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「
X
蟷
螂
鰒
鉄
道
」
は
明
治
二
十
九
年
十
二
月
、
三
十
年

一
月
、
四
月
に
わ
た

っ

て

『江
湖
文
学
』
に
発
表
さ
れ
た
。

一
章
か
ら
三
章
、
四
章
か
ら
六
章
、
七
章
か

ら
九
章
に
分
け
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
題
名
の

「鉄
道
」
は
結
末
の
場
面
で
、
主

人
公

・
品
子
が
彼
女
の
も
と
を
訪
れ
た

か
つ
て
の
友
人

・
須
賀
子
を
踏
切
番
の
内

職
が
て
ら
鉄
道
の
停
車
場

へ
送

っ
て
行

っ
た
、
そ
こ
で
の
顛
末
を
指
し
て
付
け
ら

れ
て
い
る
。
品
子
は
そ
の
踏
切
で
須
賀

子
に
貰
わ
れ
て
行
く
幼
い
我
が
子
が
汽
車

に
轢
か
れ
そ
う
に
な
る
の
を
助
け
よ
う
と
も
せ
ず
、
ま
た
、夫
が
憲
兵
に
見

つ
か

っ

た
と
勘
違

い
し
て
投
げ
棄

て
て
い

っ
た
鰒
が
汽
車

に
轢
か
れ
て
い
る
の
を
見

つ
め

る
の
で
あ
る
。
作
品
の
な
か
に
そ
の
停
車
場
の
駅
名
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼

女

の
越
し
た
場
所
か
ら
考
え
て
そ
れ
を
特
定
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。
作
中
で

は
彼
女
は
新
井

に
越
し
た
と
な

っ
て
い
る
。
須
賀
子
の
弟

・
千
代
太
郎
が
雑
師
ヶ

谷
か
ら
馬
に
乗

っ
て
来
る
こ
と
、
須
賀

子
が
こ
こ
か
ら
鉄
道

で
牛
込
見
附
ま
で
帰

る
と
言

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
新
井

は
現
在
中
野
区
の
そ
れ
と
考
え
て
い
い
だ

ろ
う
。

 
そ
れ
な
ら
ば
こ
の
鉄
道
は
甲
武
鉄
道

で
あ
り
、
当
時
そ
の
停
車
場
は
新
宿
駅
を

過
ぎ
る
と
大
久
保
、
中
野
、
荻
窪
の
順
で
あ

っ
た
の
で
、
こ
こ
は
新
井
の
最
寄
り

の
停
車
場
と
い
う
こ
と
で
中
野
駅
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
甲
武
鉄
道
は
明
治
二

十
二
年
四
月
に
新
宿

・
立
川
間
が
開
通

、
同
八
月

に
は
八
王
子
ま
で
延
長
、

つ
い

で
二
十
七
年
十
月
に
新
宿

・
牛
込
間
、

二
十
八
年
四
月
に
牛
込

・
飯
田
町
間
が
開

通
し
て
い
る
。
現
在
の
中
央
線

に
当
た
り
、
新
宿
か
ら
大
久
保
を
過
ぎ
る
ま
で
大

き
く
左

に
カ
ー
ブ
し
て
い
る
線
路
は
そ
こ
か
ら
先
、
立
川
ま
で
ほ
ぼ

一
直
線

に
伸

び
て
い
る
。
当
時
の
交
通
の
主
力
は
甲
州
街
道
、
青
梅
街
道
で
あ

っ
た
が
、
鉄
道

の
敷
設
は
街
道
沿
い
の
住
民
の
反
対

に
合

い
、
そ
れ
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
、
草
の

茂

る
広
大
な
武
蔵
野
の
原
野
の
真
ん
中

に
真

っ
直
ぐ
に
引
か
れ
た
線
路
で
あ

っ

た
。
作
品
の
最
後
に
あ
る

〔十
町

一
列

に
穂
の
揃

へ
る
薄
の
穂
と
相
並
び
て
、
東

西
に
走
り
て
雲
に
入
る
、
二
筋
長
き
線
路
〕
と
い
う
の
は
こ
の
光
景
を
指
し
て
い

る
と
い
え
る
。
線
路
が
ひ
た
す
ら
真

っ
直
ぐ
に
引
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
こ
の
鉄

道
の
特
徴
と
な

っ
て
お
り
、
当
時
の
読
者

に
と

っ
て
は
〔新
井
〕
〔二
筋
長
き
線
路
〕

と
あ
る
だ
け
で
十
分
に
中
野
駅
を
想
定
し
、
そ
の
光
景
を
思

い
描
く
こ
と
は
可
能

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
作
者
が
こ
と
さ
ら
に
駅
名
を
匿
名
と
し
て

扱

っ
た
と
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
鉄
道
が
甲
武
鉄
道
で
あ
り
、

停
車
場
が
中
野
駅
で
あ
る
こ
と
は
作
品

に
と

っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
意
味
を
作
品
の
中
で
考
え
る
前
に
、
当
時
こ
の
鉄
道
が
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持

っ
て
い
た
の
か
を
確
認
し
た
い
。
こ
の
鉄
道
が
許
可
さ
れ
た
背
景
に

は

〔殊

に
青
山
練
兵
場
ヲ
通
過
ス
ル
ヲ
以
テ
将
来
同
所

二
軍
用
停
車
場
ヲ
設
置
ス

ル
ト
キ

ハ
運
兵
上
の
利
便
著
大
ナ
ル
モ
ノ
ト
シ
〕
と
い
う
意
図
が
あ

っ
た
わ
け
だ

が
、
折
か
ら
の
日
清
戦
争
に
お
い
て
そ
の
意
図
を
十
分
に
発
揮
し
、
軍
隊
の
派
遣
、

後
に
は
凱
旋
軍
隊
の
帰
還
に
大
い
に
用

い
ら
れ
た
。
軍
隊
の
輸
送
が
ほ
ぼ
完
了
し

た
後
、

二
十
七
年
十
月
に
新
宿

・
牛
込
間

の
営
業
運
転
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
の

鉄
道
が
当
時
注
目
を
集
め
関
心
を
引

い
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

新
保
邦
寛

「車
窓

の
風
景

・
〈
眼
〉
の
解
放

－
明
治
三
十
年
代

の
文
学
を
考
え
る

（3
）
―
」
に
は

〔お
そ
ら
く
、
明
治
中
期
の
小
説
に
と

っ
て
、
鉄
道
を
取
り
入



れ
る
こ
と
が
最
新
の
モ
ー
ド
で
あ

っ
た
〕
と

い
う
指
摘
が
あ
る
。
注
目
さ
れ
た
鉄

道
の
開
通
で
あ

っ
た
だ
け
に
、そ
れ
を
小
説

に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
〔最
新
の
モ
ー

ド
〕
と
し
て
の
狙
い
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
作
品
と
の
関
係
で
そ
れ

