
の
心
あ
る
も
の
か
ら
も
聞
き
つ
け
た
。

い
に
し
え

「
王
政
の
古
に
復
す
る
こ
と
は
、
建
武
中
興
の
昔
に
帰
る
こ
と
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
神
武
の
創
業
に
ま
で
帰
つ
て
い
く
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
」

そ
の
声
こ
そ
彼
が
聞
か
う
と
し
て
待
ち
侘
び
て
ゐ
た
も
の
だ
。
多
く
の
国
学
者
が
夢
み
る
古
代
復
帰
の
夢
が
こ
ん
な
風
に
し
て
実
現
さ
れ
る
日
の

近
づ
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
あ
の
本
居
翁
が
書
き
遺
し
た
も
の
に
も
暗
示
し
て
あ
る
武
家
時
代
以
前
に
ま
で
こ
の
復
古
を
求
め
る
大
勢
が
押
し
移
り

つ
ゝ
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
討
幕
の
急
先
鋒
を
も
つ
て
任
ず
る
長
州
の
志
士
達
で
す
ら
意
外
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
と
彼
に
は
思
は
れ

た
。

（
第
一
部

第
一
二
章
六
）

「
王
政
復
古
」
と
は
、
元
来
十
九
世
紀
に
な
っ
て
基
盤
が
揺
ら
い
で
き
た
幕
藩
体
制
の
強
化
と
い
う
意
図
の
も
と
に
「
水
戸
学
」
を
中
心

に
唱
え
ら
れ
た
「
国
体
」
の
観
念
で
あ
り
こ
れ
が
や
が
て
「
尊
王
倒
幕
論
」
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、『
夜
明
け
前
』
で
藤
村

は
そ
う
し
た
政
治
権
力
の
視
点
に
お
い
て
で
は
な
く
、「
多
く
の
も
の
が
期
待
す
る
復
古
は
建
武
中
興
の
時
代
と
は
違
つ
て
、
草
叢
の
中

か
ら
起
つ
て
き
た
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
長
い
封
建
時
代
の
武
士
支
配
の
も
と
で
辛
酸
を
な
め
さ
せ
ら
れ
て
き
た
庶
民
が
真
に
解
放
さ

れ
、
自
由
を
得
ら
れ
る
世
の
中
が
到
来
す
る
こ
と
へ
の
期
待
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
王
政
の
古
に
復

す
る
こ
と
は
、
建
武
中
興
の
昔
に
帰
る
こ
と
で
あ
つ
て
は
成
ら
な
い
。
神
武
の
創
業
に
ま
で
帰
つ
て
い
く
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
篤
胤
自
身
は
、
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
に
幕
府
の
忌
諱
に
触
れ
て
、
秋
田
に
隠
居
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
半
蔵
の
入
門
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の
十
五
年
前
の
出
来
事
で
あ
る
。『
夜
明
け
前
』
で
「
本
居
、
平
田
諸
大
人
の
国
学
ほ
ど
世
に
誤
解
さ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
」（
第
一
部

三
章
一
）
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
幕
末
の
時
代
を
牽
引
す
る
程
の
勢
力
を
有
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
藤
村
は
、
正
樹
の

実
際
よ
り
も
七
年
も
早
く
半
蔵
の
平
田
国
学
入
門
を
設
定
し
た
よ
う
に
、
半
蔵
と
平
田
国
学
の
関
係
に
対
し
て
は
明
確
な
〈
創
作
〉
が
施

さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
に
は
平
岡
敏
夫
氏
が
、

「
夜
明
け
前
」
に
つ
い
て
も
べ
つ
に
新
し
い
こ
と
が
言
え
そ
う
も
な
い
の
で
す
が
、
今
度
「
大
黒
屋
日
記
抄
」
と
対
照
し
な
が
ら
読
み
な
お
し
て
み

て
、
逆
に
つ
く
づ
く
藤
村
の
創
作
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。「
大
黒
屋
日
記
」
は
あ
く
ま
で
も
島
崎
家
以
外
の
他
人
が
書
い
た
日
記
で
あ
り
、

枠
以
上
の
も
の
に
な
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
馬
籠
以
外
の
土
地
で
お
こ
る
事
件
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
青
山
家
の
内
部
、
半
蔵
の
内
面

等
、
決
定
的
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
「
大
黒
屋
日
記
」
は
こ
た
え
て
く
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
指
摘
し
て
お
り
眞
、『
夜
明
け
前
』
に
お
け
る
青
山
半
蔵
像
に
は
、
藤
村
の
執
筆
の
意
図
と
方
向
に
よ
っ
て
、
か
な
り
入
念
な
〈
創
作
〉

が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
平
岡
氏
が
論
証
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
三
好
行
雄
は
、

藤
村
の
内
部
に
お
け
る
父
の
像
の
変
貌
は
、
そ
の
こ
と
自
体
が
藤
村
論
の
有
力
な
テ
ー
マ
と
な
る
が
、
こ
こ
で
論
及
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
は
あ
る

ま
い
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
は
青
山
半
蔵
が
島
崎
正
樹
を
モ
デ
ル
と
し
な
が
ら
、
実
は
具
体
的
な
形
象
化
に
あ
た
つ
て
、
一
種
の
理
想
化
が
そ
こ
に
ほ

ど
こ
さ
れ
た
事
情
を
暗
示
す
る
。
論
証
抜
き
に
い
つ
て
お
け
ば
、
他
方
で
は
黒
川
村
の
百
姓
の
描
き
か
た
に
も
示
さ
れ
た
よ
う
な
事
実
や
資
料
へ
の

全
面
的
な
依
拠
が
あ
り
な
が
ら
、
主
人
公
の
人
間
像
に
は
父
の
事
実
を
は
み
だ
し
た
部
分
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
単
に
父
を
理
想

化
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
記
憶
を
た
ど
り
、
記
録
を
綴
つ
て
復
元
さ
れ
た
父
の
像
と
、
そ
の
よ
う
に
し
て
父
を
書
く
作
家
の
〈
私
〉
と
の
複
合

体
と
い
う
性
格
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。「
夜
明
け
前
」
が
一
箇
の
客
観
的
な
歴
史
小
説
で
あ
る
と
同
時
に
、
藤
村
そ
の
ひ
と
の
自
己
凝
視
が
必
然
に

た
ど
り
つ
い
た
ひ
と
つ
の
帰
結
で
も
あ
つ
っ
た
こ
と
の
意
味
が
そ
こ
に
あ
る
。

と
い
う
よ
う
に
青
山
半
蔵
に
「
一
種
の
理
想
化
」
が
み
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
眥
。
そ
し
て
「
記
憶
を
た
ど
り
、
記
録
を
綴
っ
て
復
元

