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藤
村
と
父

『
夜
明
け
前
』
は
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
四
月
の
「
中
央
公
論
」
四
月
号
に
「
序
の
章
」
が
発
表
さ
れ
、
以
後
年
四
回
の
割
で
連
載

が
開
始
さ
れ
、
昭
和
七
年
一
月
号
で
一
部
の
連
載
が
完
了
し
、
一
月
二
十
日
付
け
で
新
潮
社
よ
り
単
行
本
が
発
行
さ
れ
た
。
同
年
四
月
よ

り
第
二
部
が
第
一
部
同
様
な
形
で
連
載
が
開
始
さ
れ
、
一
〇
年
一
〇
月
で
連
載
が
完
了
し
、
十
一
月
二
十
五
日
付
け
で
、
改
め
て
一
部
、

二
部
が
新
潮
社
よ
り
「
定
本
版
藤
村
文
庫
」
の
第
一
篇
、
第
二
篇
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
直
後
、
青
野
季
吉
を
聞
き
手
と
す
る
一
問

一
答
形
式
で
の
座
談
会
が
持
た
れ
、
そ
こ
で
、
藤
村
は
『
夜
明
け
前
』
執
筆
の
方
法
に
つ
い
て

私
は
あ
れ
を
書
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
主
人
公
は
主
人
公
、
背
景
は
背
景
と
い
ふ
風
に
考
へ
な
い
で
、
例
え
ば
そ
れ
を
一
つ
の
楽
器

に
譬
へ
て
み
れ
ば
、
主
に
な
る
メ
ロ
デ
ィ
と
そ
れ
か
ら
伴
奏
の
や
う
な
も
の
。
或
る
時
は
殆
ど
主
に
な
る
音
は
極
く
僅
か
し
か
聞
こ

え
な
い
で
、
伴
奏
の
方
が
主
に
な
つ
て
居
る
や
う
な
所
も
あ
る
。
全
然
主
人
公
よ
り
も
寧
ろ
実
際
の
動
き
の
や
う
な
も
の
の
方
が
主

も
に
書
か
れ
て
居
る
所
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
れ
を
背
景
と
い
ふ
風
に
は
だ
ん
だ
ん
考
へ
な
く
な
つ
た
ん
で
す
。（
略
）

や
つ
ぱ
り
何
も
主
人
公
だ
け
を
主
に
し
て
、
あ
と
は
背
景
だ
と
、
さ
う
考
へ
な
く
て
も
い
い
か
と
思
つ
て
参
り
ま
し
て
ね
。盧

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、「
背
景
」
と
は
、
青
山
半
蔵
の
生
き
た
時
代
を
指
し
、「
主
人
公
」
と
は
、
青
山
半
蔵
と
彼
を
取
り
巻
く
人
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物
た
ち
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
こ
の
「
青
山
半
蔵
の
生
き
た
時
代
」
と
「
青
山
半
蔵
と
彼
を
取
り
巻
く
人
物
た
ち
」
が
「
メ
ロ
デ

ィ
」
と
「
伴
奏
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
つ
に
な
っ
て
奏
で
る
世
界
が
『
夜
明
け
前
』
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば

こ
の
こ
と
に
関
し
て
三
好
行
雄
は
、

藤
村
は
「
夜
明
け
前
」
の
登
場
人
物
を
、
あ
る
種
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
描
き
わ
け
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
実
名
と
仮
名
の
問

題
。
徳
川
慶
喜
・
島
津
久
光
・
武
田
耕
雲
斎
ら
と
い
っ
た
、
明
治
維
新
前
後
の
歴
史
を
綴
っ
た
人
々
、
い
わ
ば
歴
史
の
時
間
を
生
き

た
人
物
が
実
名
で
登
場
す
る
の
に
対
し
て
、
主
人
公
の
青
山
半
蔵
を
は
じ
め
、
父
の
吉
左
衛
門
、
妻
の
お
民
、
お
民
の
兄
青
山
寿
平

次
、
吉
左
衛
門
の
友
人
伏
見
屋
金
兵
衛
等
々
の
、
つ
ま
り
、
馬
籠
宿
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
物
語
を
編
む
人
々
に
は
仮
名
が
与
え
ら

れ
る
。
仮
名
の
人
物
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
草
叢
の
時
間
を
生
き
た
人
々
で
あ
り
、
藤
村
が
私
を
通
路
と
し
て
発
見
し
た
歴
史
の
主

人
公
た
ち
で
あ
る
。「
夜
明
け
前
」
の
小
説
世
界
は
明
ら
か
に
、
馬
籠
の
物
語
と
し
て
終
始
す
る
の
だ
が
、
そ
の
馬
籠
宿
の
時
空

と
、
実
名
の
人
々
が
織
る
歴
史
の
時
間
と
の
断
絶
や
隔
離
を
処
理
す
る
た
め
に
、
藤
村
は
喜
多
村
瑞
見
や
暮
田
正
香
の
よ
う
に
、
本

来
は
実
名
で
登
場
す
る
は
ず
の
人
間
た
ち
に
あ
え
て
仮
名
を
与
え
、
小
説
的
な
動
き
か
た
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
少
数
の
人
物

群
は
歴
史
の
時
間
か
ら
出
て
、
馬
籠
宿
の
人
々
と
接
触
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。「
夜
明
け
前
」（
と
く
に
第
一
部
）
は
比
喩
と
し

て
い
え
ば
、
馬
籠
の
生
活
圏
を
中
心
円
と
す
る
、
三
重
の
同
心
円
で
語
る
に
ふ
さ
わ
し
い
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と

も
、
私
か
ら
歴
史
へ
に
じ
り
よ
っ
て
い
っ
た
藤
村
の
方
法
に
と
っ
て
象
徴
的
で
あ
る
。盪

と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
「
実
名
」
で
登
場
す
る
「
歴
史
の
時
間
を
生
き
た
人
物
」
と
そ
の
彼
ら
の
生
き
た
「
歴
史
の
時
間
」
が
藤
村
の
言

う
「
伴
奏
」
で
あ
り
、「
仮
名
」
で
描
か
れ
る
「
馬
籠
宿
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
物
語
を
編
む
人
々
」
が
「
メ
ロ
デ
ィ
」
で
あ
っ
て
、
作

品
は
「
仮
名
」
で
描
か
れ
る
、
即
ち
藤
村
が
『
夜
明
け
前
』
を
書
く
に
あ
た
っ
て
「
発
見
し
た
主
人
公
た
ち
」
の
「
物
語
」
を
中
心
に
、

「
伴
奏
」
と
「
メ
ロ
デ
ィ
」
が
一
つ
に
な
っ
て
奏
で
た
人
間
味
豊
か
な
世
界
が
『
夜
明
け
前
』
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
そ
し
て
三
好
は
そ
の
青
山
半
蔵
を
中
心
に
し
た
「
馬
籠
宿
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
物
語
を
編
む
人
々
」
を
「
草
叢
の
時
間
を
生
き
た
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人
々
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
草
叢
の
時
間
」「
草
叢
の
中
」
と
い
っ
た
「
草
叢
」
の
視
点
は
テ
キ
ス
ト
の
中
で
も
し
ば
し
ば
用
い
ら

れ
て
い
る
。
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
い
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
、
こ
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
つ
た
。
と
こ
ろ
が
今
度
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
来
た
。

さ
う
説
い
て
あ
る
。
草
叢
の
中
が
発
起
な
の
だ
。（
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
。

（『
夜
明
け
前
』
第
一
部

十
二
章
六
）

こ
こ
で
は
「
上
の
思
召
」
は
後
醍
醐
天
皇
を
さ
し
て
い
る
。
そ
れ
に
比
し
て
、「
草
叢
の
中
」
は
庶
民
を
さ
し
て
お
り
、
さ
ら
に
言
え

ば
、
青
山
半
蔵
二
十
三
歳
の
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
か
ら
、
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
に
座
敷
労
で
狂
死
す
る
ま
で
の
生
涯
に
焦
点

を
あ
て
た
作
品
の
展
開
に
お
い
て
、
幕
末
か
ら
維
新
ま
で
の
激
変
の
時
代
を
、
馬
籠
の
一
庄
屋
の
生
き
様
、
即
ち
「
草
叢
の
時
間
を
生
き

た
人
々
」
に
深
く
眼
を
注
ぎ
な
が
ら
描
い
た
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
作
品
は
、

勝
重
は
師
匠
の
口
か
ら
僅
か
に
泄
れ
て
来
た
忘
れ
が
た
い
言
葉
、「
わ
た
し
は
お
て
ん
た
う
さ
ま
も
見
ず
に
死
ぬ
」
と
い
ふ
あ
の
言

葉
を
思
い
出
し
て
悲
し
く
思
つ
た
。

「
さ
あ
、
も
う
一
息
だ
。」

そ
の
声
が
墓
堀
り
の
男
達
の
間
に
起
る
。
続
い
て
「
フ
ム
、
ヨ
ウ
」
の
掛
け
声
も
起
る
。
半
蔵
を
葬
る
た
め
に
は
、
寝
棺
を
横
た