以
上

に
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

二
十
七
、
八
年
に
新
宿

・
飯
田
町
間
に
敷

か
れ
た
甲
武
鉄
道
が
東
京
市
中
を
走
る

〔本
邦
嚆
矢
ノ
市
街
鉄
道
〕
で
あ

っ
た
こ

と
で
あ
る
。
新
橋
、
上
野
、
新
宿
と
い
っ
た
東
京
の
入
口
と
地
方
と
を
結
ん
で
い

た
鉄
道
は
、
こ
こ
で
初
め
て
東
京
の
内
側

へ
入
り
込
み
、
市
街
地
と
郊
外
、
田
舎

と
を
直
接
結
ぶ
も
の
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
作
品
の
発
表
さ
れ
た
時
期
か
ら
考
え

て
、
そ
の
変
化
が
作
品
の
世
界
に
何
ら

か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば

〔最
新
の
モ
ー
ド
〕
以
上
の
意
味
が
こ
の
鉄
道

に
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。

こ
の
作
品
に
こ
の
鉄
道
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ

け
も
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
て
み
た
い
。

 
品
子
は
新
井
に
越
し
て
く
る
以
前

に
、
富
坂
上
の
古
本
屋
で
須
賀
子
の
書
い
た

小
説

『X
』
を
借
り
よ
う
と
し
て
い
た
時
、
千
代
太
郎
と
出
会

っ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
そ
の
富
坂
を
含
む
地
域
が
彼
女
の
か
つ
て
の
生
活
の
場
所
で
あ

っ
た
。
彼
女

は
数
日
前
に
そ
こ
か
ら
新
井

に
越
し
て
き
た
。
新
井
で
の
彼
女

の
生
活
は

〔長
屋

も
長
屋
、
こ
ん
な
辺
鄙
な
処

の
、
路
地

の
奥
〕
と
い
う
場
所
で

〔火
鉢

一
ツ
無
い
〕

〔手
桶
も
不
自
由
〕
と
い
う
ほ
ど
の
落
魄
ぶ
り
で
あ

っ
た
。
富
坂
界
隈
の
市
街
地

か
ら

〔汽
車
を
下
り
る
と
、
田
圃
道
で
〕
と
い
う
よ
う
な
新
井

へ
の
引

っ
越
し
は
、

没
落
し
て
し
ま

っ
た
彼
女
達

一
家
の
さ
ら
な
る
生
活
の
困
窮

に
迫
ら
れ
て
の
も
の

で
あ

っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
移

動
は
彼
女
の
零
落
を
象
徴
的
に
物
語

っ
て

い
る
だ
ろ
う
。
須
賀
子
が
甲
武
鉄
道
に
よ

っ
て
目
指
す
の
は
〔牛
込
見
附
〕
、
駅
名

で
い
え
ば
牛
込
で
あ
り
、
ま
た
当
時
鉄
道
の
終
点
は
飯
田
町
で
あ
る
。
か
つ
て
の

彼
女
た
ち
の
生
活

の
場
所
、
市
街
地
と

い
う
点
で
は
富
坂
界
隈
と
同
じ
地
域
に
含

ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
品
子
に
と

っ
て
こ
の
鉄
道

は
、
彼
女
が
須
賀
子
と

一
緒
だ

っ
た
女
学
校
時
代
を
含
む
幸
福
な
時
間
を
過
ご
し

た
市
街
地
と
、
現
在
の
惨
め
な
暮
ら
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
辺
鄙
な
田
舎
と

を
繋
ぐ
通
路
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
通
路

で
あ

っ
た
と
は
い
え
、

現
在
の
彼
女

に
と

っ
て
そ
れ
は
そ
の
身

の
零
落
を
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
さ
せ
る
も
の

に
他
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
こ
れ
に
乗
り
さ
え
す
れ
ば
瞬
く
間
に
か
つ
て
の
幸
福
な

場
所
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
通
路
で
あ
る
鉄
道
は
、
今
の
境
遇
で
は
到
底

そ
れ
の
か
な
わ
な
い
品
子
に
と

っ
て
は
、
か
え

っ
て
戻
れ
な
い
と
い
う
現
実
を
突

き
つ
け
て
く
る
残
酷
な
も
の
で
あ

っ
た
に
違

い
な

い
。
彼
女
が
踏
切
番
の
内
職
を

し
て
い
た
と
い
う
の
も
、
こ
の
数
日
間
そ
の
鉄
道
を
眺
め
、
華
や
か
な
街

へ
帰

っ

て
ゆ
く
人
々
を
見
送

っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
内
職
と
い
う
こ
と
の
持

つ
惨

め
さ
を
味
わ
う
以
上
に
彼
女
の
精
神

に
負
担
を
与
え
る
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
。
現

在
の
惨
め
な
境
遇
こ
そ
が
、
彼
女
の
中

に
子
供
が
死
ん
で
し
ま
え
ば

い
い
と
い
う

残
酷
な
願
望
を
生
み
出
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
女
が
踏
切
番
の
内
職
で
線
路
を

見

つ
め
て
い
た
こ
と
は
そ
の
願
望
を
さ
ら
に
募
ら
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
甲
武
鉄
道
が
こ
の
作
品
に
用
い
ら
れ
、
新
井
が
そ
の
舞
台
で
あ
る
意
味
の

一
端
は
こ
こ
に
あ
る
。
新
井
が
市
街
地
と
直
接
結
ば
れ
た
場
所
で
あ

っ
た
こ
と
、

鉄
道

の
開
通
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
新
井
と
い
う
土
地
の
こ
の
特
色
こ
そ
が
、