さ
れ
た
父
の
像
と
、
そ
の
よ
う
に
し
て
父
を
書
く
作
家
の
〈
私
〉
と
の
複
合
体
と
い
う
性
格
を
帯
び
る
」
と
と
ら
え
て
い
る
点
が
注
目
さ
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れ
る
。
即
ち
、
藤
村
の
『
夜
明
け
前
』
を
、
父
の
記
録
を
丹
念
に
さ
ぐ
り
父
の
生
き
て
き
た
姿
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
視
点
と
、
平
田
国

学
と
半
蔵
の
関
係
に
重
き
を
置
く
視
点
に
於
い
て
、
平
田
国
学
の
理
念
に
共
鳴
す
る
半
蔵
が
、
ど
こ
ま
で
も
庶
民
の
立
場
に
立
っ
て
「
王

政
復
古
」
の
新
時
代
を
待
望
し
、
彼
自
ら
も
懸
命
に
戦
っ
て
き
た
、
と
い
う
作
者
の
立
場
に
お
い
て
の
認
識
と
問
い
か
け
を
も
と
に
し
て

半
蔵
像
を
描
き
あ
げ
よ
う
と
す
る
視
点
と
を
合
わ
せ
た
中
で
彷
彿
さ
れ
る
青
山
半
蔵
を
描
こ
う
と
す
る
藤
村
の
方
法
に
お
い
て
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
り
、『
夜
明
け
前
』
は
、
単
な
る
事
実
に
基
づ
い
た
「
歴
史
小
説
」
で
は
な
く
、
作
者
の
反
芻
と
問
い
か
け
の
視
点
で

描
き
あ
げ
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

五
『
夜
明
け
前
』
の
主
題

『
夜
明
け
前
』
が
、
半
蔵
の
平
田
国
学
に
基
づ
い
た
真
の
「
王
政
復
古
」
の
実
現
を
期
待
し
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
奔
走
す
る
姿
を
中

心
に
幕
末
を
描
い
て
き
た
の
に
対
し
、
明
治
維
新
後
は
そ
う
し
た
期
待
が
次
々
と
失
望
に
変
わ
り
、
急
変
し
て
い
く
半
蔵
像
を
中
心
に
描

い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
第
一
と
し
て
、
半
蔵
が
平
田
国
学
を
学
ぶ
こ
と
で
意
を
強
く
し
て
一
貫
し
て
求
め
て
き
た
庶
民
（
農
民
）

の
解
放
と
自
由
の
獲
得
へ
の
期
待
に
対
し
て
の
、
庶
民
達
と
の
意
識
の
乖
離
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
次
の
出
来
事
が
上
げ
ら
れ
よ
う
。

一
行
に
は
、
半
蔵
が
親
し
い
友
人
の
景
蔵
、
香
蔵
、
そ
れ
か
ら
十
四
五
人
の
平
田
門
人
が
軍
の
嚮
導
と
し
て
随
行
し
て
来
た
。
あ
の
同
門
の
人
達

の
輝
か
し
い
顔
付
こ
そ
、
半
蔵
が
村
の
百
姓
等
に
も
よ
く
見
て
貰
ひ
た
か
つ
た
も
の
だ
。
今
度
総
督
を
迎
へ
る
前
に
、
彼
は
さ
う
思
つ
た
。
も
し
岩

倉
公
子
の
一
行
を
こ
の
辺
鄙
な
山
の
中
に
も
迎
へ
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
、
お
そ
ら
く
村
の
百
姓
等
は
山
家
の
酒
を
瓢
韆
に
で
も
入
れ
、
手
造
り
に

し
た
物
を
皿
に
で
も
盛
つ
て
、
一
行
の
労
苦
を
ね
ぎ
ら
ひ
た
い
と
思
ふ
ほ
ど
の
歓
び
に
溢
れ
る
こ
と
だ
ら
う
か
と
。
彼
は
又
、
さ
う
思
つ
た
。
長
い

こ
と
百
姓
等
が
待
ち
に
待
つ
た
の
も
、
今
日
と
い
う
今
日
で
は
な
か
つ
た
か
。
昨
日
、
一
昨
日
の
こ
と
を
思
ひ
め
ぐ
ら
す
と
、
実
に
言
葉
に
も
尽
さ

こ
ら

れ
な
い
ほ
ど
の
辛
苦
と
艱
難
と
を
忍
び
、
共
に
共
に
武
家
の
奉
公
を
耐
へ
続
け
た
と
い
ふ
こ
と
も
、
こ
の
日
の
来
る
の
を
待
ち
受
け
る
た
め
で
は
な

か
つ
た
か
と
。
さ
て
、
総
督
一
行
が
来
た
。
諸
国
の
情
実
を
問
ひ
、
万
民
塗
炭
の
苦
を
救
は
せ
ら
れ
た
い
と
の
叡
旨
を
も
た
ら
し
て
来
た
。
地
方
に
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あ
る
も
の
は
安
堵
し
て
各
自
の
世
渡
り
せ
よ
、
年
来
苛
政
に
苦
し
め
ら
れ
て
来
た
も
の
、
そ
の
他
仔
細
あ
る
も
の
な
ぞ
は
、
遠
慮
な
く
そ
の
旨
を
本

陣
に
届
け
出
で
よ
と
言
は
れ
て
も
、
誰
一
人
百
姓
の
中
か
ら
進
ん
で
来
て
下
層
に
働
く
仲
間
の
た
め
に
強
い
訴
え
を
す
る
も
の
が
あ
る
で
も
な
い
。

（
略
）
宿
内
の
も
の
は
勿
論
、
近
在
か
ら
集
ま
つ
て
来
て
こ
の
街
道
に
群
を
な
し
た
村
民
は
、
結
局
、
祭
礼
を
見
物
す
る
人
達
で
し
か
な
い
。
庄
屋

風
情
な
が
ら
に
新
政
府
を
護
り
立
て
よ
う
と
思
ふ
心
に
か
け
て
は
同
門
の
人
達
に
も
劣
る
ま
い
と
す
る
半
蔵
は
、
か
う
し
た
村
民
の
無
関
心
に
衝
き

当
っ
た
。

（
第
二
部

第
四
章
一
）

庄
屋
と
い
う
、
幕
府
の
権
力
に
与
さ
れ
た
側
面
を
持
つ
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、
平
田
国
学
に
理
想
を
見
、
そ
こ
に
新
時
代
の
実
現
を
期
待

し
た
も
の
と
し
て
の
進
む
べ
き
道
と
し
て
、「
庄
屋
風
情
な
が
ら
に
新
政
府
を
護
り
立
て
よ
う
と
思
ふ
心
に
か
け
て
は
同
門
の
人
達
に
も

劣
る
ま
い
と
す
る
半
蔵
」
は
、
新
時
代
に
な
っ
て
も
村
民
達
が
、
意
外
に
も
、
案
外
「
無
関
心
」
で
あ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。
こ
れ
が