へ
る
だ
け
の
か
な
り
の
広
さ
深
さ
も
要
る
と
あ
つ
て
、
掘
り
起
さ
れ
る
土
は
そ
の
あ
た
り
に
山
と
積
ま
れ
る
。
強
い
匂
ひ
を
放
つ
土
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中
を
め
が
け
て
佐
吉
等
が
鍬
を
打
ち
込
む
度
に
、
そ
の
鍬
の
響
が
重
く
勝
重
の
は
ら
わ
た
に
徹
え
た
。
一
つ
の
音
の
後
に
は
、
ま
た

他
の
音
が
続
い
た
。

（『
夜
明
け
前
』
第
二
部

終
の
章
六
）

で
閉
じ
る
。
青
山
半
蔵
が
幕
末
維
新
の
激
変
の
中
を
い
か
に
生
き
て
き
た
か
と
い
う
縦
糸
に
対
し
て
、「
歴
史
の
時
間
」
の
展
開
を
横
糸

に
し
て
二
つ
を
絡
ま
せ
な
が
ら
展
開
し
て
き
て
、
最
後
に
半
蔵
を
深
く
埋
め
る
場
面
で
終
わ
っ
た
作
品
は
、
ま
さ
に
十
川
信
介
氏
が
、

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
。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
は
縦
糸
と
横
糸
を
「
伴
奏
」
と
「
メ
ロ
デ
ィ
」
と
し
て
一
つ
の
曲
を
奏
で
る
よ
う
に
「
両
要
素
の
響
き
合

い
」
の
中
で
描
か
れ
て
き
た
が
、
最
後
に
な
っ
て
十
川
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
両
者
の
乖
離
」
を
示
し
て
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
十
川

氏
は
そ
の
終
わ
り
方
に
こ
め
ら
れ
た
作
者
の
意
図
を
見
て
、
更
に

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
。蘯

と
続
け
て
い
る
。「
歴
史
の
時
間
」
と
半
蔵
の
生
涯
と
の
「
乖
離
」
を
描
く
こ
と
で
「「
維
新
」
や
「
文
明
開
化
」
に
対
す
る
抗
議
の
声
」

を
主
張
し
よ
う
と
し
た
と
す
る
十
川
氏
の
見
方
は
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
半
蔵
を
中
心
と
し
た
「
草
叢
の
中
」
に
深
く
眼
差
し
を
注

ぎ
な
が
ら
描
い
て
き
た
作
品
は
、
け
っ
し
て
「
歴
史
の
時
間
」
の
あ
り
よ
う
に
対
す
る
「
抗
議
」
を
主
た
る
目
的
と
し
て
き
た
と
は
い
え

な
い
の
で
は
な
い
か
。
伊
豆
利
彦
氏
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

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
維
新
史
に
抗
し
て
、
敗
北
者
を
復
権
し
、
維
新
の
現
実
が
う
ら
ぎ
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っ
た
維
新
の
精
神
と
理
想
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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
。

伊
豆
氏
は
、
藤
村
に
お
け
る
「
父
と
子
」
の
こ
と
に
視
点
を
定
め
て
述
べ
て
い
る
が
、『
夜
明
け
前
』
を
書
き
上
た
直
後
の
昭
和
十
（
一

九
三
五
）
年
九
月
十
五
日
の
「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
藤
村
は
、「『
夜
明
け
前
』
成
る
」
と
題
し
て
次
の
よ
う
な
談
話
記
事
を
載
せ
て
い
る
。盻

あ
の
作
は
御
承
知
の
や
う
に
、
維
新
前
後
に
働
い
た
庄
屋
、
本
陣
、
問
屋
の
人
た
ち
を
中
心
に
書
い
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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
あ
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

ま
た
、
昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年
に
な
っ
て
の
『
回
顧
』（
父
を
追
想
し
て
書
い
た
国
学
上
の
私
見
）
と
題
し
た
随
想
の
中
で
は
、

父
等
に
は
中
世
の
否
定
と
い
ふ
こ
と
が
あ
つ
た
。
も
と
よ
り
中
世
期
に
於
け
る
武
家
幕
府
の
開
設
に
伴
ひ
王
権
の
陵
夷
は
争
ふ
べ
か

ら
ざ
る
事
実
で
あ
つ
て
、
尊
王
の
念
に
厚
い
平
田
派
の
学
者
達
が
北
条
・
足
利
二
氏
の
専
横
を
許
し
が
た
い
も
の
と
し
た
の
は
当
然

の
こ
と
で
あ
つ
た
。
日
本
民
族
の
純
粋
な
時
代
を
儒
仏
の
教
の
未
だ
渡
来
し
な
い
以
前
に
置
い
た
父
等
が
、
ひ
ど
く
降
つ
た
世
の
姿

と
し
て
中
世
を
考
へ
る
や
う
に
な
つ
て
行
つ
た
の
も
、
こ
れ
ま
た
自
然
の
帰
結
で
あ
つ
た
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
日
本
全
国
が
本
来
の

島
崎
藤
村
『
夜
明
け
前
』
論
（
上
）

二
一



姿
に
帰
り
、
徳
川
氏
の
大
政
奉
還
と
な
り
、
明
治
の
御
代
を
迎
へ
た
日
に
な
つ
て
ま
で
、
さ
う
い
ふ
否
定
を
固
執
す
べ
き
も
の
で
あ

つ
た
ら
う
か
。
も
う
一
度
父
等
が
本
居
派
の
人
達
と
手
を
握
つ
て
、
互
ひ
に
荷
田
、
賀
茂
、
本
居
等
緒
先
人
の
仕
事
を
回
想
し
、
暗

く
の
み
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
中
世
か
ら
流
れ
伝
っ
た
も
の
に
思
い
を
潜
め
る
や
う
な
日
は
遂
に
来
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
わ
た
し
た

ち
の
青
春
の
日
が
二
度
と
わ
た
し
た
ち
に
来
な
い
や
う
に
、
大
和
民
族
青
春
の
時
代
は
再
び
帰
り
来
た
ら
な
い
も
の
と
し
て
父
等
の

眼
に
映
じ
た
ら
う
か
。
好
か
れ
悪
し
か
れ
、
こ
の
国
民
が
中
世
以
来
の
体
験
を
基
礎
と
す
る
こ
と
な
し
に
、
何
処
に
父
等
は
第
二
の

春
を
求
め
得
た
ら
う
か
。眇

と
、
父
の
生
涯
が
「
中
世
の
否
定
」
に
「
固
執
」
し
た
が
故
の
失
敗
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
半
蔵
の
座
敷
労
で

の
狂
死
は
、
彼
が
強
い
希
望
と
期
待
を
抱
い
て
懸
命
に
生
き
て
き
た
そ
の
生
き
様
と
、
そ
の
「
歴
史
の
時
間
」
と
し
て
あ
っ
た
「
明
治
維

新
」
の
展
開
と
の
「
乖
離
」
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
生
涯
を
、『
回
想
』
に
お
い
て
は
「
失
敗
の
生
涯
」
と
見

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
し
か
し
、『
夜
明
け
前
』
校
了
直
後
の
「『
夜
明
け
前
』
成
る
」
で
の
藤
村
の
言
葉
は
、
作
品
は
そ
う
し
た
半

蔵
の
生
涯
を
「
歴
史
の
時
間
」
と
の
接
点
で
、「
敗
北
の
人
生
」
と
し
て
描
き
「「
維
新
」
や
「
文
明
開
化
」
に
対
す
る
抗
議
」
と
し
て
描

い
た
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
矛
盾
と
困
難
に
満
ち
た
幕
末
・
維
新
の
時
代
を
い
か
に
懸
命
に
生
き
た
か
を
、
父
正
樹
と
、
そ
し
て
彼
と

と
も
に
生
き
た
「
草
叢
の
中
」
の
人
た
ち
の
生
涯
を
見
据
え
て
描
い
た
の
が
こ
の
『
夜
明
け
前
』
の
世
界
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
そ
う
し
た

視
点
に
立
っ
て
、
青
山
半
蔵
の
人
生
を
中
心
に
『
夜
明
け
前
』
を
解
明
し
て
い
こ
う
。

二
『
夜
明
け
前
』
執
筆
に
至
る
道

藤
村
が
誕
生
し
た
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
、
父
正
樹
は
四
十
三
歳
。
文
久
二
（
一
六
六
二
）
年
に
島
崎
家
第
一
七
代
目
の
当
主
と
し

て
家
督
を
相
続
し
た
正
樹
は
、
藤
村
誕
生
の
年
に
は
、
新
政
府
に
よ
っ
て
本
陣
・
問
屋
・
庄
屋
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
戸
長
兼
学
事
係
を
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拝
命
し
て
い
る
。『
夜
明
け
前
』
で
は
第
二
部
第
六
章
で
そ
の
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
藤
村
が
自
身
を
モ
デ
ル
に
し

た
四
男
和
助
誕
生
の
こ
と
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
詳
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
正
樹
は
木
曾
の
住
民
た
ち
が
長
い
間