こ
の
物
語
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
と
も
い
え
る
の
だ
。

 
鏡
花
は

「
X
蟷
螂
鰒
鉄
道
」

に
少
し
遅
れ
て
発
表
さ
れ
た

「な

ゝ
も
と
桜
」
に

お
い
て
も
、
同
じ
く
新
井
と
富
坂
の
近
く
伝
通
院
を
結
ぶ
人
物
を
登
場
さ
せ
て
い

る
。
〔豊
多
摩
郡
の
新
井
〕
か
ら

〔伝
通
院
裏
の
私
立
学
校
〕
ま
で
教
え
に
出
掛
け

る
資
吉
の
通
う
道
筋
は
、
〔新
井
村
か
ら
雑
司
ケ
谷
、
音
羽
を
通

つ
て
、
大
塚
か
ら

伝
通
院
ま
で
行
く
間
〕
と
さ
れ
て
い
る
。
富
坂
は
伝
通
院
の
裏
手
で
は
な
い
の
で

大
塚
を
通
ら
ず
関

口
町
、
水
道
町
を
通
る
に
し
て
も
、
当
時
新
井
と
富
坂
界
隈
を

結
ぶ
の
は
こ
の
道
筋
が

一
般
的
で
最
も
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
ろ

う
。
品
子
達
が
新
井

へ
落
ち
て
来
た
の
も
、
わ
ず
か
な
荷
物
を
抱
え
て
こ
の
道
筋

を
逆
に
辿

っ
て
来
た
も
の
と
想
像
で
き
る
。
し
か
し
甲
武
鉄
道
は
そ
れ
と
は
異
な

る
道
筋
で
新
井
と
富
坂
と
を
結
ん
だ
も

の
で
あ

っ
た
。
甲
武
鉄
道
の
市
街
線
は
そ

れ
ま
で
の
雑
司
ヶ
谷
を
通
る
道
筋
と
は
異
な
り
、
中
野
か
ら
新
宿
、
新
宿
御
料
地

の
南
、
青
山
練
兵
場
の
北
、
鮫
ヶ
橋
の
南
を
通

っ
て

〔赤
坂
離
宮
ノ
北
隅
ヨ
リ
学

習
院
ノ
南
隅

二
隧
道
ヲ
穿
チ
〕
て
四
ッ
谷
に
出
、
そ
こ
か
ら
外
堀

の
内
側
を
通

っ

て
市

ヶ
谷
か
ら
旧
三
崎
練
兵
場
脇

の
飯
田
町
の
停
車
場
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
以

前
そ
こ
に
は
通
路
と
い
え
る
も
の
は
な
く
、
そ
の
つ
な
が
り
方
は
そ
れ
ま
で
に
人



が
徒
歩
や
車
で
移
動
し
て
い
た
も
の
と
は
別

の
流
れ
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
新
保

氏
の
論
で
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
W

.
シ
ヴ

ェ
ル
ブ
シ
ュ

『鉄
道
旅
行

の

歴
史
』
で
は
、馬
車
で
行
く
街
道
と
は
別

に
新
し
く
鉄
道
と
い
う
交
通
機
関
が
設
け

ら
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
〔
こ
の
よ
う
に
、
切
通
し
、
鉄
道
堤
、
ト
ン
ネ
ル
、
高
架

橋
方
式
で
地
形
を
裁
断
し
て
ゆ
く
鉄
道
線
路
は
、
十
九
世
紀
中
葉

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
風
景
を
変
え
、
ま
た
同
様

に
旅
行
者

の
知
覚
を
も
変
え
た
〕
、
〔風
景
の
自
然
な

起
伏
に
身
を
す
り
寄
せ
て
い
た
街
道
の
、
定
規
で
引

い
た
よ
う
に
風
景
を
裁
断
し

て
ゆ
く
線
路
に
よ
る
代
替
は
、
こ
の
風

景
の
喪
失
と
し
て
体
験
さ
れ
、
ト
ン
ネ
ル

の
中
で
は
特
に
は

っ
き
り
そ
う
思
わ
れ
た
〕
と
い
っ
た
よ
う
な
変
化
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
変
化
、
し
か
も
飯
田
町
と
中
野
と
を
結

ぶ

よ
り
は
か
な
り
長

い
距
離

の
移
動
が
対

象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
論
を
そ
の

ま
ま

「
X
蟷
螂
鰒
鉄
道
」

に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
に
し
て
も
そ

れ
ま
で
に
道

の
無
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
堀
を
抜
け
、
ト
ン
ネ
ル
を
穿
ち
、
橋
梁
を

架
け
、
定
規

で
引

い
た
よ
う
に
線
路
を
通
し
て
い
く
と
い

っ
た
事
情
は
甲
武
鉄
道

に
お
い
て
も
変
わ
り
が
な
い
。
こ
と
に
真

っ
直
ぐ
で
あ
る
こ
と
は

〔十
町

一
列
〕

の

〔二
筋
長
き
線
路
〕
と
い
う
部
分
で
強
調
さ
れ
て
も

い
る
の
だ
。
風
景

に
と

っ

て
、
ま
た
利
用
者
に
と

っ
て
、
鉄
道
が
そ
れ
ま
で
と
は
異
質
な
結
び

つ
き
を
作
り

だ
し
た
と
い
う
点
で
は
、
こ
こ
で
な
さ
れ
た
指
摘
は
こ
の
作
品
の
場
合

に
も
有
効

だ
ろ
う
。

 
そ
の
新
た
な
通
路
で
あ
る
鉄
道

に
関
し
て
、
品
子
が
鉄
道

に
決
し
て
乗
る
こ
と

は
な
く
見
つ
め
る
だ
け
で
あ

っ
た
の
に
ひ
き
か
え
、
須
賀
子
は
当
然

の
事
と
し
て

甲
武
鉄
道

に
乗

っ
て
新
井
を
訪
れ
、
品
子
の
子
供
を
連
れ
て
鉄
道
に
よ

っ
て
帰

っ

て
行
く
と
い
う
対
照
を
見
せ
る
。
亀
井
秀
雄
『感
性

の
変
革
』
で
は
、
こ
の
作
品
を

〔
B
の
系
列
〕
（須
賀
子
の
成
功
、
優
し
さ
、
千
代
太
郎
の
聡
明
さ
）
が
、

〔A
の

系
列
〕

（品
子
の
窮
迫
、
残
酷
さ
、
亭
主

の
卑
屈
さ
）
の

〔誇
り
を
傷

つ
け
ず

に
、

あ
る
い
は
A
系
列

の
誇
り
を
回
復
し
て
や
る
形
で
、
現
在

の
境
遇
か
ら
救
い
出
す

物
語
〕
の
形
で
あ
り
、
〔当
然
読
者
は
A
系
列

の
救
済
と
い
う
結
末
を
予
想
す
る
は

ず
〕
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
A
の
系
列

の
救
済
を
果
し
て
解
決
を
見
せ
る
も
の
で
も
、

救
済
を
果
た
さ
ず

に

〔常
套
的
な
解
決

に
ア
ン
チ

・
テ
ー
ゼ
を
提
出
す
る
意
図
〕

を
示
す
も
の
で
も
な
い
と
し
て
い
た
。
品
子
と
須
賀
子
と
が
対
照
的
な
ペ
ア
と
し

て
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
設
定
が
物
語
の
展
開
を
規
定
し
予
想
さ
せ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
品
子
の
窮
迫
と
須
賀
子
の
成
功
と
い
う
対
照
の

一
部
で

は
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
場
合
鉄
道
を
見
送
る
こ
と
と
利
用
す
る
こ
と
と
の
対
照
に