ま
ず
は
じ
め
に
抱
か
せ
ら
れ
た
半
蔵
の
失
望
で
あ
る
。
こ
の
村
民
た
ち
の
「
無
関
心
」
の
理
由
の
一
つ
に
は
、
引
用
箇
所
の
時
間
、
即
ち

慶
応
四
年
の
頃
に
は
村
民
た
ち
は
、
幕
末
・
維
新
の
混
乱
期
に
あ
っ
て
中
山
道
の
交
通
所
得
や
山
林
か
ら
得
ら
れ
る
副
業
的
収
入
が
減
退

し
た
と
は
い
え
ま
だ
日
々
の
生
活
を
脅
か
す
ほ
ど
切
迫
し
た
状
況
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

「
そ
ん
な
に
み
ん
な
困
る
の
か
。
困
る
と
言
へ
ば
、
こ
ん
な
際
に
は
お
互
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
ん
な
ら
聞
く
が
、
一
体
、
岩
倉
様
の
御
通
行
は
何
月
だ

っ
た
と
思
う
。
あ
の
時
に
出
た
お
救
ひ
の
御
手
当
だ
っ
て
、
み
ん
な
の
と
こ
ろ
へ
行
き
渡
つ
た
筈
だ
。」

「
お
前
さ
ま
の
前
で
す
が
、
あ
ん
な
御
手
当
が
い
つ
ま
で
あ
ら
す
か
。
み
ん
な
│
│
と
つ
く
に
飲
ん
で
し
ま
っ
た
わ
な
し
。」

粗
野
で
魯
鈍
で
は
あ
る
が
、
併
し
朴
直
な
兼
吉
の
眼
か
ら
は
、
百
姓
ら
し
い
涙
が
ほ
ろ
り
と
そ
の
膝
の
上
に
落
ち
た
。

桑
作
は
声
も
な
く
、
た
だ
た
だ
頭
を
垂
れ
て
、
朋
輩
の
答
へ
る
こ
と
に
耳
を
傾
け
て
ゐ
た
。
や
が
て
御
辞
儀
を
し
て
、
兼
吉
と
共
に
そ
の
囲
炉
裏
ば

た
を
離
れ
る
時
、
桑
作
は
桑
作
ら
し
い
僅
か
の
言
葉
を
半
蔵
の
と
こ
ろ
へ
残
し
た
。

「
誰
も
お
前
さ
ま
に
本
当
の
こ
と
を
言
ふ
も
の
が
あ
ら
す
か
」

（
第
二
部

第
五
章
五
）

と
い
っ
た
箇
所
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
次
第
に
村
民
た
ち
が
半
蔵
の
〈
理
想
〉
と
乖
離
し
て
い
く
場
面
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
し
か

し
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
半
蔵
は
ひ
た
す
ら
新
政
府
の
施
策
に
期
待
を
し
よ
う
と
す
る
。

島
崎
藤
村
『
夜
明
け
前
』
論
（
下
）

三
七



消
え
う
せ
べ
く
も
な
い
感
銘
の
忘
れ
が
た
さ
か
ら
、
彼
は
あ
の
新
時
代
の
先
駆
の
や
う
な
東
山
道
軍
が
岩
倉
公
子
を
総
督
に
し
て
西
か
ら
こ
の
木

曽
街
道
を
進
ん
で
来
た
時
の
思
ひ
を
馳
せ
た
。
当
時
は
新
政
府
の
信
用
も
ま
だ
一
般
に
は
薄
か
つ
た
。
沿
道
諸
藩
の
向
背
の
ほ
ど
も
測
り
が
た
か
つ

た
。
何
よ
り
も
先
づ
人
民
の
厚
い
信
頼
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
あ
の
東
山
道
総
督
執
事
が
地
方
人
民
に
応
援
を
求
め
る
意
味
の
布
告
を
発

し
た
こ
と
は
一
度
や
二
度
に
と
ゞ
ま
ら
な
か
つ
た
。
こ
の
た
び
進
発
の
勅
命
を
蒙
っ
た
の
は
、
一
方
に
諸
国
の
情
実
を
問
い
、
万
民
塗
炭
の
苦
を
救

は
せ
ら
れ
た
き
叡
旨
で
あ
る
ぞ
と
触
れ
出
さ
れ
た
の
も
あ
の
時
で
あ
つ
た
。
徳
川
支
配
地
は
勿
論
、
諸
藩
の
領
分
に
至
る
ま
で
、
年
来
苛
政
に
苦
し

め
ら
れ
て
来
た
も
の
、
そ
の
仔
細
あ
る
も
の
な
ど
は
、
遠
慮
な
く
そ
の
旨
を
本
陣
に
届
け
出
よ
と
言
わ
れ
、
彼
も
本
陣
役
の
一
人
と
し
て
直
接
そ
の

衝
に
当
つ
た
こ
と
は
ま
だ
彼
に
は
昨
日
の
こ
と
の
や
う
で
も
あ
る
。
彼
半
蔵
の
や
う
な
愚
直
な
も
の
が
忘
れ
よ
う
と
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
民

意
の
尊
重
を
約
束
し
て
出
発
し
た
あ
の
新
政
府
の
意
気
込
み
で
あ
つ
た
。
彼
が
多
く
の
街
道
仲
間
の
不
平
を
排
し
て
も
、
本
陣
を
捨
て
、
問
屋
を
捨

て
、
庄
屋
を
捨
て
た
と
い
う
の
は
、
新
政
府
の
代
理
人
と
も
い
ふ
べ
き
官
吏
に
こ
の
約
束
を
行
つ
て
貰
ひ
た
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

（
第
二
部

第
八
章
五
）

「
民
意
の
尊
重
を
約
束
し
て
出
発
し
た
あ
の
新
政
府
の
意
気
込
」
に
期
待
し
、「
多
く
の
街
道
仲
間
の
不
平
を
排
し
て
も
、
本
陣
を
捨
て
、

問
屋
を
捨
て
、
庄
屋
を
捨
て
」
て
ま
で
新
時
代
の
施
策
に
託
そ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
も
そ
し
て
最
も
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て

き
た
村
民
た
ち
も
半
蔵
の
期
待
を
裏
切
る
様
子
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
認
識
を
更
に
強
く
感
じ
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た

の
が
、
木
曾
の
村
の
庄
屋
と
し
て
、
最
も
腐
心
し
て
き
た
「
山
林
問
題
」
に
対
し
て
、
新
政
府
が
明
治
五
年
に
発
令
し
た
村
民
へ
の
強
化

施
策
で
あ
る
。

木
曾
の
「
山
林
問
題
」
と
い
う
の
は
、
古
く
は
、
尾
張
藩
が
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
年
、
木
曾
の
森
林
資
源
保
護
策
と
し
て
「
停
止
木

の
制
度
」
を
打
ち
出
し
、
ヒ
ノ
キ
や
サ
ワ
ラ
な
ど
五
種
類
の
木
の
伐
採
を
禁
じ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
し
か
し
そ
の
策
は
、
立
ち
入
り
を