「
五
木
の
制
度
」
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
の
を
身
近
に
感
じ
て
き
た
の
で
、
新
政
府
に
な
っ
て
制
度
が
撤
廃
さ
れ
、
住
民
が
暮
ら
し
や
す

く
な
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
た
。
新
政
府
は
、
さ
ら
に
官
木
の
あ
る
と
こ
ろ
を
「
官
林
」
に
指
定
し
、
入
山
さ
え
許
さ
な
い
強
攻
策
を
打

ち
出
し
て
き
た
の
で
、
制
度
の
撤
廃
と
山
林
の
開
放
を
求
め
た
嘆
願
書
を
明
治
四
年
に
出
し
、
六
（
一
八
七
三
）
年
に
は
木
曾
谷
の
村
々

を
代
表
し
て
再
度
嘆
願
書
を
提
出
し
て
い
る
。
正
樹
は
そ
の
責
任
を
取
ら
さ
れ
る
形
で
戸
長
を
罷
免
さ
れ
、
小
学
校
の
学
事
係
に
任
命
さ

れ
た
。
以
後
は
七
年
に
上
京
、
教
部
省
考
証
課
雇
員
に
な
る
が
、
こ
こ
で
も
翌
年
、
省
内
の
堕
落
に
憤
っ
て
同
僚
を
打
ち
、
辞
職
し
た
。

こ
の
年
の
十
一
月
に
、
明
治
天
皇
を
拝
せ
ん
と
し
て
、
感
動
の
あ
ま
り
、
自
歌
を
し
た
た
め
た
扇
子
を
天
皇
の
馬
車
に
投
じ
逮
捕
さ
れ
る

と
い
う
「
献
扇
事
件
」
を
引
き
起
こ
し
、
八
（
一
八
七
五
）
年
三
月
よ
り
飛
騨
国
一
宮
村
水
無
神
社
宮
司
に
な
り
十
（
一
八
七
七
）
年
十

月
ま
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
生
活
は
実
に
過
酷
で
、
晩
年
の
正
樹
の
悲
劇
は
そ
の
水
無
神
社
宮
司
時
代
が
影
響
し
て
い
る
と
も

言
わ
れ
て
い
る
。『
夜
明
け
前
』
に
、

東
京
か
ら
中
仙
道
を
通
り
、
木
曽
路
を
経
て
、
美
濃
の
中
津
川
ま
で
八
十
六
里
余
。
更
に
中
津
川
か
ら
二
十
三
里
も
奥
へ
入
ら
な
け

れ
ば
、
そ
の
水
無
神
社
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
旅
行
は
ま
だ
ま
だ
不
便
な
当
時
に
あ
つ
て
、
そ
れ
だ
け
で
も
容
易
で
な
い
上

に
、
美
濃
の
加
子
母
村
あ
た
り
か
ら
入
る
高
山
路
と
来
て
は
、
こ
れ
が
ま
た
一
通
り
の
険
し
さ
で
は
な
い
。

（『
夜
明
け
前
』
第
二
部
第
十
一
章
四
）

と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
水
無
神
社
は
相
当
に
困
難
な
場
所
に
あ
り
、
し
か
も
冬
は
厳
寒
の
地
で
も
あ
っ
た
。
赴
任
し
た
と
き
、
正
樹

は
ま
だ
四
十
五
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
実
に
侘
し
く
、
厳
し
い
状
況
の
中
で
の
生
活
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
十
年
十
二
月
ま
で
勤
め
た
正
樹

は
、
新
時
代
へ
の
期
待
の
一
切
を
断
念
し
た
心
情
を
持
っ
て
十
一
年
末
に
故
郷
へ
帰
り
、
七
歳
に
な
っ
た
藤
村
と
、
初
め
て
父
と
子
の
交

わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
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父
の
書
院
は
表
庭
の
隅
に
面
し
て
、
古
い
枝
ぶ
り
の
良
い
松
の
樹
が
直
ぐ
障
子
の
外
に
見
ら
れ
る
や
う
な
部
屋
で
し
た
。
赤
い
毛

氈
を
掛
け
た
机
の
上
に
は
何
時
で
も
父
の
好
き
な
書
籍
が
載
せ
て
あ
り
ま
し
た
が
、
時
に
は
和
算
の
道
具
な
ど
の
置
い
て
あ
る
の
を

見
か
け
た
こ
と
も
有
り
ま
す
。
父
は
よ
く
肩
が
凝
る
と
言
ふ
方
で
し
て
、
銀
さ
ん
と
私
と
が
叩
か
せ
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
肩
一
つ

叩
く
に
も
只
は
叩
か
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
歴
史
の
年
号
な
ど
を
諳
唱
さ
せ
ま
し
た
。
終
に
は
銀
さ
ん
も
私
も
逃
げ
て
ば
か
り
居
た
も

の
で
す
か
ら
、
金
米
糖
を
褒
美
に
呉
れ
る
か
ら
叩
け
と
か
、
按
摩
賃
を
五
厘
づ
つ
遣
る
か
ら
頼
む
と
か
言
ひ
ま
し
た
。（
中
略
）

何
ぞ
と
い
ふ
と
父
が
私
達
に
話
し
て
聞
か
せ
る
こ
と
は
、
人
倫
五
常
の
道
で
し
た
。
私
は
子
供
心
に
も
父
を
敬
ひ
、
畏
れ
ま
し

た
。
し
か
し
父
の
側
に
居
る
こ
と
は
窮
屈
で
堪
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に
父
が
持
病
の
癇
で
も
起
る
時
に
は
、
夜
眠
ら
れ
な
い
と

言
つ
て
、
紙
を
展
げ
て
、
遅
く
ま
で
独
り
で
物
を
書
き
ま
し
た
。
そ
の
蝋
燭
を
持
た
せ
ら
れ
る
の
が
私
で
し
た
が
、
私
は
唯
眠
く
て

成
り
ま
せ
ん
で
し
た
。眄

当
時
の
父
と
の
思
い
出
を
語
っ
た
『
幼
き
日
』
の
一
節
で
あ
る
が
、
心
身
と
も
に
深
い
疲
弊
と
断
念
を
抱
い
て
帰
省
し
た
父
の
孤
独
と
寂

寥
を
思
い
浮
か
べ
、
し
か
し
一
方
で
生
涯
で
わ
ず
か
三
年
し
か
身
近
に
過
ご
す
こ
と
の
無
か
っ
た
父
へ
の
懐
か
し
さ
の
こ
も
っ
た
文
章
で

あ
る
。
藪
禎
子
氏
が
、

藤
村
は
、
み
ず
か
ら
を
「
田
舎
者
」
と
名
乗
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
藤
村
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
疑
い
な
い
が
、
十
代
つ

ま
り
自
己
形
成
期
に
都
会
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
自
分
が
身
を
置
く
世
界
に
対
し
て
自
覚
的
に
な

る
年
齢
で
も
あ
る
。（
略
）

藤
村
（
九
歳
）
が
、
東
京
で
ま
ず
眼
に
し
た
の
は
、
文
明
と
し
て
の
都
市
の
風
景
で
あ
る
。

明
治
十
四
年
、
馬
籠
か
ら
東
京
ま
で
、
七
日
か
っ
た
と
い
う
、
高
い
峠
二
つ
を
歩
い
て
越
え
、
そ
の
先
は
激
し
く
揺
れ
る
馬
車

で
、
昼
夜
乗
り
続
け
に
乗
っ
て
、「
半
分
夢
の
や
う
に
」
東
京
に
入
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
身
を
寄
せ
た
姉
の
家
は
、「
銀
座
の
裏
側

に
あ
た
る
閑
静
な
町
の
角
に
あ
つ
て
、
灰
色
な
円
柱
の
並
ん
だ
、
古
風
な
煉
瓦
造
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
年
の
表
現
ゆ
え
で
あ
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る
。
煉
瓦
自
体
が
、
わ
が
国
の
様
式
市
街
と
し
て
の
銀
座
の
シ
ン
ボ
ル
的
風
景
で
あ
っ
た
。

追
餝
に
脅
か
さ
れ
た
り
し
て
の
昔
な
が
ら
の
道
中
の
果
て
に
身
を
置
い
た
の
が
銀
座
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
い
か
に
も
象
徴
的

で
あ
る
。
す
た
れ
行
く
山
合
い
の
街
道
か
ら
、
日
本
近
代
文
明
の
最
先
端
地
へ
、
九
歳
の
藤
村
は
い
き
な
り
投
げ
出
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。（
略
）

「
京
橋
か
ら
銀
座
の
通
り
へ
か
け
て
」
が
、
藤
村
の
遊
び
場
所
と
な
っ
た
。
後
の
銀
座
と
当
然
違
う
と
は
い
え
、
こ
こ
を
遊
び
の

空
間
と
し
て
育
っ
た
例
は
、
近
代
文
学
史
上
で
も
稀
で
あ
る
。
僚
友
北
村
透
谷
も
同
じ
泰
明
小
学
校
卒
業
だ
が
、
こ
こ
に
身
を
置
い