は
特
別
な
意
味
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
須
賀
子
が
読
者

の
期
待
通
り
に
品
子
達
を
救
済
し
な
か

っ
た
理
由

に
も
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う
。

 
品
子
と
須
賀
子
と
の
関
係
を
考
え
た
い
。
品
子
の
現
在
の
生
活
に
突
然
介
入
し

て
き
た
須
賀
子
は
彼
女
か
ら
言
葉
を
引
き
出
す
。
須
賀
子
と
の
会
話
の
な
か
で
品

子
は
そ
の
思
い
を
語

っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
須
賀
子
と
い
う
聞
き
手
が
現
れ
て

初
め
て
語
ら
れ
る
質
の
も
の
だ

っ
た
。
そ
れ
以
前

に
は
語
ろ
う
に
も
、
没
落
し
て

し
ま

っ
た
彼
女
の
周
囲
に
彼
女
の
言
葉
を
受
け
止
め
る
者
は
な
か
っ
た
。
愚
鈍
と

い
え
る
ほ
ど
に
描
か
れ
て
い
る
夫
に
は
心
の
内
を
語
り
理
解
さ
れ
る
と
い
う
望
み

は
あ
り
え
な
い
。
須
賀
子
と
い
う
聞
き
手
の
登
場
に
よ

っ
て
、
恐
ら
く
は
言
葉
に

な
ら
な
い
混
沌
と
し
て
心
の
な
か
に
渦
巻

い
て
い
た
も
の
が
、
言
葉

に
よ

っ
て
形

を
与
え
ら
れ
て
出
て
き
た
の
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
脇
明
子

『幻
想
の

論
理
』
で
は

「化
銀
杏
」
を
扱

っ
た
論
の
な
か
で
、
お
貞
が
芳
之
助
を
相
手
に
語
り

だ
す
こ
と
に
つ
い
て
、
〔こ
れ
ら
の
考
え
は
、
彼
女
の
心
の
中
に
漠
然
と
あ

っ
た
も

の
だ
が
、
言
葉
に
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
意
識
さ
れ
、
動
か
し
が
た
い
も
の
と
な
る
。

そ
れ
ま
で
な
ん
と
な
く
耐
え
て
き
た
こ
と
に
、
急
に
が
ま
ん
が
で
き
な
く
な
る
〕

と
お
貞

の
あ
り
方
を
分
析
し
て
い
た
。
そ
れ
と
同
様
の
あ
り
方
を

「X
蟷
螂
鰻
鉄

道
」

に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
会
話
に
現
れ

た
も
の
は
、
混
沌
が
言
葉
を
得

て
あ
り
の
ま
ま
に
溢
れ
出
て
き
た
と
い
う
の
で
は

な

い
よ
う
だ
。
品
子
が
須
賀
子
に
向
か

っ
て
現
在
の
心
境
を
語

っ
た
言
葉
に
は
、

語
る
様
子
の
描
写
が
必
ず
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
二
章
以
降
六

章

に
至
る
ま
で
品
子
の
言
葉

に
は
必
ず
そ
の
語
る
様
子
の
描
写
が
加
え
ら
れ
て
い

る
。

『X
』
を

〔空
な
家
政
学
〕
と
退
け
学
問
よ
り
も
裁
縫
が
出
来
た
方
が
ま
し
と

語
り
始
め
る
時

の

〔し
か
し
お
須
賀
さ
ん
〕
の
言
葉

に
は

〔此
声
力
籠
り
た
れ
ば
〕
、

学
問
に
つ
い
て

〔な
ま
じ
つ
か
の
其
が
邪
魔
に
な
つ
て
〕
に
は

〔主
婦
は
音

の
調

の
変
れ
る
〕
、
〔私
や
何
だ
つ
て
、

つ
ま
ら
な

い
、
学
校

へ
な
ん
ぞ
行

つ
た
ん
で
せ



う
。
邪
魔
で
、
邪
魔
で
し
や
う
が
あ
り

ま
せ
ん
〕
と
学
問

へ
の
嫌
悪
を
言
い
募
る

時
に
は

〔あ
る
じ
は
顔
の
色
か
は
り
ぬ
。
唇
を
ば
ふ
る
は
せ

つ
ゝ
〕
、
さ
ら
に

〔其

眉
動

い
た
り
〕
と
あ
る
。
学
問

へ
の
嫌
悪
を
語
る
際
の
こ
れ
ら
の
様
子
は
、
こ
の

言
葉
の
意
味
の
読
み
取
り
に
制
約
を
与

え
る
だ
ろ
う
。
特
に
二
章

に
お
い
て
彼
女

は
自
ら

〔時
々
は
堪
ら
な
く
、
キ
、
キ
と
胸

へ
何
だ
か
込
上
げ
る
の
〕
と
言

っ
て

い
る
。
精
神
の
状
態
が
彼
女
の
か
ら
だ

に
影
響
を
与
え
る
事
を
予
め
告
げ
て
い
る

こ
の
言
葉
は
、
語
る
様
子
の
描
写
に
よ

っ
て
精
神
の
状
態
を
読
み
取
る
と
い
う
読

み
方
を
支
持
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
語
る
様
子
の
描
写
は
こ
れ
ら
の
言
葉
を
語

る
こ
と
に
対
し
て
品
子
が
何
ら
か
の
強

い
動
揺
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る

も
の
で
あ
る
。
自
分
自
身
に
強
く
言
い
聞
か
せ
な
け
れ
ば
発
せ
ら
れ
な
か

っ
た
言

葉
な
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
納
得
し
て
語

っ
て
い
る
は
ず
の
言
葉
を
音
調
や
表
情

が
裏
切

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
女
は
後

に
〔も
う

一
度
、
あ
な
た
と
打

毬

が
し
て
遊
び
た
い
ね
〕
と
語

っ
て
い
る
。
こ
の
際
の
様
子
の
描
写
は

〔は
ら
く

と
落
涙
せ
り
〕
と
な

っ
て
お
り
、
そ
の
様
子
は
彼
女
が
抑
圧
か
ら
解
放
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
楽
し
か

っ
た
学
生
時
代
の
思

い

出
は
捨
て
き
れ
な

い
も
の
で
あ
る
ら
し
く
、
そ
れ
が
後
に
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
、
学
問

へ
の
嫌
悪
を
語

っ
て
い
た
言
葉
が
何
ら
か
の
抑
圧
を
被

っ
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
須
賀
子
が
品
子

の
前

に
現
れ
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
現
在
の

境
遇
を
嫌
悪
し
、
恵
ま
れ
て
楽
し
か

っ
た
過
去
を
思
慕
す
る
こ
の
言
葉
は
発
せ
ら

れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
須
賀
子
は
彼

女
が
須
賀
子
に
対
し
て
、
の
み
で
な
く
恐

ら
く
自
分
に
対
し
て
も
包

み
隠
そ
う
と
し
て
い
た
心
の
内
を
露
呈
さ
せ
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

 