禁
じ
た
留
山
に
対
し
、
開
放
林
の
明
山
と
称
す
る
山
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
全
体
の
九
割
を
超
え
て
い
た
。
そ
こ
で
の
家
作
木
や
薪
炭
木

を
採
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
新
政
府
は
「
停
止
木
は
即
ち
官
木
、
官
木
の
有
る
所
は
総
て
官
有
地
」
と
い
う
考
え
で
、
こ
と

ご
と
く
村
民
の
立
ち
入
り
を
制
限
す
る
策
を
打
ち
出
し
た
。
こ
の
間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
書
き
と
め
て
い
る
。
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も
と
も
と
こ
の
山
林
事
件
は
明
治
初
年
に
は
じ
ま
つ
た
問
題
で
も
な
く
、
実
は
旧
領
主
と
人
民
と
の
間
に
続
い
た
長
い
紛
争
の
種
で
、
御
停
止
木

の
こ
と
は
木
曽
谷
第
一
の
苦
痛
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
た
。
こ
ん
な
に
明
治
に
な
つ
て
ま
た
活
き
返
つ
て
来
た
と
い
ふ
の
も
、
決
し
て
偶
然
で
は
な

い
。
そ
れ
は
宿
村
の
行
詰
り
に
よ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
一
つ
に
は
明
治
も
ま
だ
そ
の
早
い
頃
で
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
復
古
の
機
運
が
動
い
て

ゐ
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
当
時
、
深
い
草
叢
の
中
に
あ
る
も
の
ま
で
が
時
節
の
到
来
を
感
じ
、
よ
り
善
い
世
の
中
を
約
束
す
る
や
う
な
新
し
い
政
治
を

ど
れ
ほ
ど

待
ち
受
け
た
。
従
来
の
陋
習
を
破
っ
て
天
地
の
公
道
に
基
く
べ
し
と
仰
せ
出
さ
れ
た
御
誓
文
の
深
さ
は
、
何
程
の
希
望
を
多
く
の
民
に
抱
か
せ
た
こ

と
か
。
半
蔵
等
が
山
林
に
眼
を
つ
け
、
今
更
の
や
う
に
豊
富
な
桧
木
、
椹
、
明
桧
、
高
野
槇
、
そ
れ
か
ら
ね
ず
こ
な
ど
の
繁
茂
す
る
森
林
地
帯
の
深

さ
に
驚
き
、
そ
れ
ら
の
み
ず
み
ず
し
い
五
木
が
み
な
享
保
時
代
か
ら
の
御
停
止
木
で
あ
る
に
も
驚
き
、
そ
こ
に
疲
弊
し
た
宿
村
の
救
ひ
を
見
出
さ
う

と
し
た
こ
と
は
無
理
だ
つ
た
ら
う
か
。
彼
等
が
復
古
の
出
来
る
と
思
つ
た
証
拠
に
は
、
最
初
の
嘆
願
書
に
も
御
誓
文
の
中
の
言
葉
を
引
い
て
、
厚
い

慈
悲
を
請
う
意
味
の
こ
と
を
書
き
出
し
た
の
で
も
分
る
。
や
が
て
、
筑
摩
県
の
支
庁
も
木
曽
福
島
の
方
に
設
け
ら
れ
、
権
中
属
の
本
山
盛
徳
が
主
任

の
官
吏
と
し
て
木
曾
の
村
々
へ
派
出
さ
れ
る
日
を
迎
へ
手
見
る
と
、
こ
の
人
は
ま
た
以
前
の
土
屋
総
蔵
な
ぞ
と
は
打
つ
て
変
わ
つ
た
態
度
を
と
つ

た
。（
略
）
本
山
盛
徳
は
御
停
止
木
の
解
禁
な
ぞ
は
以
て
の
外
で
あ
る
と
な
し
、
木
曽
谷
諸
村
の
山
地
は
も
と
よ
り
、
五
種
の
禁
止
木
の
あ
る
と
こ

ろ
だ
と
の
理
由
の
下
に
、
そ
れ
ら
の
土
地
を
も
併
せ
す
べ
て
官
有
地
と
心
得
よ
と
の
旨
を
口
達
し
た
。
こ
の
福
島
支
庁
の
主
任
が
言
ふ
や
う
に
す
れ

ば
、
五
木
と
い
ふ
五
木
の
生
長
す
る
と
こ
ろ
は
悉
く
官
有
地
な
り
と
さ
れ
、
従
来
の
慣
例
奈
何
に
関
は
ら
ず
、
官
有
林
に
編
入
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
に
は
人
民
一
同
狼
狽
し
て
し
ま
っ
た
。

（
第
二
部

第
八
章
二
）

「
停
止
木
」
の
た
め
に
長
い
間
苦
痛
を
負
わ
さ
れ
て
き
た
村
民
た
ち
が
、「
よ
り
善
い
世
の
中
を
約
束
す
る
や
う
な
新
し
い
政
治
を
待
ち
受

け
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
政
府
は
「
五
木
と
い
ふ
五
木
の
生
長
す
る
と
こ
ろ
は
悉
く
官
有
地
な
り
と
さ
れ
、
従
来
の
慣
例
奈
何
に
関

は
ら
ず
、
官
有
林
に
編
入
」
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
江
戸
時
代
よ
り
も
い
っ
そ
う
状
況
は
悪
化
し
、
村
民
た
ち
は
意
外
な
展
開
に
「
狼

狽
」
し
て
し
ま
っ
た
。
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
「
問
屋
・
年
寄
役
」
の
廃
止
、
五
（
一
八
七
二
）
年
に
は
「
本
陣
、
問
屋
」
が
廃
止
さ

れ
、
半
蔵
は
戸
長
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
次
々
に
な
さ
れ
る
変
革
に
次
第
に
戸
惑
い
を
隠
せ
な
く
な
る
半
蔵
像
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ

て
く
る
。
そ
の
中
で
、
村
民
の
生
活
の
保
障
を
考
え
て
、
半
蔵
は
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
、
明
治
二
年
に
木
曾
三
十
三
か
村
で
一
致
し
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て
出
し
た
「
停
止
木
の
廃
止
、
山
林
開
放
」
の
嘆
願
書
を
今
度
は
単
独
で
改
め
て
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
結
果
は
、
山
林
の
大
部

分
を
官
有
林
と
す
る
強
化
施
策
を
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
半
蔵
は
「
嘆
願
書
」
の
責
任
を
取
ら
さ
れ
た
形
で
戸
長
を
六
（
一
八
七
三
）

年
五
月
に
罷
免
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
山
林
問
題
」
に
奔
走
す
る
半
蔵
に
対
し
て
、
寿
平
次
を
は
じ
め
周
囲
も
批
判
す
る
よ
う
に
な
り
、