た
の
は
、
短
い
期
間
だ
っ
た
。
藤
村
が
、
田
舎
の
子
で
あ
る
と
共
に
東
京
の
街
の
子
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
っ
と
注
意
さ
れ
て
よ

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。眩

と
述
べ
、
藤
村
の
精
神
形
成
の
核
に
「
田
舎
の
子
で
あ
る
と
共
に
東
京
の
街
の
子
で
も
あ
っ
た
こ
と
」、
こ
の
二
つ
が
常
に
共
存
し
て
い

た
こ
と
が
重
要
な
要
素
に
成
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
藤
村
は
、
数
え
の
十
歳
で
上
京
し
て
か
ら
は
、
数
度
の
帰
郷
以
外
に
、

以
後
馬
籠
に
住
む
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
生
涯
そ
の
故
郷
を
懐
か
し
い
も
の
と
し
て
繰
り
返
し
想
起
し
て
い
た
こ
と
は
良
く
知
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
後
年
「
故
郷
を
思
ふ
心
」
と
題
し
た
談
話
の
文
章
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
の
生
涯
は
殆
ん
ど
そ
の
出
発
点
で
き
ま
る
と
い
ふ
こ
と
は
以
前
か
ら
学
ん
で
ゐ
た
が
、
近
頃
殊
に
そ
れ
に
つ
い
て
思
ひ
当
る
こ

と
が
多
い
。
青
年
時
代
が
人
間
の
生
涯
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
ゐ
る
と
い
う
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
然
し
大
体
に
於
て
人

間
は
極
く
幼
い
少
年
の
時
代
に
既
に
そ
の
生
涯
の
路
が
き
ま
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
自
分
ら
の
生
涯
、
成
長
し
て
か
ら
起
つ
て
く

る
色
々
な
傾
向
も
、
そ
の
芽
は
既
に
八
つ
か
九
つ
の
幼
年
時
代
に
萌
し
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
う
思
つ
て
私
は
時
々
心
に

驚
く
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
自
分
の
郷
里
が
ど
ん
な
に
田
舎
で
、
ど
ん
な
に
石
こ
ろ
の
多
い
土
地
で
あ
つ
て
も
、
そ
こ
に
自
分
の
幼

年
時
代
が
あ
り
、
そ
の
記
憶
が
、
周
囲
の
も
の
か
ら
引
き
放
し
て
考
へ
ら
れ
な
い
位
密
接
な
関
係
の
あ
る
も
の
で
あ
つ
て
見
れ
ば
、

自
分
の
生
涯
に
及
ぼ
す
郷
里
の
影
響
を
軽
々
し
く
思
ふ
わ
け
に
は
行
か
な
い
。眤
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「
自
分
の
生
涯
に
及
ぼ
す
郷
里
の
影
響
」
を
記
す
藤
村
の
心
奥
に
、
そ
の
ふ
る
さ
と
で
の
晩
年
の
父
と
の
思
い
出
が
懐
か
し
く
思
い
出
さ

れ
て
い
た
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。『
ふ
る
さ
と
』
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れ
る
。

祖
父
さ
ん
が
亡
く
な
つ
た
当
座
は
、
父
さ
ん
も
左
程
に
は
思
ひ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
だ
ん
だ
ん
時
が
た
つ
て
見
る
と
、
さ
び
し
い

こ
と
が
分
り
ま
し
た
。
国
の
方
か
ら
の
便
り
は
あ
り
ま
し
て
も
、
祖
父
さ
ん
の
よ
う
に
父
さ
ん
の
こ
と
を
心
配
し
て
細
か
く
書
い
た

手
紙
を
呉
れ
る
や
う
な
人
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。（
略
）
な
ん
だ
か
国
の
方
の
空
が
、
ま
た
次
第
に
遠
く
な
つ
た
や
う
な
気
が
し

ま
し
た
。眞

そ
し
て
、
そ
の
懐
か
し
さ
の
中
で
追
懐
す
る
父
が
、
維
新
後
の
新
時
代
に
対
す
る
希
望
の
一
切
を
断
た
れ
、
孤
独
と
寂
寥
の
中
で
悶
々
と

過
ご
す
日
々
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
父
を
若
い
藤
村
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
が
推
測
さ
れ
る
一
文
が
『
夜
明
け
前
』
の
次
の
箇

所
に
窺
え
る
。

足
掛
け
四
年
ば
か
り
も
側
に
置
か
な
い
子
と
一
緒
に
な
つ
て
見
る
と
、
和
助
は
あ
ま
り
話
し
も
し
な
い
。
父
子
の
間
に
は
ほ
と
ほ
と

言
葉
も
な
い
。
た
ゞ
た
ゞ
父
は
尊
敬
す
べ
き
も
の
、
畏
る
べ
き
も
の
、
そ
し
て
頑
固
な
も
の
と
し
て
し
か
子
の
眼
に
は
映
ら
な
い
か

の
や
う
。
こ
の
少
年
に
は
、
父
の
や
う
な
人
を
都
会
に
置
い
て
考
へ
る
こ
と
す
ら
何
か
耐
へ
が
た
い
不
調
和
で
で
も
あ
る
か
の
や
う

で
、
や
は
り
父
は
木
曽
の
山
の
中
の
方
に
置
い
て
考
へ
た
い
も
の
│
│
あ
の
ふ
る
さ
と
の
家
の
囲
炉
裏
ば
た
に
、
祖
母
や
、
母
や
、

あ
る
ひ
は
下
男
の
佐
吉
な
ぞ
を
相
手
に
し
て
静
か
な
日
を
送
つ
て
ゐ
て
欲
し
い
と
は
、
そ
れ
が
こ
の
子
の
注
文
ら
し
い
。

（
第
二
部
、
第
十
四
章
二
）

父
が
東
京
の
藤
村
の
も
と
を
訪
ね
る
の
は
、
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
四
月
、
藤
村
十
三
歳
の
時
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
は
、
父
が
東

京
に
い
る
こ
と
が
「
何
か
耐
え
が
た
い
不
調
和
」
に
感
じ
、「
木
曽
の
山
の
中
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
。『
夜
明
け

前
』
の
和
助
の
気
持
ち
に
は
、
若
い
頃
の
藤
村
の
父
に
対
す
る
心
情
が
重
な
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
以
後
の
藤
村
の
父
の
記
憶
へ

の
反
芻
が
次
第
に
『
ふ
る
さ
と
』
の
「
鉛
筆
写
生
」
に
描
か
れ
た
よ
う
な
懐
か
し
さ
を
強
く
し
て
い
っ
た
。
そ
の
若
き
日
の
父
観
へ
の
反
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省
の
思
い
が
、『
夜
明
け
前
』
執
筆
に
深
く
影
響
を
与
え
て
も
い
る
で
あ
ろ
う
。

藤
村
が
父
の
こ
と
を
繰
り
返
し
想
起
す
る
中
で
、
そ
の
中
で
も
早
い
時
期
で
、
し
か
も
『
夜
明
け
前
』
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
、『
家
』

の
次
の
箇
所
が
指
摘
で
き
る
。

先
祖
が
死
際
に
子
供
へ
遺
し
た
手
紙
、
先
代
が
写
し
た
ら
し
い
武
器
、
馬
具
の
図
、
出
兵
の
用
意
を
細
か
く
書
い
た
書
類
、
其
他

種
々
な
古
い
残
つ
た
物
が
出
て
来
た
。

三
吉
は
そ
の
中
に
『
黒
船
』
の
図
を
見
つ
け
た
。
め
づ
ら
し
さ
う
に
、
何
度
も
何
度
も
取
上
げ
て
見
た
。
半
紙
程
の
大
き
さ
の
紙

に
、
昔
の
人
の
眼
に
映
つ
た
幻
影
が
極
く
粗
い
木
版
で
刷
っ
て
あ
る
。

『
宛
然
│
│
こ
の
船
は
幽
霊
だ
。』

と
三
吉
は
何
か
思
ひ
付
い
た
や
う
に
、
そ
の
和
蘭
陀
船
の
絵
を
見
な
が
ら
言
つ
た
。

『
僕
等
の
阿
爺
が
狂
に
成
つ
た
の
も
、
斯
の
幽
霊
の
御
陰
で
す
ネ
…
…
』
と
復
た
彼
は
姉
の
方
を
見
て
言
っ
た
。

お
種
は
妙
な
眼
付
を
し
て
弟
の
顔
を
眺
め
て
居
た
。

『
や
、
こ
い
つ
は
僕
が
貰
つ
て
行
か
う
。』

と
三
吉
は
そ
の
図
だ
け
分
け
て
貰
っ
て
、
お
雪
の
手
紙
と
一
緒
に
手
荷
物
の
中
へ
入
れ
た
。眥

（『
家
』
下

九
）

『
家
』
の
こ
の
箇
所
の
執
筆
は
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
十
一
月
頃
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
当
然
『
夜
明
け
前
』
の
構
想
は
ま
だ
生