さ
ら
に
品
子
は
学
校

へ
行

っ
た
こ
と
、
書
籍
を
読
ん
だ
こ
と
が
邪
魔

に
な
る
こ

と
と
引
き
較
べ
て
我
が
子
が
邪
魔

に
な

る
こ
と
を
語
る
。
そ
の
際

に
も
同
様
に
語

る
様
子
の
描
写
は
な
さ
れ
て
い
る
。
学
校
に
通

っ
た
こ
と
以
上

に
子
供
が
邪
魔

に

な
る
と
し
て

〔こ
ん
な
に
邪
魔

に
な
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
〕
と
す
る
言
葉
に
は

〔声
を
ふ
る
は
し
て
〕、

〔養
が
不
十
分
な
故
で
せ
う
、
毎
月
些
と
づ

ゝ
小
さ
く
な

り
ま
す
〕
に
は

〔と
い
ひ
か
け
て
眼
を

し
ば
た

ゝ
け
り
〕
、
〔新
粉
に
し
て
し
ま
え

ば

い
ゝ
。

い
づ
れ
、
両
親
の
玩
弄
物
に
な
つ
て
、
後
で
日
が
経
て
ば
、
干
か
ら
び

て
、
う

つ
ち
や
ら
れ
る
位
な
も
ん
で
す
〕
に
は
〔凜

と
し
て
、
声
に
力
を
籠
め
て
〕。

語
る
様
子
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
言
葉
通
り
の
意
味
以
上
の
何
事
か
を
伝

え
よ
う
と
す
る
書
き
方
は
学
問
に
対
す
る
嫌
悪
を
語
る
際
と
変
わ
ら
な
い
。
そ
の

様
子
も
声

の
調
子
の
変
化
や
眼
の
表
情
を
用
い
た
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
。
で
は

子
供
が
邪
魔

に
な
る
と
い
う
言
葉
に
は
学
問
に
対
し
て
持

っ
て
い
た
の
と
同
様
の

心
理
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
や
つ
れ
た
無
力
な
子
ど

も
は
彼
女
の
置
か
れ
た
子
供
す
ら
も
満
足

に
養
え
な
い
よ
う
な
惨
め
な
境
遇
を
常

に
自
覚
さ
せ
続
け
る
存
在
で
あ
り
、
子
ど
も

へ
の
愛
着
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
そ

れ
だ
け
か
え

っ
て
惨
め
さ
は
切
実
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
彼
女
の
子
供

へ
の
激
し
い
嫌
悪
は
そ
の
か
な
え
ら
れ
な
い
愛
情
の
裏
返
し
の
表
現
な
の
だ
と
。

そ
し
て
捨
て
ら
れ
な
い
愛
着
は
言
葉
を
裏
切

っ
て
溢
れ
出
し
て
音
調
や
表
情

に
現

さ
れ
て
お
り
、
学
問
に
対
し
て
の
場
合

の
よ
う
に
抑
圧
さ
え
取
り
除
か
れ
れ
ば
愛

着
を
素
直
に
表
現
で
き
る
も
の
な
の
だ
と
。

 

し
か
し
、
子
供
に
対
し
て
は
事
情
が
異
な
る
よ
う
だ
。
須
賀
子
が
品
子
の
心
の

中
を
言

い
当
て
た
時
書
き
方

に
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う

に
、
そ
れ
ま
で
品
子
の
言
葉
に
関
し
て
は
語
る
様
子
の
描
写
に
よ

っ
て
言
葉
通
り

の
意
味
以
上
の
何
事
か
を
読
み
取
ら
せ
て
い
た
。
子
供

に
対
す
る
嫌
悪
を
語
る
際

に
も
そ
の
書
き
方
は
な
さ
れ
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
須
賀
子
が
子
供
を
引

き
取
る
こ
と
を
申
し
入
れ
た
際
に
は

〔渠
は
真
と
は
せ
ざ
り
し
な
り
〕
と
品
子
の

心
中
を
解
説
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
解
説
は
こ
れ
以
前

に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も

の
で
あ
る
。
須
賀
子
が

〔し
ま
ひ
に
や
殺
さ
ず
に
は
置
き
ま
す
ま
い
！
〕
と
言

っ

た
時
に
は
〔主
婦
は
蒼
く
な
り
ぬ
〕、
そ
こ
へ
夫
が
入

っ
て
き
た
時
の
反
応
に
は
〔眼

の
色
は
た
ゞ
な
ら
ず
〕
と
こ
れ
ま
で
通
り
品
子
の
様
子
の
描
写
が
な
さ
れ
て
そ
こ

か
ら
心
の
中
を
窺
う
と
い
う
書
き
方
に
な

っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
に
続
け
て
〔
い

ま
女
作
家

に
看
破
さ
れ
し
胸
の
内
〕
と
あ
り
、
心
中
が
看
破
さ
れ
た
と
断
定
し
て

し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
断
定

に
従
え
ば
品
子
は
子
供
を
抹
殺
し
た

い
と

い
う
願
望
を
持

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
学
問
に
対
す
る
嫌
悪
を
語
る
こ
と
が
、

そ
れ

へ
の
愛
着

の
裏
返
し
に
と
ど
ま

っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
た
の
と
は
異
な
り
、
子
供
に
対
す
る
嫌
悪
を
語
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
抹
殺
し
た



い
と

い
う
願
望
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
し

て
し
ま

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。

こ
の
作
品

に
は

一
章
か
ら
〔持
主
な
り
し
人

の
名
な
る
べ
し
〕
〔幾
度
か
繰
返
し
て

愛
読
せ
る
其
眼
に
は
触
れ
た
り
け
む
〕
と

い
う
記
述
が
あ
り
、

二
人
の
会
話
を
横

か
ら
見

つ
め
、
推
測
の
形
で

『
X
』

に
付

い
て
の
情
報
を
伝
え
て
い
る
語
り
手
を

想
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
ま
で
の
品
子
の
語
る
様
子
の
描
写
も
、
彼
が
そ

の
ま
ま
二
人
の
会
話
を
見

つ
め
続
け
、
自

ら
の
解
釈
を
差
し
挟
ま
ず
伝
え
て
い
た

と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
彼
が
こ
こ
に
き
て
あ
り
方
を
変
え
た
わ
け
だ
。
語
り

手
に
と

っ
て
こ
こ
で
の
品
子
の
心
中
、

つ
ま
り
子
供
を
抹
殺
し
た

い
と
い
う
願
望

は
は

っ
き
り
と
断
定
可
能
な
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
作
品
に
提
出
す
べ
き
も
の
で

あ

っ
た
。
こ
れ
ま
で
品
子
の
様
子
か
ら
彼

女
の
心
中
を
読
み
取
ら
せ
て
き
た
、
そ

れ
に
解
答
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
も
な

る
。
こ
の
逸
脱
は
子
供
を
抹
殺
し
た
い
と

い
う
常
識
で
は
想
像
さ
せ
に
く
い
願
望

を
確
実
に
伝
え
る
た
め
だ
と
い
う
こ
ど
は

で
き
る
。
し
か
し
そ
の
際
品
子
に
則
し
た
納
得
で
き
る
よ
う
な
心
理
の
ド
ラ
マ
は

な
く
、
心
理
の
過
程
は
追
わ
れ
ず
、
須
賀

子
に
よ

っ
て
心
中
は
明
ら
か
に
さ
れ
語

り
手
が
そ
れ
が
正
し
い
こ
と
を
断
定
し

て
し
ま
う
。
音
調
や
表
情
の
描
写
に
よ

っ

て
会
話
の
言
葉
以
上
の
何
事
か
を
伝
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
解
釈
は
あ
る
程