次
第
に
孤
立
し
て
い
く
。
そ
の
半
蔵
に
精
神
の
異
変
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
作
中
で
は
、
妻
お
民
の
心
情
と
し
て

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
里
帰
り
に
は
、
お
民
は
娘
お
粂
の
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
い
く
ら
か
夫
半
蔵
を
も
離
れ
て
見
る
時
を
持
つ
た
。
妻
籠
に
着
い
た
翌
日
は
午
後

か
ら
雨
に
な
つ
て
、
草
木
の
蕾
を
誘
う
や
う
な
四
月
ら
し
い
雨
の
し
と
し
と
降
る
音
が
、
余
計
に
そ
の
心
持
を
引
き
出
し
た
。
彼
女
の
眼
に
映
る
夫

ひ
と
く
ぎ
り

な

か

は
、
父
吉
左
衛
門
の
亡
く
な
つ
た
頃
を
一
区
画
と
し
て
、
何
と
な
く
別
の
人
で
あ
る
。
ど
う
い
ふ
変
化
が
夫
自
身
の
内
部
に
起
つ
て
来
た
と
も
彼
女

に
は
言
へ
な
い
し
、
ど
う
い
ふ
も
の
ゝ
考
え
直
し
が
行
は
れ
た
と
も
言
つ
て
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
父
の
死
に
逢
っ
た
頃
は
夫

が
半
生
の
う
ち
で
も
特
別
の
時
代
で
あ
つ
た
。
連
れ
添
つ
て
見
て
そ
の
こ
と
は
分
つ
た
。
幼
少
な
時
分
か
ら
継
母
に
仕
へ
て
身
を
慎
ん
で
来
た
夫

に
、
晩
か
れ
早
か
れ
起
る
べ
き
こ
の
変
化
が
来
た
こ
と
は
不
思
議
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
考
へ
か
ら
、
そ
れ
と
な
い
人
の
噂
に
も
彼
女
は
よ

く
耳
を
傾
け
る
。
妻
籠
の
人
達
の
言
ふ
こ
と
を
聞
い
て
見
た
い
と
思
ふ
の
も
そ
の
た
め
で
あ
つ
た
。

（
第
二
部

第
七
章
四
）

戸
長
を
罷
免
さ
れ
、
旧
庄
屋
と
し
て
の
立
場
も
失
い
、
更
に
精
神
の
異
変
す
ら
周
囲
に
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
明
治
維
新
後
の

半
蔵
は
、
完
全
に
敗
北
者
の
位
置
に
立
た
さ
れ
る
。「
御
一
新
の
成
就
と
い
ふ
こ
と
を
心
掛
け
て
、
せ
め
て
斯
う
い
ふ
時
の
役
に
立
ち
た

い
と
願
」（
第
二
部
第
九
章
一
）
い
、
村
民
達
に
と
っ
て
も
っ
と
も
切
実
な
問
題
で
あ
る
「
山
林
問
題
」
に
奔
走
し
た
結
果
、
長
年
馬
籠
の

地
に
あ
っ
て
培
っ
て
き
た
地
位
と
信
頼
の
こ
と
ご
と
く
を
失
っ
て
い
く
。
更
に
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
に
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
教
部

省
に
お
い
て
も
新
政
府
に
対
す
る
失
望
を
一
層
深
く
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
半
蔵
が
教
部
省
を
去
ら
う
と
し
た
の
は
、
こ
ん
な
同
僚
と
の
い
き
さ
つ
に
よ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
何
と
言
っ
て
も
、
以
前
の
神
鐵
局

は
師
平
田
鉄
胤
を
は
じ
め
、
樹
下
茂
国
、
六
人
部
雅
楽
、
福
羽
美
静
等
の
平
田
派
の
諸
先
輩
が
御
一
新
の
文
教
あ
る
ひ
は
神
社
行
政
の
上
に
重
要
な
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役
割
を
つ
と
め
た
中
心
の
舞
台
で
あ
る
。（
略
）
半
蔵
が
こ
ん
な
縁
故
の
深
い
と
こ
ろ
に
来
て
見
た
頃
は
、
追
々
と
役
所
も
改
ま
り
、
人
も
替
わ
り

し
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
で
も
鉄
胤
老
先
生
が
神
鐵
官
判
事
と
し
て
在
職
し
た
当
時
の
記
録
は
、
い
ろ
い
ろ
と
役
所
に
残
つ
て
ゐ
た
。
ち
ょ
う
ど
草
の
香

お
と
な

で
一
ぱ
い
な
故
国
を
訪
ふ
心
は
、
半
蔵
が
教
部
省
内
の
一
隅
に
身
を
置
い
た
時
の
心
で
あ
つ
た
。
彼
は
そ
れ
ら
の
諸
記
録
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
度
に
、

あ
そ
こ
に
誰
の
名
が
あ
っ
た
、
こ
ゝ
に
誰
の
名
が
あ
つ
た
と
言
つ
て
見
て
、
平
田
一
門
の
諸
先
輩
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
た
中
世
否
定
の
運
動
を
そ
こ

に
見
渡
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
つ
た
。（
略
）

半
蔵
が
教
部
省
に
出
て
仕
へ
た
の
は
、
こ
ん
な
一
大
変
革
の
後
を
う
け
て
神
社
寺
院
の
整
理
も
や
ゝ
端
緒
に
就
い
た
ば
か
り
の
頃
で
あ
つ
た
。
か

ね
て
神
鐵
官
時
代
に
は
最
も
重
要
な
地
位
に
置
か
れ
て
あ
っ
た
祭
祀
の
式
典
す
ら
、
彼
の
来
て
見
た
頃
に
は
す
で
に
式
部
寮
の
所
管
に
移
さ
れ
て
、

そ
の
一
事
だ
け
で
も
役
所
の
仕
事
が
平
田
派
諸
先
輩
に
よ
つ
て
創
め
ら
れ
た
出
発
当
時
の
意
気
込
み
を
失
つ
た
こ
と
を
語
つ
て
い
た
。
す
べ
て
が
試

み
の
時
で
あ
つ
た
と
は
言
へ
、
各
自
に
信
仰
を
異
に
し
意
見
を
異
に
し
気
質
を
異
に
す
る
神
官
僧
侶
を
合
同
し
、
こ
れ
を
教
導
職
に
補
任
し
て
、
広

く
国
民
の
教
化
を
行
は
う
と
企
て
た
こ
と
は
、
言
は
ゞ
教
部
省
第
一
の
使
命
で
は
あ
つ
た
が
、
こ
の
企
て
の
失
敗
に
終
る
べ
き
こ
と
は
教
部
省
内
の