ま
れ
て
い
な
い
が
、『
黒
船
』
即
ち
、
維
新
と
父
と
の
か
か
わ
り
に
関
心
を
示
し
た
箇
所
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。「
僕
等
の
阿
爺
が
狂
に
成

つ
た
の
も
、
斯
の
幽
霊
の
御
陰
で
す
ネ
…
…
」
と
姉
に
語
る
三
吉
は
、
維
新
の
激
動
の
中
を
平
田
国
学
を
学
び
攘
夷
思
想
を
貫
き
な
が
ら

懸
命
に
生
き
て
、
つ
い
に
狂
死
し
た
父
を
想
起
す
る
藤
村
の
心
情
を
代
弁
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
犠
牲
者
と
し
て
の
父
、
近
代
化
の
激

変
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
出
来
ず
狂
死
し
た
父
、
そ
れ
故
に
よ
り
懐
か
し
く
、
慕
わ
し
く
感
じ
ら
れ
る
父
の
こ
と
を
更
に
明
確
な
形
で
認

識
す
る
よ
う
に
な
る
の
が
、
姪
こ
ま
子
の
妊
娠
を
知
っ
て
逃
れ
る
よ
う
に
旅
立
っ
た
渡
仏
体
験
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
渡
仏
体
験
は
や
が
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て
『
新
生
』
と
し
て
書
か
れ
る
が
、
そ
の
『
新
生
』
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
も
、
父
の
描
写
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
箇
所
で
あ
る
。

斯
の
侘
し
い
冬
籠
り
の
中
で
、
岸
本
の
心
は
よ
く
自
分
の
父
親
の
方
へ
帰
つ
て
行
つ
た
。
し
き
り
に
彼
は
少
年
の
頃
に
別
れ
た
父

の
こ
と
が
恋
し
く
な
つ
た
。（
略
）

岸
本
が
父
母
の
膝
本
を
離
れ
、
郷
里
の
家
を
辞
し
て
、
東
京
に
遊
学
す
る
身
と
な
つ
た
の
は
漸
く
九
歳
の
時
で
あ
つ
た
。
十
三
歳
の

時
に
は
東
京
の
方
に
居
て
父
の
死
を
聞
い
た
。
彼
は
父
の
側
に
居
て
暮
し
た
月
日
の
短
か
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、
母
の
い
つ
く
し
み

を
受
け
る
間
も
ま
た
短
か
つ
た
。
彼
が
し
み
じ
み
と
母
と
一
緒
に
東
京
で
暮
し
て
見
た
の
は
艱
難
な
青
年
時
代
が
来
た
頃
で
あ
つ

て
、
し
か
も
僅
か
に
二
年
ほ
ど
し
か
続
か
な
か
つ
た
。
彼
は
仙
台
の
方
へ
行
つ
て
居
る
間
に
母
の
死
を
聞
い
た
。

こ
れ
ほ
ど
岸
本
は
父
の
こ
と
に
就
い
て
幼
い
時
分
の
記
憶
し
か
有
た
な
か
つ
た
。
四
十
四
歳
の
今
に
な
つ
て
、
も
う
一
度
そ
の
人

の
方
へ
旅
の
心
が
帰
つ
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
す
ら
不
思
議
の
や
う
に
思
は
れ
た
。（
略
）
岸
本
が
最
後
に
行
つ
て
地
べ
た
に
額
を
埋

め
て
な
り
と
も
心
の
苦
痛
を
訴
へ
た
い
と
思
ふ
人
は
父
で
あ
つ
た
。眦

（『
新
生
』
上
百
十
三
）

姪
の
妊
娠
を
知
り
、
深
い
悔
恨
と
罪
意
識
に
苛
ま
れ
る
日
々
、
そ
の
侘
し
い
不
安
と
孤
独
の
な
か
で
の
心
境
を
岸
本
に
託
し
た
そ
の
岸
本

の
「
少
年
の
頃
に
別
れ
た
父
の
こ
と
が
恋
し
く
な
つ
た
」、「
最
後
に
行
つ
て
地
べ
た
に
額
を
埋
め
て
な
り
と
も
心
の
苦
痛
を
訴
へ
た
い
と

思
ふ
人
は
父
で
あ
つ
た
」
と
い
う
心
情
は
は
痛
切
な
響
き
を
持
つ
。
そ
の
主
人
公
の
心
境
を
『
新
生
』
は
更
に
、

不
思
議
に
も
斯
の
異
郷
の
客
舎
で
、
岸
本
の
心
は
未
だ
曾
て
行
つ
た
こ
と
の
無
い
ほ
ど
近
く
父
の
方
へ
行
く
や
う
に
成
つ
た
。
父

の
声
は
復
た
彼
の
耳
の
底
に
聞
え
て
来
た
。
紅
い
太
陽
が
輝
く
と
い
ふ
こ
と
な
し
に
、
さ
な
が
ら
銅
盤
を
懸
け
た
か
の
ご
と
く
暗
い

寒
空
を
通
過
ぎ
る
や
う
な
日
に
、
凍
つ
た
石
の
建
築
物
の
中
で
旅
の
前
途
を
考
へ
て
居
る
と
、

『
捨
吉
、
捨
吉
』

と
子
供
の
時
に
聞
い
た
父
の
声
が
も
う
一
度
彼
の
耳
に
聞
え
て
く
る
や
う
に
思
は
れ
た
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
無
い
。
父
が
生
前
極
力
排
斥
し
、
敵
視
し
た
異
端
邪
宗
の
教
の
国
に
来
て
、
反
つ
て
岸
本
は
父
を
見
る
眼
を
さ
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へ
養
は
れ
た
。（
略
）
今
に
な
つ
て
彼
は
古
典
の
精
神
を
持
つ
て
終
始
し
た
父
等
が
当
時
の
愛
国
運
動
に
参
加
し
た
こ
と
や
、
学
問

か
ら
実
行
に
移
つ
た
こ
と
を
可
成
重
く
考
へ
て
見
る
や
う
に
成
つ
た
。

（『
新
生
』
上

百
十
九
）

と
、
父
へ
の
仰
望
を
強
く
す
る
。
そ
し
て
更
に
、「
父
が
生
前
極
力
排
斥
し
、
敵
視
し
た
」
西
洋
に
自
ら
赴
く
こ
と
で
、
そ
れ
を
邪
宗
と

し
、
戦
う
姿
勢
で
生
き
通
し
た
父
の
人
生
の
意
味
を
改
め
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
へ
の
旅
が
、
藤
村
に
父
の
存
在
を
よ
り
身
近
な
も
の
と
感
じ
さ
せ
、
父
の
悲
劇
の
人
生
と
、
そ
れ
を
も
た
ら
せ
た
近
代
日
本

と
の
関
連
を
見
据
え
、
父
が
い
か
に
生
き
、
自
分
た
ち
に
何
を
継
承
し
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
へ
の
意
識
を
明
確
に
し
て
い
っ
た
こ
と

は
、『
新
生
』
の
少
し
前
に
執
筆
し
た
紀
行
文
『
海
へ
』
の
中
か
ら
も
窺
え
る
。

・
父
上
。
私
は
あ
な
た
の
黒
い
幻
の
船
に
乗
つ
て
、
あ
な
た
の
邪
宗
と
せ
ら
れ
異
端
と
せ
ら
る
ゝ
教
の
国
へ
兎
も
角
も
無
事
に
辿
り
着

き
ま
し
た
。
こ
の
私
の
旅
は
恐
ら
く
あ
な
た
か
ら
背
き
去
る
行
為
で
あ
つ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
外
来
の
も
の
と
言
へ
ば
極
力
排
斥

せ
ら
れ
敵
視
せ
ら
れ
た
程
の
強
い
古
典
の
精
神
を
も
つ
て
終
始
せ
ら
れ
た
あ
な
た
が
仮
り
に
今
日
ま
で
も
御
存
命
で
、
子
と
し
て
の

私
を
見
ま
も
つ
て
い
て
下
さ
る
と
し
た
ら
、
そ
も
そ
も
私
が
英
語
の
読
本
を
学
び
始
め
よ
う
と
し
た
少
年
の
日
に
そ
れ
を
私
に
御
許

し
下
す
つ
た
あ
な
た
自
身
の
寛
大
を
今
さ
ら
の
や
う
に
後
悔
さ
れ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
私
の
た
め
に
御
心
配
下
す
つ
た

あ
な
た
の
心
は
長
く
私
に
残
り
ま
し
た
。
そ
の
あ
な
た
の
心
は
私
の
た
ま
し
い
の
奥
底
に
と
ぼ
る
一
点
の
灯
火
の
や
う
に
消
え
ず
に

あ
り
ま
し
た
。（
略
）
私
に
取
つ
て
は
西
洋
は
ま
だ
ま
だ
黒
船
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
幻
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
幽
霊
で
ご
ざ
い
ま
し

た
。
私
は
も
つ
と
そ
の
正
体
を
見
届
け
た
い
と
ぞ
ん
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
自
分
の
夢
を
破
り
た
い
と
ぞ
ん
じ
ま
し
た
。
そ
の
心
を
も