度
作
者
と
読
者
の
共
通
の
常
識
の
基
盤

の
上
で
な
さ
れ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。
学
問
に
対
す
る
嫌
悪
を
語
る
時
、
子
供

に
対
す
る
嫌
悪
を
語
る
時
、
そ
の

語
る
様
子
は
常
識
的

に
解
釈
す
れ
ば
愛
着
の
裏
返
し
の
表
現
で
あ
り
、
彼
女
が
本

当
の
願
望
を
抑
圧
し
て
い
る
と
読

み
取

る
こ
と
の
で
き
る
も
の
だ

っ
た
。
し
か
し

こ
こ
で
語
り
手
は
、

〔看
破
さ
れ
し
胸

の
内
〕
と
ま
る
で
品
子
の
心
中
に
か
ね
て
よ

り
隠
し
て
い
た
は

っ
き
り
と
し
た
願
望

が
あ

っ
た
か
の
よ
う
に
断
言
す
る
。
品
子

の
言
葉
が
何
事
か
を
抑
圧
し
て
語
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
つ
つ
読
み
進
ん

で
き
た
者
に
と

っ
て
は
、
余
り
に
唐
突

に
提
出
さ
れ
た
願
望
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

あ
の
品
子
の
言
葉
を
聞

い
た
だ
け
で
な
ぜ
須
賀
子
が

〔し
ま
い
に
や
殺
さ
ず
に
は

置
き
ま
す
ま
い
〕
と
的
確

に
彼
女
の
心
中
を

〔看
破
〕
で
き
る
の
か
、
常
識
的

に

は
納
得
し
づ
ら
い
。
そ
こ
に
合
理
的
な
脈
絡
を
付
け
て
解
釈
す
る
た
め
に
は
説
明

が
不
足
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
須
賀
子
は
登
場
人
物
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を

求
め
ら
れ
る
よ
り
は
、
そ
の
願
望
を
提
出
す
る
と
い
う
役
割
が
優
先
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
願
望
の
存
在
を
断
定
し
よ
う
と
す
る
語
り

手
の
志
向

に
沿

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
語
り
手
は
な
ぜ
そ
れ
ま
で
の
あ
り
方
を
逸

脱
し
て
ま
で
こ
の
感
情
を
断
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

 
こ
れ
は
品
子
に
と

っ
て
は
隠
し
て
い
た
心
中
を
言
い
当
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
心
中

を
言

い
当
て
ら
れ

る
こ
と
と

い
う

モ
チ
ー
フ
は
、
親
類

に
よ

っ

て
定
め
ら
れ
た
結
婚
、
そ
の
結
婚
生
活
で
の
女
性
の

“
不
幸
”
を
描
く
と
い
う
点

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
、
設
定
上

「
X
蟷
螂
鰒
鉄
道
」
と
共
通
点
を
持

つ

「化
銀
杏
」
に
お
い
て
も
、

夫

へ
の
殺
意
が
夫
自
身
に
よ

っ
て
言
い
当
て
ら
れ
お
貞
が
狂
わ
ん
ば
か
り
に
驚

い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
と
い
う
部
分
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
―
之
巻
」
で
も
好
意
を
持

っ
て
い
る
秀
に

将
棋
で
わ
ざ
と
負
け
て
や

っ
て
い
る
新
次
の
心
中
が
、
富

の
市
に
よ

っ
て

〔君
は

へ
つ
ら
ふ
ね
〕
と
言

い
当
て
ら
れ
た
際
に
、
〔全
身
の
血
は
頭
に
の
ぼ
り
て
、
耳
ぐ

わ
つ
と
鳴
る
と
ぞ
覚
え
し
〕
と
な
る
場
面
に
も
現
れ
て
い
る
。
特

に

「
一
之
巻
」

に
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
鏡
花

の
実
体
験
の
な
か
に
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
原
型
と

な

っ
た
も
の
が
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
モ

チ
ー
フ
が
い
か
に
作
品
の
な
か
で
機
能
し
て
い
る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た

「化
銀
杏
」
に
お
い
て
は
死
を
覚
悟
し
た
夫

・
時
彦
の

病
床
に
付
き
添
う
お
貞
は
、
〔死
ん
で
く
れ
り
や

い
ゝ
〕
と
思

っ
て
い
た
心
中
を
言

い
当
て
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
時

の
お
貞
の
様
子
は

〔殆
ど
狂
せ
む
と
せ
り
〕
と

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
彼
女
の
態
度
は

一
転
し
て
毅
然
と
し
た
も
の
と
な

る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
冒
頭
と
こ
の
時
の
お
貞
の
様
子
の
描
写
が
呼
応
し
て
い

る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
そ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
も
の
か
ら
解
放

さ
れ
た
状
態
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
冒
頭
で
お
そ
ら
く
夫

へ
の
抑

え
き
れ
な

い
呪
詛
に
悩
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
お
貞
の
様
子
は

〔譬

へ
ば
炬
燵

に
居

眠
り
た
る
が
、
う

つ
と
り
と
覚
め
し
も
の
の
如
く
、
涼
し
き
眼
の
中
曇
を
帯
び
て
、

見
る
に
俤
晴
や
か
な
ら
ず
、
暗
雲

一
帯
眉
宇
を
か
す
め
て
、
渠
は
何
を
か
物
思

へ

る
〕
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
夫
に
心
中
の
秘
密
を
言
い
当
て
ら
れ
た
直
後

に
は

〔「
は
い
、
決
し
て
申
訳
は
い
た
し
ま
せ
ん
。」
／
と
い
と
潔
よ
く
言
放
て
る
、
両

の
瞳
の
曇
は
晴
れ
つ
。
旭
光

一
射
霜
を
払
ひ
て
、
水
仙
忽
ち
凜
と
せ
り
〕
と
あ
る
。

こ
こ
で
は
彼
女
の
眼
の
曇
り
に
よ

っ
て
そ
の
精
神

の
状
態
が
象
徴
的

に
表
現
さ
れ



て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
眼
の
曇
り
は
晴
れ
た
の
で
あ
る
。
お
貞
は
芳
之
助

に

〔人
の
妻
の
身
で
、
何
た
る
恐
し
い
了
簡
だ
ら
う
と
、
心
の
鬼
に
責
め
ら
れ
ち
や

あ
、
片
時
も
気
が
や
す
ま
ら
な

い
で
、
始
終
胸
が
ど
き
く

す
る
〕
と
語
り
倫
理

に
責
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
告
白
は
す
る
も
の
の
、
そ
れ
に
続
い
て