役
人
達
で
す
ら
次
第
に
そ
れ
に
感
づ
い
て
ゐ
た
。

（
第
二
部
第
十
一
章
二
）

こ
う
し
た
新
政
府
の
政
治
姿
勢
に
対
す
る
動
き
は
、
半
蔵
の
み
な
ら
ず
、
平
田
国
学
を
信
じ
、
そ
れ
を
礎
に
し
て
維
新
の
変
動
の
中
を
懸

命
に
生
き
て
き
た
者
た
ち
の
多
く
に
深
い
失
望
を
抱
か
せ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
時
に
な
る
と
多
く
の
国
学
者
は
み
な
進
む
に
難
い
時
勢
に
際
会
し
た
。
半
蔵
が
同
門
の
諸
先
輩
で
す
ら
、
や
や
も
す
れ
ば
激
し
い
潮
流
の
た

め
に
押
し
流
さ
れ
さ
う
に
見
え
て
来
た
。（
略
）
最
も
古
い
と
こ
ろ
に
着
眼
し
て
、
し
か
も
最
も
新
し
い
路
を
後
か
ら
来
る
も
の
に
教
へ
た
の
は
国

学
者
仲
間
の
先
達
で
あ
っ
た
。
あ
の
賀
茂
真
淵

あ
た
り
ま
で
は
、
ま
だ
そ
れ
で
も
お
も
に
万
葉
を
探
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
の
遺
志
を
つ
い
だ
本

す
が
た

居
宣
長
が
終
生
の
事
業
と
し
て
古
事
記
を
探
る
や
う
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
古
代
の
全
き
貌
を
明
る
み
に
持
ち
出
す
こ
と
が
出
来
た
。
そ
こ
か
ら
、

一
つ
の
精
神
が
生
れ
た
。
こ
の
精
神
は
多
く
の
夢
想
の
人
の
胸
に
宿
つ
た
。
後
の
平
田
篤
胤
、
及
び
平
田
派
諸
門
人
次
第
に
実
行
を
思
う
心
は
先
ず

そ
こ
に
胚
胎
し
た
。
何
と
言
つ
て
も
「
言
葉
」
か
ら
歴
史
に
入
つ
た
こ
と
は
彼
等
の
強
み
で
、
そ
こ
か
ら
彼
等
は
懐
古
で
な
し
に
、
復
古
と
い
ふ
こ

と
を
つ
か
ん
で
来
た
。
彼
等
は
健
全
な
国
民
性
を
遠
い
古
代
に
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
可
能
を
信
じ
た
。
そ
れ
に
は
先
ず
虚
偽
を
排
す
る

こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
し
た
の
も
本
居
宣
長
で
あ
っ
た
。
情
を
も
橈
め
ず
慾
を
も
厭
は
な
い
生
の
肯
定
は
こ
の
先
達
が
後
か
ら
歩
い
て
来
る
も
の
に
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遺
し
て
置
い
て
行
つ
た
宿
題
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
言
つ
て
も
、
国
学
は
近
つ
代
の
学
問
の
一
つ
で
、
何
も
そ
う
に
わ
か
に
時
世
遅
れ
と
さ
れ
る

い
わ
れ
は
な
い
の
で
あ
つ
た
。（
略
）

い
か
に
平
田
門
人
と
し
て
の
半
蔵
な
ぞ
が
や
き
も
き
し
て
も
、
こ
の
頽
勢
を
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
大
き
な
自
然
の
懐
の
中
に
あ
る
も
の

で
、
盛
り
あ
が
つ
て
衰
へ
の
な
い
も
の
は
な
い
や
う
に
、
一
代
の
学
問
も
ま
た
こ
の
例
に
は
泄
れ
な
い
の
か
。
そ
の
考
へ
が
彼
を
悲
し
ま
せ
た
。
彼

に
は
心
に
掛
る
か
ず
か
ず
の
こ
と
が
あ
つ
て
、
こ
の
ま
ゝ
都
を
立
ち
去
る
に
忍
び
な
か
つ
た
。

（
第
二
部

第
十
一
章
四
）

新
政
府
の
「
神
道
国
政
化
政
策
」
は
、〈
外
国
〉
か
ら
の
反
対
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
頓
挫
し
て
し
ま
い
、
今
度
は
急
速
に
仏
教
が
息
を

吹
き
返
し
て
き
た
。
そ
の
勢
い
に
押
さ
れ
、
政
府
は
神
鐵
局
を
廃
止
し
、
明
治
四
年
に
は
神
鐵
局
か
ら
変
更
さ
れ
た
神
鐵
省
も
廃
止
し
、

教
部
省
で
統
括
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
教
部
省
も
「
平
田
派
諸
先
輩
に
よ
つ
て
創
め
ら
れ
た
出
発
当
時
の
意
気
込
み
を
失
」
う
方
向

に
変
更
さ
れ
て
い
き
、
今
度
は
国
学
者
た
ち
が
「
時
世
遅
れ
」
と
非
難
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
半
蔵
の
敗
北
感
は
、
こ
う
し
た
国

学
に
対
す
る
批
判
が
強
ま
る
中
で
一
層
痛
切
感
を
極
め
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
変
化
し
て
く
る
半
蔵
像
に
対
し
て
、
十
川
信
介

氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

半
蔵
と
い
う
一
個
人
の
生
涯
と
維
新
の
動
乱
と
い
う
歴
史
的
な
時
間
と
は
重
な
り
合
い
、「
お
て
ん
た
う
さ
ま
」
を
仰
ぐ
こ
と
も
で
き
な
い
、
彼

の
暗
さ
と
古
い
自
己
を
破
壊
す
る
こ
と
の
み
知
っ
て
新
し
い
自
己
を
確
立
す
る
方
向
性
を
持
ち
え
ぬ
わ
が
国
の
昏
迷
と
は
通
じ
合
う
。
し
か
し
こ
の

結
末
の
総
括
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
両
要
素
の
響
き
合
い
で
あ
る
と
同
時
に
、
両
者
の
乖
離
で
も
あ
る
。
か
つ
て
「
山
の

中
」
な
が
ら
も
主
要
な
街
道
の
宿
駅
と
し
て
外
の
世
界
に
つ
な
が
っ
て
い
た
馬
籠
は
、
東
山
道
鉄
道
工
事
の
変
更
に
と
も
な
っ
て
「
世
紀
の
洪
水
」

か
ら
取
り
残
さ
れ
、
以
前
と
は
逆
に
外
部
か
ら
遮
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ま
っ
た
き
封
鎖
に
よ
っ
て
、
馬
籠
あ
る
い
は
半
蔵
は
、「
魂
の
根
」

を
失
っ
て
洪
水
に
溺
れ
る
わ
が
国
の
近
代
化
の
コ
ー
ス
に
対
す
る
批
判
者
と
し
て
の
位
置
を
決
定
的
に
し
た
。
半
蔵
を
葬
る
鍬
の
響
き
は
、
彼
の
空

転
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
情
念
を
鎮
め
る
弔
い
の
声
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
ま
こ
と
」
を
踏
み
に
じ
っ
た
「
維
新
」
や
「
文
明
開
化
」
に
対
す