っ
て
私
は
更
に
深
く
異
郷
に
分
け
入
り
一
筋
の
自
分
の
細
道
を
辿
り
行
か
う
と
致
し
て
居
り
ま
し
た
。眷

（「
地
中
海
の
旅
」
六
）

・『
僕
は
斯
様
な
風
に
も
考
へ
る
。
印
度
や
埃
及
や
土
耳
其
あ
た
り
に
は
古
代
と
近
代
と
し
か
無
い
、
と
言
つ
た
人
の
説
に
は
全
く
賛

成
だ
。
幸
ひ
に
も
僕
等
の
国
に
は
中
世
が
あ
つ
た
。
封
建
時
代
が
あ
つ
た
。
長
崎
が
新
嘉
堡
に
成
ら
な
か
つ
た
ば
か
り
ぢ
や
な
い
、

僕
等
の
国
が
今
日
あ
る
の
は
封
建
時
代
の
賜
物
ぢ
や
な
い
か
と
思
う
よ
。
見
給
へ
、
日
本
の
兵
隊
が
強
い
な
ん
て
言
つ
て
も
、
皆
封
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建
時
代
か
ら
伝
は
つ
て
来
た
も
の
の
近
代
化
だ
。（
略
）』

『（
略
）
不
思
議
さ
ね
え
、
遠
い
外
国
の
旅
に
出
て
来
て
見
る
と
、
子
供
の
時
に
別
れ
た
阿
爺
の
こ
と
な
ぞ
が
し
き
り
と
恋
し
く
な

る
。
僕
等
が
今
日
あ
る
の
も
、
彼
様
し
て
阿
爺
の
時
代
の
人
達
が
頑
張
つ
て
居
て
呉
れ
た
御
陰
だ
、
印
度
あ
た
り
の
や
う
に
外
来
の

勢
力
に
敗
け
て
し
ま
は
な
か
つ
た
御
陰
だ
、
左
様
思
ふ
と
僕
は
あ
の
頑
固
な
可
畏
し
い
阿
爺
に
感
謝
す
る
や
う
な
心
持
を
有
つ
て
来

た
。
多
少
な
り
と
も
僕
等
が
近
代
の
精
神
に
触
れ
得
る
と
い
ふ
の
は
、
あ
の
阿
爺
達
に
強
い
も
の
が
有
つ
た
か
ら
だ
。』眸

（「
故
国
を
見
る
ま
で
」
十
一
）

『
新
生
』
執
筆
開
始
は
大
正
七
（
一
九
三
二
）
年
四
月
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
の
心
境
が
窺
え
る
『
海
へ
』
の
「
地
中
海
の
旅
」「
故
国

を
見
る
ま
で
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
正
六
（
一
九
三
一
）
年
六
月
、
七
年
四
月
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
藤
村
が
フ
ラ
ン
ス
の
客
舎
に
あ
っ
て

痛
恨
の
人
生
を
凝
視
す
る
中
で
、
ま
さ
に
「
幼
い
心
に
立
ち
帰
」
り
、「
若
か
つ
た
日
の
心
持
」（『
新
生
』
上
百
二
十
八
）
を
も
つ
て
父

を
懐
か
し
く
想
起
し
、「
心
の
苦
痛
を
訴
へ
た
い
」
と
思
い
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
よ
う
と
し
た
、
父
に
対
し
て
の
「
個
」
の
事
情

か
ら
、
渡
辺
廣
士
氏
が
「「
父
」
か
ら
「
国
」
へ
と
問
題
意
識
」
が
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
睇
、
自
国
の
「
近
代
」
形

成
の
有
り
よ
う
を
、
自
ら
国
外
に
身
を
置
く
こ
と
で
相
対
化
し
て
見
る
視
点
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
父
を
含
め
た
「
阿
爺
の
時
代
の
人

達
」
が
戦
っ
て
き
た
「
西
洋
」
の
「
正
体
を
見
届
け
」、
そ
の
戦
っ
て
き
た
こ
と
の
意
義
を
確
認
し
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、『
海
へ
』
よ
り
も
更
に
早
い
時
期
、
藤
村
が
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
し
て
い
た
大
正
四
（
一
九

一
五
）
年
五
月
十
二
日
付
け
の
「
春
を
待
ち
つ
ゝ
」（『
戦
争
と
巴
里
』
に
収
録
）
の
次
の
記
事
に
も
窺
え
る
。

十
九
世
紀
は
旧
い
も
の
が
次
第
に
頽
れ
て
行
つ
て
新
し
い
も
の
が
ま
だ
真
実
に
生
れ
な
か
つ
た
や
う
な
時
だ
。
す
べ
て
の
物
が
統

一
を
欲
し
て
叫
び
を
揚
げ
て
居
た
や
う
な
時
だ
。
そ
の
中
で
『
士
族
』
と
い
ふ
一
大
知
識
階
級
が
減
落
し
て
行
っ
た
。
幾
何
の
悲
劇

が
そ
こ
に
醸
さ
れ
た
ら
う
。
そ
れ
を
読
ん
で
見
た
い
。
長
谷
川
二
葉
亭
、
山
田
美
妙
、
尾
崎
紅
葉
な
ぞ
の
創
め
た
言
文
一
致
の
仕
事

を
国
語
の
統
一
と
い
ふ
上
か
ら
論
じ
た
の
も
読
み
た
い
。
新
し
い
詩
歌
が
僅
か
に
頭
を
擡
げ
た
の
も
漸
く
十
九
世
紀
の
末
の
こ
と
で
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あ
る
。

「
十
九
世
紀
」「『
士
族
』
と
い
ふ
一
大
知
識
階
級
が
減
落
」「
新
し
い
詩
歌
が
僅
か
に
頭
を
擡
げ
た
（
略
）
十
九
世
紀
の
末
」、
こ
れ
ら
を

探
ろ
う
と
す
る
意
識
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
て
「
若
か
つ
た
日
の
心
持
」
に
お
い
て
の
父
へ
の
遡
及
と
と
と
も
に
想
起
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
新
生
』
が
執
筆
開
始
さ
れ
た
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
末
期
で
あ
り
、
こ
の
年
の
八
月
、
日
本
は
、
日
米

英
仏
に
よ
る
ロ
シ
ア
革
命
へ
の
干
渉
と
し
て
シ
ベ
リ
ア
出
兵
を
宣
言
し
、
七
万
三
千
人
の
派
兵
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
派
兵
に
費
や
し
た

総
費
用
は
十
億
円
に
も
上
っ
て
い
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
イ
ン
フ
レ
政
策
で
物
価
が
急
騰
し
て
い
る
上
に
、
こ
の
シ
ベ
リ
ア
派
兵
が

影
響
し
て
米
価
が
こ
の
年
四
倍
に
な
っ
た
。
生
活
苦
と
不
安
で
各
地
に
米
騒
動
が
勃
発
し
、
一
道
三
府
三
十
二
県
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
う
し
た
社
会
情
勢
に
対
し
て
藤
村
は
後
に
次
の
よ
う
な
回
想
を
し
て
い
る
。

新
年
早
々
こ
ん
な
こ
と
を
書
き
つ
け
る
私
の
無
作
法
を
許
し
て
貰
ひ
た
い
。
ど
う
か
好
い
年
を
迎
へ
た
い
、
ほ
ん
た
う
に
新
し
い

と
い
ふ
春
を
迎
へ
た
い
、
も
つ
と
青
い
広
々
と
し
た
空
を
見
た
い
、
そ
ん
な
心
持
か
ら
つ
い
こ
ん
な
こ
と
を
書
く
気
に
な
つ
た
。
旅

人
と
し
て
の
私
が
再
び
故
国
を
見
得
る
日
を
楽
し
み
に
遠
く
仏
蘭
西
の
方
か
ら
帰
つ
て
来
た
の
は
、
最
早
九
年
の
前
に
あ
た
る
。

（
略
）
私
は
世
界
大
戦
後
の
平
和
回
復
を
祝
ふ
と
い
ふ
晩
に
長
い
提
灯
行
列
を
迎
へ
よ
う
と
し
て
町
に
走
り
出
で
ゝ
見
た
し
、
米
騒

動
の
空
気
の
中
に
も
立
つ
て
見
た
し
、
大
正
七
年
以
来
続
き
に
続
い
た
や
う
な
激
し
い
社
会
的
の
動
揺
の
中
に
も
立
ち
つ
く
し
て
見

た
。
私
は
今
こ
の
心
持
を
さ
う
簡
単
に
言
ひ
尽
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
で
も
何
と
な
く
自
分
の
胸
に
纏
ま
つ
て
浮
ん
で
来
る
も

の
は
あ
る
。
言
つ
て
見
れ
ば
、
あ
れ
ほ
ど
改
造
と
解
放
と
の
声
の
高
か
つ
た
に
も
関
ら
ず
、
心
か
ら
動
い
て
居
る
も
の
を
見
出
す
こ

と
の
少
な
い
時
代
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
思
ふ
と
さ
び
し
い
。（
略
）