〔私

の
胸
に

あ
る
こ
と
を
、
人
に
見
付
か
り
や
し
ま

い
か
と
、
左
様
思
ふ
か
ら
恐
怖
ん
だ
よ
〕

と
訴
え
て
も
い
る
の
だ
。
彼
女
を
苦
し
め
て
い
た
も
の
は
夫
を
抹
殺
し
た
い
と
い

う
思
い
が
消
え
な
い
こ
と

へ
の
罪
悪
感

で
あ

っ
た
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
思
い
が

夫
に
見

つ
か

っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
と
い
う
恐
れ
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
心
中
を
言

い
当
て
ら
れ
る

こ
と
で
彼
女

の
悩
み
は

一
旦
は
解
消
さ

れ
、
彼
女
は
あ
る
意
味
で
は
解
放
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

解
放
は

一
方
で
そ
れ
ま
で
の
生
活
を
続
け
て
い
く
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
で
も
あ

っ
た
。
脇
氏
の
言
う
よ
う
に
語
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
み
出

さ
れ
た

〔死
ん
で
く
れ
り
や
い
ゝ
〕
と

い
う
呪
詛
は

一
人
歩
き
を
し
、
そ
の
後
実

行
さ
れ
、
彼
女
は
精
神
を
破
綻
さ
せ
る
。
後
日
譚
の
部
分
で

〔化
銀
杏
〕
と
呼
ば

れ
る
狂
者
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
彼
女
は
、
〔西
村
の
奥
様
は
感
心

だ
。
…
…
ま
る
で
嫁
に
き
た
て
の
や
う

に
、
旦
那
様
を
大
事
に
す
る
。
…
…
貞
女

の
鑑
だ
〕
と
い
う
評
判
の
立

つ
ほ
ど
の
生
活
を
失

っ
た
の
だ
。
心
中
を
言
い
当
て

ら
れ
る
こ
と
は
お
貞
の
言
う
と
こ
ろ
の

〔世
間
〕
で
生
活
す
る
こ
と
を
不
可
能
に

し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
同
様

の
あ
り
方
を
、
隠
し
て
い
た
心
中
を
言
い
当
て

ら
れ
る
こ
と
、
常
識
的
に
は
愛
す
べ
き
立
場
の
人
間
を
抹
殺
し
た
い
と
願

っ
て
い

る
こ
と
と
い
う
共
通
点
を
持

つ
、
「
X
蟷
螂
鰒
鉄
道
」
に
も
読
み
取
る
こ
と
は
出
来

な
い
だ
ろ
う
か
。

 
「化
銀
杏
」
の
場
合
を
援
用
し
つ
つ
、
語
り
手
の

〔看
破
さ
れ
し
胸
の
内
〕
と
い

う
言
葉
に
従

っ
て
解
釈
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
品
子
の
心
理
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ

う
。
子
供
を
抹
殺
し
た
い
と
い
う
願
望

は
品
子
の
心
の
中
に
漠
然
と
し
た
形
で
渦

巻

い
て
お
り
、
彼
女
は
そ
れ
を
抑
圧
し
直
視
し
な
い
で
暮
ら
し
て
き
た
。
そ
う
す

る
こ
と
で
彼
女

の
心
の
中
の
安
定
は
保

た
れ
、
生
活
は
維
持
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

須
賀
子
さ
え
出
現
し
な
け
れ
ば
、
子
供

は
自
然

に
衰
え
て
行
き
、
貧
困
の
た
め
の

”止
む
を
得
な
い

”
死
を
迎
え
た
の
で
あ
ろ
う
し
、

〔辺
鄙
な
処
〕
で

〔長
屋
な
み

の
お
か
み
さ
ん
づ
き
あ
ひ
〕
の
で
き
る

〔鈍
な
も
の
〕
に
成
り
果
て
て
し
ま
う
と

し
て
も
、
そ
れ
で
何
事
も
な
く
過
ぎ
て
い
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
須
賀
子
の
出
現

に
よ

っ
て
品
子
の
平
衡
に
ゆ
れ
が
生
じ
る
。
須
賀
子
は
彼
女
に
言
葉
を
語
ら
せ
、

思

い
は
形
を
得
て
少
し
づ
つ
溢
れ
始
め
る
。
た
だ
、
ま
だ
抑
圧
し
て
い
る
も
の
が

あ
ら
わ
に
な

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
抑
圧
し
て
い
る
も
の
は
巧
妙

に
隠
蔽
さ
れ
た

ま
ま
だ

っ
た
。
須
賀
子
と
の
会
話
の
な
か
で
、
品
子
は
露
骨
に
子
供
を
殺
し
て
し

ま
い
た
い
と
訴
え
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
彼
女
は
我
が
子
が
衰
え
て
い
く
の
を
、

干
か
ら
び
て
や
が
て
は
棄
て
ら
れ
る
新
粉
細
工
に
な
ぞ
ら
え
て
、
婉
曲
に
願
望
を

表
現
し
て
い
る
の
だ
。
新
粉
細
工
の
人
形
が
干
か
ら
び
て
ゆ
く
様
子
は
子
殺
し
の

生
々
し
さ
を
緩
和
し
て
い
る
。
し
か
し
須
賀
子
が

〔し
ま
ひ
や
殺
さ
ず
に
は
置
き

ま
す
ま
い
〕
と
願
望
を
言

い
放
つ
こ
と
で
そ
れ
は
許
さ
れ
な
く
な
る
。
そ
の
時
彼

女
の
抑
圧
は
解
か
れ
、
学
問
に
対
し
て
は
楽
し
か

っ
た
学
生
時
代
に
戻
り
た

い
と

口
に
出
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

一
方
そ
の
解
放
は
彼
女
に
子
供
を
抹
殺
し
た

い
と
い

う
願
望
を
確
固
と
し
た
も
の
に
し
て
し
ま

っ
た
。
須
賀
子
に
よ

っ
て
子
供
が
連
れ

去
ら
れ
る
場
面
で
、
彼
女
は
別
れ
て
し
ま
う
子
供
と
の
名
残
を
惜
し
も
う
と
も
し

な
い
。
汽
車
の
音
に
驚

い
た
子
供
が
自
分
の
と
こ
ろ
に
駆
け
寄

っ
た
た
め
に
汽
車

に
轢
か
れ
そ
う
に
な

っ
て
も
、
助
け
る
ど
こ
ろ
か
彼
方
を
眺
め
た
ま
ま
で
あ
る
。

こ
の
時
彼
女
の
願
望
は
実
行
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。
目
の
前