る
抗
議
の
声
に
ほ
か
な
ら
な
い
。眦
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十
川
氏
が
「
抗
議
の
声
」
と
言
う
よ
う
に
、
確
か
に
半
蔵
の
哀
切
感
を
漂
わ
せ
た
作
品
が
、
作
者
の
「
時
代
批
判
」
の
視
点
で
描
か
れ
て

い
る
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。「
自
己
を
確
立
す
る
方
向
性
を
持
ち
え
ぬ
わ
が
国
の
昏
迷
」
に
対
し
て
、
平
田
国
学
を
判
断
の
基
準

に
持
ち
、
強
い
信
念
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
半
蔵
の
意
欲
と
情
念
は
「
空
転
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」。
十
川
氏
は
『
夜
明
け
前
』
が
、
半

蔵
た
ち
に
対
し
て
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
幕
末
・
維
新
を
批
判
し
た
作
品
で
あ
る
と
指
摘
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
作
品
の
末
部
で
半
蔵
に
漂
う
哀
切
感
は
、
そ
れ
は
困
難
な
時
代
を
懸
命
に
生
き
抜
い
た
半
蔵
像
ゆ
え
に

感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
間
違
い
は
な
く
、
こ
の
点
に
着
目
し
た
論
と
し
て
伊
豆
利
彦
氏
は
、

半
蔵
の
生
涯
は
挫
折
と
敗
北
の
生
涯
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く
熱
い
精
神
は
、
そ
の
挫
折
と
敗
北
の
故
に
無
意
味
な
も
の
と
し

て
な
げ
す
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
藤
村
は
今
日
に
よ
み
が
え
ら
せ
よ
う
と
し
た
。（
略
）
藤
村
は
そ
れ
を
、
空
し
く
葬
り
去
ら
れ
た
名
も
な

き
民
で
あ
る
父
の
生
涯
を
掘
り
お
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
維
新
の
現
実
を
生
き
た
民
衆
の
生
活
と
労
働
の
姿
が
新

し
く
照
ら
し
出
さ
れ
、
維
新
の
現
実
は
か
つ
て
な
い
広
さ
と
深
さ
で
描
き
出
さ
れ
た
。
父
の
生
涯
を
探
る
と
い
う
私
的
な
い
と
な
み
が
、
日
本
の
民

衆
の
現
実
と
革
命
的
伝
統
を
あ
き
ら
か
に
し
、
日
本
の
歴
史
と
民
衆
の
現
実
に
根
ざ
し
た
「
ま
こ
と
の
革
命
へ
の
道
」
を
さ
ぐ
り
求
め
る
も
の
と
な

っ
た
と
こ
ろ
に
、『
夜
明
け
前
』
の
世
界
を
成
立
さ
せ
た
藤
村
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
独
自
な
意
味
が
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
眛
。
十
川
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
半
蔵
の
意
欲
と
情
念
を
「
空
転
」
さ
せ
る
よ
う
な
「
夜
明
け
前
」
の
「
時
代
」
で
は

あ
っ
た
が
、
伊
豆
氏
は
、
そ
こ
に
は
そ
の
困
難
な
「
時
代
」
を
戦
い
抜
い
た
半
蔵
の
「
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く
熱
い
精
神
」
を
見
逃
し
て
は
な

ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
半
蔵
像
に
託
さ
れ
た
「
維
新
の
精
神
と
理
想
」
に
お
い
て
「
ま
こ
と
の
革
命
へ
の
道
」
を
探
り
求
め
よ
う
と
し
た
と

こ
ろ
に
こ
の
作
品
の
主
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
が
、
実
際
の
島
崎
正
樹
像
よ
り
も
は
る
か
に
深
く
平
田
国
学
に
心
酔
し
、
価
値
の
判
断
の
規
範
を
置
く
青
山
半
蔵
を
中
心
に

構
成
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
新
政
府
の
神
鐵
局
か
ら
教
部
省
へ
の
変
換
と
、
教
部
省
の
施
策
変
更
が
端
的
な
よ

う
に
、
半
蔵
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
孤
立
し
て
い
っ
た
こ
と
と
、
平
田
国
学
が
結
局
は
新
時
代
に
お
い
て
批
判
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
同
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じ
視
点
に
於
い
て
描
か
れ
て
い
る
。
即
ち
こ
の
作
品
の
主
題
は
、
伊
豆
氏
の
指
摘
す
る
時
代
の
問
題
よ
り
も
更
に
、
半
蔵
に
於
け
る
平
田

国
学
と
の
関
連
に
お
い
て
見
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

高
阪
薫
氏
は
、
こ
の
平
田
国
学
と
半
蔵
像
に
着
目
し
た
視
点
で
、
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
氏
は

『
夜
明
け
前
』
に
み
る
半
蔵
の
悲
劇
を
思
想
的
原
因
か
ら
見
れ
ば
、
平
田
国
学
徒
の
政
治
や
歴
史
認
識
に
甘
さ
が
あ
り
、
そ
れ
故
に
維
新
運
動
で

柔
軟
な
適
応
が
為
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
え
よ
う
。

と
指
摘
し
、
そ
し
て
、
藤
村
の
昭
和
十
六
（
一
九
四
二
）
年
の
「
回
顧
」
を
取
り
上
げ
て
、

半
蔵
が
信
じ
た
「
中
世
の
否
定
」「
新
し
き
古
」
の
建
設
は
維
新
後
も
頑
な
に
守
ら
れ
、
他
に
妥
協
す
る
こ
と
も
な
く
つ
い
に
、
迫
り
来
る
圧
倒
的

な
西
欧
文
明
に
太
刀
打
ち
も
出
来
ぬ
ま
ま
敗
北
と
帰
す
。『
夜
明
け
前
』
の
こ
の
よ
う
な
悲
劇
を
、
藤
村
の
『
回
顧
』
に
み
る
意
見
は
、「
中
世
の
肯

定
」「
本
居
学
の
再
認
識
」
と
い
う
立
場
に
た
っ
て
半
蔵
（
父
親
）
が
実
践
的
平
田
学
徒
へ
と
短
絡
し
て
い
っ
た
思
想
と
行
動
を
対
立
的
に
批
判
し

て
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
更
に
平
田
学
徒
の
失
敗
を
、

明
治
維
新
に
お
い
て
、
平
田
学
徒
が
柔
軟
な
思
考
を
せ
ず
し
て
、
将
来
の
判
断
を
誤
っ
た
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
点
な
の
で
あ
る
。

と
し
、『
夜
明
け
前
』
は
そ
う
し
た
平
田
国
学
の
柔
軟
さ
の
無
さ
と
、
半
蔵
の
平
田
国
学
へ
の
短
絡
的
傾
注
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
眷
。