何
と
い
ふ
社
会
の
空
気
の
暗
さ
だ
つ
た
ら
う
。
多
く
の
人
の
心
を
掩
ふ
破
壊
と
虚
無
と
の
傾
向
、
乃
至
は
寂
寞
感
、
そ
れ
ら
の
も

の
は
重
く
垂
れ
下
が
る
雲
の
や
う
に
、
自
分
等
の
頭
の
上
を
通
り
過
ぎ
た
や
う
な
気
も
す
る
。
私
は
六
七
年
の
長
い
冬
を
そ
の
暗
さ
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の
中
に
送
り
つ
ゞ
け
た
や
う
な
気
も
す
る
。
あ
る
ひ
は
私
達
日
本
人
の
性
情
が
極
度
の
改
変
を
敢
え
て
し
た
た
め
し
の
な
い
こ
と
を

云
つ
て
、
私
達
の
眼
前
に
生
起
し
つ
ゝ
あ
る
幾
多
の
現
象
は
な
し
く
づ
し
の
革
命
で
あ
る
と
説
い
た
人
も
あ
る
。
こ
の
説
の
当
た
っ

て
居
る
や
否
や
は
別
と
し
て
も
、
政
事
に
、
産
業
に
、
教
育
に
、
家
庭
に
、
部
分
々
々
と
し
て
の
改
変
の
起
こ
つ
て
来
た
こ
と
は
争

は
れ
な
い
。
実
際
、
私
達
は
容
易
な
ら
ぬ
時
代
を
歩
み
つ
ゞ
け
て
来
た
。（
略
）
た
だ
た
だ
私
達
は
、
自
分
等
の
忍
耐
も
、
抑
制

も
、
こ
れ
を
来
る
べ
き
春
へ
の
準
備
の
た
め
の
も
の
と
考
へ
た
い
。
真
に
夜
明
け
と
言
ひ
得
る
時
の
た
め
に
今
日
ま
で
の
暗
さ
が
あ

る
と
考
へ
た
い
。睨

（『
春
を
待
ち
つ
ゝ
』「
大
正
十
四
年
を
迎
へ
し
時
」）

「
何
と
い
ふ
社
会
の
空
気
の
暗
さ
だ
つ
た
ら
う
」
と
当
時
を
認
識
す
る
作
者
は
、
同
時
に
そ
の
困
難
の
時
へ
の
「
忍
耐
も
、
抑
制
も
、
こ

れ
を
来
る
べ
き
春
へ
の
準
備
」
と
と
ら
え
て
い
る
。
更
に
同
じ
『
春
を
待
ち
つ
ゝ
』
の
「
前
世
紀
を
探
求
す
る
心
」
で
は
次
の
よ
う
に
書

き
と
め
て
い
る
。

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
っ
た
。
さ
う
い
ふ
真
相
を
も
読
み
た
い
。
私

達
が
唯
、
結
果
に
於
い
て
知
り
得
る
や
う
な
父
の
時
代
を
も
つ
と
よ
く
読
み
た
い
。
明
治
の
は
じ
め
に
生
れ
て
来
た
も
の
は
文
学
で

も
美
術
で
も
徳
川
時
代
の
末
に
す
ら
比
較
し
が
た
い
ほ
ど
見
劣
り
の
す
る
粗
末
な
も
の
ば
か
り
だ
。
明
治
維
新
の
齎
し
た
も
の
は
、

そ
の
一
面
に
於
い
て
こ
ん
な
深
刻
な
影
響
の
あ
る
こ
と
を
想
ひ
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
封
建
時
代
の
遺
物
と
い
ふ
名
の
下
に
、
あ
ら
ゆ

る
文
化
が
蹂
み
に
じ
ら
れ
は
し
な
か
っ
た
ら
う
か
。（
略
）

実
際
、
私
達
は
斯
う
い
ふ
時
代
か
ら
出
発
し
て
来
て
ゐ
る
。
一
概
に
過
去
を
黄
金
時
代
の
や
う
に
考
へ
、
今
日
を
頽
廃
堕
落
の
極

と
見
る
や
う
な
こ
と
は
、
私
は
取
ら
な
い
。
今
日
の
青
年
の
激
し
い
精
神
の
動
揺
を
思
ふ
も
の
は
、
も
つ
と
そ
の
由
来
す
る
と
こ
ろ

を
自
分
の
内
部
に
た
づ
ね
て
見
ね
ば
な
る
ま
い
。睫

（『
春
を
待
ち
つ
ゝ
』「
前
世
紀
を
探
求
す
る
心
」）
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今
日
の
暗
さ
は
単
に
今
日
だ
け
の
も
の
で
も
な
い
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
も
た
ら
せ
た
影
響
に
よ
る
も
の
だ
け
で
も
な
い
。
明
治
維

新
、
そ
し
て
近
代
日
本
の
出
発
に
お
け
る
有
り
よ
う
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
代
を
懸
命
に
生
き
た
「
父
の
時
代
」
を
探
り
、

今
日
の
社
会
や
青
年
達
の
精
神
の
動
揺
を
も
た
ら
せ
た
原
因
の
根
本
、
即
ち
「
も
つ
と
そ
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
を
自
分
の
内
部
に
た
づ
ね

て
見
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
藤
村
は
認
識
し
て
い
る
。『
新
生
』
の
旅
か
ら
戻
っ
て
体
験
し
た
大
正
中
期
以
降
の
暗
さ
を
、
そ
れ
を
慨
嘆
し

痛
恨
す
る
の
み
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
恥
ず
べ
き
過
去
と
し
て
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
く
、
そ
の
出
発
を
探
り
、〈
私
達
へ
の

道
〉、
即
ち
、
父
へ
の
視
点
か
ら
更
に
、
近
代
日
本
の
形
成
の
核
の
と
こ
ろ
を
問
お
う
と
す
る
意
図
が
明
確
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が

推
測
で
き
る
。

藤
村
が
長
男
楠
雄
を
馬
籠
に
帰
農
さ
せ
た
の
は
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
八
月
に
原
一
平
に
預
け
て
か
ら
で
あ
る
が
、
翌
年
に
田
地

を
購
入
し
、
十
五
（
一
九
二
六
）
年
一
月
末
に
新
築
な
っ
た
家
に
移
っ
て
か
ら
楠
雄
は
本
格
的
に
農
業
に
従
事
し
た
生
活
を
開
始
し
て
い

る
。
藤
村
が
そ
の
新
築
の
家
を
訪
れ
た
の
が
十
五
年
四
月
で
あ
り
、
そ
の
と
き
の
印
象
を
も
と
に
『
嵐
』
の
中
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。

『
大
都
市
は
墓
地
で
す
。
人
間
は
そ
こ
に
は
生
活
し
て
ゐ
な
い
の
で
す
』

こ
れ
は
日
頃
私
の
胸
を
往
つ
た
り
来
た
り
す
る
、
あ
る
す
ぐ
れ
た
芸
術
家
の
言
葉
だ
。（
略
）│
│
あ
の
芸
術
家
の
言
草
で
は
な

い
が
、
い
つ
の
間
に
か
墓
地
の
よ
う
な
気
の
し
て
来
た
こ
と
を
胸
に
浮
べ
て
見
た
。
過
ぐ
る
七
年
の
さ
び
し
い
嵐
は
、
そ
れ
ほ
ど

私
の
生
活
を
行
き
詰
つ
た
も
の
と
し
た
。

私
が
見
直
さ
う
と
思
つ
て
来
た
の
も
、
そ
の
墓
地
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
墓
地
か
ら
起
き
上
る
時
が
、
ど
う
や
ら
、
自
分
の
や
う

な
も
の
に
も
や
つ
て
来
た
か
の
や
う
に
思
は
れ
た
。
そ
の
時
に
な
つ
て
見
る
と
、『
父
は
父
、
子
は
子
』
で
な
く
、『
自
分
は
自

分
、
子
供
等
は
子
供
等
』
で
も
な
く
、
ほ
ん
た
う
に
「
私
達
」
へ
の
道
が
見
え
は
じ
め
た
。睛

藤
村
に
と
っ
て
息
子
を
馬
籠
の
地
に
帰
農
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
旧
家
」
の
復
活
と
、
故
郷
へ
の
憧
憬
と
い
う
視
点
に
加
え
、
父
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親
の
懐
か
し
い
記
憶
へ
の
遡
及
と
、
そ
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
以
後
の
不
穏
な
社
会
情
勢
と
、『
新
生
』
発
表
後
世
間
の
批
判
の
声
に
吹

き
曝
さ
れ
て
き
た
自
己
の
救
済
と
い
っ
た
意
図
を
探
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

『
嵐
』
に
お
い
て
「
大
都
市
は
墓
地
で
す
」
と
い
う
有
名
な
ロ
ダ
ン
の
言
葉
を
引
用
し
た
こ
の
箇
所
は
、
そ
の
「
墓
地
」
と
い
う
言
葉

に
、「
故
郷
」
で
あ
り
、「
家
」
で
あ
り
、
懐
か
し
い
記
憶
の
源
で
あ
り
の
実
感
を
喪
失
し
た
ま
ま
の
都
会
で
の
生
活
、
特
に
第
一
次
世
界