藤
村
が
後
の
『
東
方
の
門
』
に
お
い
て
、
日
本
の
歴
史
と
近
代
日
本
の
生
成
に
触
れ
て
、
近
代
日
本
が
諸
外
国
、
特
に
西
欧
に
対
し
て

日
本
が
伝
統
を
保
ち
得
て
き
た
の
は
、
か
つ
て
父
等
が
否
定
し
た
「
中
世
」
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
、
そ
の
「
中
世
」

に
対
す
る
再
認
識
に
よ
っ
て
、
日
本
が
真
に
「
東
方
の
門
」
足
る
国
に
な
り
得
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
考
察
し
た
眸
。
こ
の

『
夜
明
け
前
』
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
日
本
に
お
け
る
「
中
世
」
の
否
定
と
い
う
、〈
父
〉
と
平
田
国
学
の
幕
末
・
維
新
に
対
す
る
判
断

の
欠
陥
を
指
摘
す
る
意
識
を
対
局
に
し
て
、
し
か
し
、
と
も
か
く
も
、
激
動
の
中
を
木
曾
の
山
中
に
一
庄
屋
と
し
て
、
そ
し
て
時
代
が
変
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っ
て
も
、
そ
の
責
任
を
「
固
持
」
し
て
生
き
抜
い
た
父
が
、
何
故
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
必
然

を
、「
父
の
時
代
を
知
」睇
（「
回
顧
」）
り
、
父
の
生
き
た
足
跡
の
「
真
相
を
も
読
み
」（「
春
を
待
ち
つ
つ
」）
と
り
、
平
田
国
学
の
幕
末
に
於

け
る
〈
真
〉
を
尋
ね
、
今
日
の
人
た
ち
の
精
神
形
成
に
つ
な
が
る
近
代
日
本
の
〈
夜
明
け
前
〉
の
「
そ
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
」（「
春
を
待

ち
つ
つ
」）
を
求
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、『
夜
明
け
前
』
の
壮
大
な
ド
ラ
マ
を
描
き
つ
つ
藤
村
が
見
据
え
て
い
た
信
念
を
見
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。

註
盧
「
覚
書
」（『
桃
の
雫
』）「
中
央
公
論
」
昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
一
月
、『
藤
村
全
集
』
十
三
巻
、
二
九
二
頁
。

盪

山
崎
斌
、
明
治
二
十
五
（
一
八
九
二
）
年
│
│
昭
和
四
十
七
（
一
九
七
二
）
年
。
長
野
県
生
ま
れ
。
作
家
を
志
望
し
藤
村
に
師
事
し
た
。

蘯
「
夜
明
け
前
を
中
心
と
し
て
」
藤
村
・
青
野
季
吉
、「
新
潮
」
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
十
二
月
一
日
、『
藤
村
全
集
』
十
二
巻
、
五
四
九
頁
。

盻
「
藤
村
妻
へ
の
手
紙
」
島
崎
静
子
編
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
二
十
五
（
一
九
五
〇
）
年
、「
大
正
十
五
年
五
月
二
日
」
の
手
紙
。

眈

藤
村
「『
夜
明
け
前
』
成
る
」（
談
話
）（『
東
京
朝
日
新
聞
』
長
野
版

昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
九
月
十
五
日
）『
藤
村
全
集
』
十
三
巻
、
三

五
三
頁
。

眇

田
中
宇
一
郎
『
回
想
の
島
崎
藤
村
』「
四
一
、『
夜
明
け
前
』
起
稿
」
昭
和
三
十
（
一
九
五
五
）
年
九
月
、
四
季
社
、
百
八
十
七
頁
。

眄
「
回
顧
」（
父
を
追
想
し
て
書
い
た
国
学
上
の
私
見
）、
昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年
一
月
、『
藤
村
全
集
』
十
三
巻
、
四
六
二
頁
。

眩
「
夜
明
け
前
を
中
心
と
し
て
」（
前
掲
）『
藤
村
全
集
』
十
二
巻
、
五
四
八
頁
。

眤
『
春
を
待
ち
つ
ゝ
』「
前
世
紀
を
探
求
す
る
心
」、
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
二
月
、『
藤
村
全
集
』
九
巻
、
一
九
一
頁
。

眞

平
岡
敏
夫
「『
夜
明
け
前
』
へ
」
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
「
島
崎
藤
村
と
日
本
の
近
代
」（「
国
文
学
」
昭
和
四
十
六
（
一
九
七
一
）
年
四
月
号

学

螢
社
、
一
九
頁
）

眥

三
好
行
雄
「『
夜
明
け
前
』
三
」、「
解
釈
と
鑑
賞
」
三
十
一
巻
九
号

昭
和
四
十
一
（
一
九
六
六
）
年
七
月
一
日

至
文
堂
、
二
二
八
頁
。

眦

十
川
信
介
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
４
・
島
崎
藤
村
』「
夜
明
け
前
」
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
七
（
一
九
八
二
）
年
十
月
三
十
日
、
二
九
三
頁
。

眛

伊
豆
利
彦
「『
夜
明
け
前
』
の
世
界
」、「
民
主
文
学
」
第
一
一
六
号
、
昭
和
五
十
（
一
九
七
五
）
年
七
月
一
日
、
日
本
民
主
主
義
文
学
同
盟
、
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一
九
一
頁
。

眷

高
阪
薫
「『
夜
明
け
前
』
の
歴
史
観
│
│
半
蔵
と
藤
村
の
相
違
│
│
」、「
甲
南
大
学
紀
要

文
学
篇
」
第
十
七
号
、
昭
和
五
十
（
一
九
七
五
）

年
三
月
十
五
日
、
七
三
〜
七
五
頁
。

眸

細
川
正
義
「
島
崎
藤
村
『
東
方
の
門
』
論
│
│
藤
村
に
お
け
る
東
と
西
│
│
」、「
日
本
文
藝
研
究
」
第
五
十
六
巻
第
三
号
、
平
成
十
六
（
二
〇

〇
四
）
年
十
二
月
一
〇
日
、
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
。

睇
「
回
顧
」（
父
を
追
想
し
て
書
い
た
国
学
上
の
私
見
）、
前
掲
、『
藤
村
全
集
』
十
三
巻
、
四
六
五
頁
。

睚
『
春
を
待
ち
つ
ゝ
』「
前
世
紀
を
探
求
す
る
心
」
前
掲
、『
藤
村
全
集
』
九
巻
、
一
九
一
頁
。

本
稿
は
「
島
崎
藤
村
『
夜
明
け
前
』
論
（
上
）」
と
題
し
て
、「
人
文
論
究
」
第
五
十
五
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
五
年
五
月
二
五
日
、
関
西
学
院
大
学
人

文
学
会
）
に
掲
載
し
た
も
の
に
続
く
も
の
で
す
。
あ
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。

（
ほ
そ
か
わ

ま
さ
よ
し
・
関
西
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）
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