大
戦
以
降
の
、
そ
し
て
『
新
生
』
発
表
以
降
の
自
ら
の
都
会
で
の
生
活
を
比
し
て
み
て
い
る
心
情
が
窺
え
よ
う
。
そ
し
て
、
今
、「
そ
の

墓
地
か
ら
起
き
上
が
る
時
が
、
ど
う
や
ら
、
自
分
の
よ
う
な
も
の
に
も
や
っ
て
来
た
」
と
認
識
す
る
心
情
は
、
単
に
息
子
の
帰
農
を
実
現

し
、
故
郷
に
つ
な
が
り
を
獲
得
し
た
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
生
命
の
基
盤
へ
の
確
か
な
問
い
か
け
の
可
能
性
を
実
感
し

て
い
る
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
更
に
、「
父
」
と
「
子
」、「
自
分
」
と
「
子
供
」
と
い
う
肉
親
の
問
題
、「
個
」
の
問

題
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、「「
私
達
」
へ
の
道
」
と
は
、
十
川
信
介
氏
が
、
こ
の
箇
所
と
『
夜
明
け
前
』
の
青
山
半
蔵
像
を
関
連
さ
せ

て
、「「
長
い
時
の
流
れ
」
や
大
き
な
「
生
命
」
の
う
ね
り
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
」
と
指
摘
し
て
い
る
睥
と
こ
ろ
だ
が
、
ま
さ
に
島
崎
家
と

い
う
「
家
」
の
論
理
の
呪
縛
か
ら
真
に
自
由
な
視
点
に
立
っ
て
、「
個
」
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
近
代
日
本
の
形
成
の
有
り
よ
う
を

尋
ね
よ
う
と
す
る
視
点
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

『
嵐
』
を
発
表
し
た
す
ぐ
後
の
こ
と
を
後
年
回
想
し
た
『
桃
の
雫
』「
覚
書
」
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
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
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
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
っ
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
こ
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
か
っ
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
か
つ
た
。睿
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「
昭
和
二
年
の
は
じ
め
」、
即
ち
『
嵐
』
発
表
の
す
ぐ
後
に
は
す
で
に
『
夜
明
け
前
』
の
腹
案
が
立
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
藤

村
が
『
あ
る
女
の
生
涯
』
を
書
い
て
、
晩
年
の
父
の
狂
気
と
死
を
、
姉
園
の
、「
時
代
」
の
堅
牢
な
古
さ
へ
の
敗
北
の
死
と
対
置
さ
せ
て

捉
え
た
の
が
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
で
あ
っ
た
。

『
も
う
そ
ろ
そ
ろ
夜
が
明
け
さ
う
な
も
の
で
す
な
あ
。』

と
お
玉
の
旦
那
も
宗
太
の
方
へ
立
つ
て
行
つ
て
、
一
緒
に
窓
の
戸
を
開
け
て
見
た
。
根
岸
の
空
は
ま
だ
暗
か
つ
た
。睾

と
結
ん
だ
『
あ
る
女
の
生
涯
』
は
、『
夜
明
け
前
』
執
筆
が
そ
う
遠
く
な
い
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
終
わ
り
方
で
あ
っ
た
が
、『
嵐
』
を
経
過

し
て
、「
父
」
の
問
題
を
「
父
と
子
」
の
視
点
で
眺
め
る
の
で
は
な
く
、
近
代
日
本
の
出
発
と
展
開
の
有
り
よ
う
を
探
る
視
点
で
眺
め
る

可
能
性
を
確
信
し
た
と
き
、
本
格
的
に
「
街
道
と
い
ふ
も
の
を
通
し
て
父
の
時
代
に
突
き
入
る
」
意
思
と
方
法
を
獲
得
で
き
た
こ
と
が
推

測
で
き
る
。

註盧

座
談
会
「
夜
明
け
前
を
中
心
と
し
て
」（
青
野
季
吉
を
聞
き
手
と
し
た
座
談
会
）「
新
潮
」
昭
和
十
年
十
二
月
号
。（『
藤
村
全
集
』
筑
摩
書
房
、
昭

和
四
十
一
年
よ
り
刊
行
、（
以
下
『
藤
村
全
集
』
と
の
み
記
す
。）
第
十
二
巻
、
五
四
八
頁
。）

盪

三
好
行
雄
「『
夜
明
け
前
』
の
反
近
代
」「「
現
代
文
学
講
座
６
・
昭
和
の
文
学
蠡
」
至
文
堂
、
昭
和
五
十
年
六
月
（
三
好
行
雄
著
作
集
第
一
巻

『
島
崎
藤
村
論
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
六
頁
）。

蘯

十
川
信
介
「
夜
明
け
前
」（
作
品
鑑
賞
）『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
第
４
巻
・
島
崎
藤
村
』、
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
七
年
一
〇
月
、
二
九
三
頁
。

盻

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

眈
「『
夜
明
け
前
』
成
る
」
昭
和
十
年
九
月
十
五
日
の
「
東
京
朝
日
新
聞
」。

眇
『
回
顧
』（「
国
民
学
術
協
会
」
企
画
の
叢
書
、
中
央
公
論
社
刊
の
た
め
の
草
稿
、
生
前
未
発
表
。『
藤
村
全
集
』
第
十
三
巻
、
四
六
六
頁
。）

眄
『
幼
き
日
』
明
治
四
十
五
年
五
月
〜
大
正
二
年
四
月
、「
婦
人
画
報
」、
原
題
「
あ
る
婦
人
に
与
ふ
る
手
紙
」。
旧
版
藤
村
全
集
で
は
「
生
立
ち
の

記
」
と
改
題
。『
微
風
』（
大
正
二
年
四
月
、「
緑
陰
叢
書
」
第
四
篇
）
に
収
録
。『
藤
村
全
集
』
第
五
巻
、
三
八
五
頁
。
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眩

藪

禎
子
「
藤
村
と
東
京
」「
国
文
学
雑
誌
」
第
五
十
号

藤
女
子
大
学

平
成
五
年
三
月
。

眤
「
故
郷
を
思
う
心
」「
文
芸
倶
楽
部
」
大
正
十
一
年
八
月
号
（『
藤
村
全
集
』
第
九
巻
、
二
六
四
頁
）。

眞
『
ふ
る
さ
と
』
大
正
九
年
十
二
月
、
実
業
之
日
本
社
よ
り
初
版
刊
行
。「
二
八
、
鉛
筆
写
生
」（『
藤
村
全
集
』
第
九
巻
、
三
八
五
頁
）。

眥
『
家
』（『
藤
村
全
集
』
第
四
巻
、
三
八
二
頁
）。

眦
『
新
生
』（『
藤
村
全
集
』
第
七
巻
、
二
一
〇
頁
）。

眛
『
新
生
』（『
藤
村
全
集
』
第
七
巻
、
二
二
〇
頁
）。

眷
『
海
へ
』「
地
中
海
の
旅
」「
中
央
文
学
」
大
正
六
年
六
月
・
一
〇
月
（『
藤
村
全
集
』
第
八
巻
、
六
三
頁
）。

眸
『
海
へ
』「
故
国
を
見
る
ま
で
」「
中
央
公
論
」
大
正
七
年
四
月
（『
藤
村
全
集
』
第
八
巻
、
一
二
二
頁
）。

睇

渡
辺
廣
士
「
島
崎
藤
村
『
夜
明
け
前
』
解
読
」「
法
政
大
学
多
摩
論
集
」
平
成
五
年
四
月
。

睚
『
戦
争
と
巴
里
』「
春
を
待
ち
つ
ゝ
」
四
、
大
正
四
年
五
月
十
二
日
（『
藤
村
全
集
』
第
六
巻
、
三
九
二
頁
）。

睨
『
春
を
待
ち
つ
ゝ
』「
大
正
十
四
年
を
迎
へ
し
時
」「
東
京
朝
日
新
聞
」
大
正
十
四
年
一
月
二
〇
、
二
一
日
（『
藤
村
全
集
』
第
九
巻
、
一
七
一

頁
）。

睫
『
春
を
待
ち
つ
ゝ
』「
前
世
紀
を
探
求
す
る
心
」「
東
京
日
日
新
聞
」
大
正
十
四
年
二
月
三
日
〜
五
日
（『
藤
村
全
集
』
第
九
巻
、
一
九
一
頁
）。

睛
『
嵐
』「
改
造
」
大
正
十
五
年
九
月
号
（『
藤
村
全
集
』
第
十
巻
、
五
〇
頁
）。

睥

十
川
信
介
、
前
掲
書
、
二
八
九
頁
。

睿
『
桃
の
雫
』「
覚
書
」「
中
央
公
論
」
昭
和
十
一
年
一
月
号
（『
藤
村
全
集
』
第
十
三
巻
、
二
〇
三
頁
）。

睾
『
あ
る
女
の
生
涯
』「
新
潮
」
大
正
十
年
七
月
号
（『
藤
村
全
集
』
第
十
巻
、
一
〇
五
頁
）。

│
│
文
学
部
教
授
│
│
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