に
死
ん
で
し

ま
え
ば

い
い
と
思
う
子
供
が
い
る
よ
り
は
、
須
賀

子
が
引
き
取
る
こ
と
で
消
え

去

っ
て
し
ま

っ
た
ほ
う
が
よ
く
、
鉄
道
に
轢
か
れ
て
死
ん
で
し
ま
え
ば
願
望
が
か

な
う
の
で
あ
る
。
須
賀
子
か
ら
子
供
を
引
き
取
る
提
案
の
あ

っ
た
時
、
品
子
は
〔其

は
私

一
人
の
児
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
も
の
〕
〔学
校
の
気
で
い
ら
つ
し
や
る
〕
と
言
う
。

こ
れ
と
て
子
供
を
ど
う
し
て
も
失

い
た
く
な

い
と
い
う
思

い
は
窺
え
な
い
も
の

の
、
と
も
あ
れ

一
旦
は
拒
絶
す
る
。
常
識
的
に
予
想
し
や
す
い
対
応
で
あ
る
。
し

か
し
須
賀
子
の

〔し
ま
ひ
に
や
殺
さ
ず
に
は
置
き
ま
す
ま
い
〕
と
い
う
言
葉
の
後
、

子
供
が
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
に
同
意
し
手
放
し
て
し
ま
う
ま
で
の
経
緯
は
全
く
書

か
れ
て
い
な
い
。
品
子
は
煩
悶
も
躊
躇
も
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
手
放
す
に

し
て
も
、
貧
乏
な
暮
ら
し
の
中
で
ろ
く
に
食

べ
物
も
与
え
ら
れ
ず
も
し
か
す
れ
ば

こ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う
よ
り
は
裕
福
な
家
庭
で
育
て
ら
れ
た
ほ
う
が
子
供
に



と

っ
て
幸
せ
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
、
と

い
っ
た
よ
う
な
想
像
し
や
す
い
解
釈
を

そ
の
間
の
品
子
の
心
情
に
当
て
は
め
て
よ

い
も
の
だ
ろ
う
か
。

品
子
が
子
供
を
手
放
す
こ
と
に
同
意
す

る
こ
と
の
代
わ
り
に
書
か
れ
て

い
る
の

は
、
鰒
を
共
に
食

べ
る
こ
と
を
要
求
す
る
夫

へ
の
嫌
悪
と
、
〔も
う

一
度
、
あ
な
た

と
打

毬
が
し
て
遊
び
た
い
ね
〕
と

い
う
楽
し
か

っ
た
学
生
時
代

へ
の
思
慕

で
あ

り
、次
の
場
面
で
は
子
供
は
須
賀
子
が
連
れ
帰
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
会
話
か
ら
子
供
を
手
放
す
こ
と
は
了
解
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
な

書
き
方
で
あ
り
、
現
在
の
惨
め
な
境
遇

へ
の
嫌
悪
を
語
る
彼
女
は
、

こ
の
境
遇

に

あ
れ
ば
そ
う
し
た
願
望
を
抱
く
の
は
仕

方
の
な

い
こ
と
と
で
も
言

い
た
げ

で
あ

る
。
心
中
が
言
い
当
て
ら
れ
た
際
の
彼
女

の
様
子
は

〔主
婦
は
蒼
く
な
り
ぬ
〕
と

さ
れ
る
。
常
識
的
に
考
え
れ
ば
子
供
を
抹
殺
し
た
い
と
い
う
願
望
は
、
彼
女

に
対

し
て
倫
理
的
に
責
め
る
も
の
で
は
あ

っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
彼
女
は
そ
の
願
望
が

倫
理
に
も
と

っ
て
い
る
こ
と
に
苦
し
ん

で
は

い
な
い
。
彼
女
を
青
ざ
め
さ
せ
た
も

の
、
彼
女

の
恐
れ
は
自
分
が
倫
理
に
反
す

る
残
酷
な
思
い
を
抱

い
て
し
ま

っ
た
こ

と
に
で
は
な
く
、
抑
え
て
い
た
心
中
が
暴

か
れ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

そ
れ
自
体

に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
心
中
が
暴
か
れ
て
し
ま
え
ば
そ
こ

に
、
倫
理
の
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
女
は
倫
理
と

い
う
よ
う
な

も
の
が
成
り
立

つ
基
盤
を
失

っ
て
し
ま

っ
た
の
だ
。
心
中
を
言
い
当
て
ら
れ
る
こ

と
は
、
自
分

の
心
に
折
り
合

い
を
付
け
て
守

っ
て
い
た
も
の
を
失
う

こ
と
で
あ
る
。

彼
女

の
心
が
維
持
し
て
き
た
秩
序
が
崩

れ
て
し
ま
う
こ
と
。
む
し
ろ
そ
の
こ
と
の

ほ
う
が
彼
女

に
と

っ
て
は
重
大
な
位
置

を
占
め
て
い
る
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。

失

っ
た
も
の
は
倫
理
的
な
自
分
と
い
う
安
心
で
き
る
場
所
で
あ
り
、
彼
女
が
須
賀

子
と
の
会
話
の
な
か
で
そ
う
あ
ろ
う
と
望

ん
で
い
た

（語
る
様
子
の
描
写
は
そ
れ

が
何
ら
か
の
抑
圧
を
被

っ
て
い
る
も
の
だ

と
い
う
こ
と
を
明
か
し
て
し
ま

っ
て
い

た
け
れ
ど
も
）
良
き
妻
、
良
き
母
と
い
う
自
分
の
像
で
あ
る
。
こ
の
願
望
の
露
見

は
常
識
と
い
わ
れ
る
も
の
の
範
囲
内
で
生
活
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
。
心
中

を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
は
日
常

の
生
活

と
い
う
点
に
関
し
て
は
破
綻
を
招
く
も
の

で
あ

っ
た
の
だ
。

 

「化
銀
杏
」
で
は
、
夫
を
抹
殺
し
た
い
と
い
う
願
望
を
実
行
し
た
お
貞
は

〔化
銀

杏
〕
と
呼
ば
れ
る
狂
人
に
な

っ
て
し
ま
う
が
、
「
X
蟷
螂
鰒
鉄
道
」
に
お
い
て
も
品

子
が
日
常

の
生
活
を
失
う
徴
候
は
見
え
て
い
る
。
子
供
を
引
き
取

っ
て
ゆ
く
須
賀

子
を
見
送

っ
て
停
車
場
ま
で
行
く
品
子
の
姿
を
考
え
た
い
。
品
子
の
全
身
の
姿
は

こ
の
時

に
初
め
て
描
写
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
に
も
桶
も
な

い
、
土
瓶
も
欠
け
た
と

い
う
貧
困
ぶ
り
は
語
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
示
さ
れ
る

〔縞
柄
も
分
ら
ぬ
ま
で

着
古
し
た
る
素
袷
の
裾
は
切
れ
て
、
海
松
の
如
く
、
も

つ
れ
て
、
垂
れ
て
〕、
〔履

き
切
ら
し
た
る
冷
飯
草
履
に
、
身
を
ま
か
し
棄
て
て
ぞ
歩
し
来
る
〕
と
い
う
姿
は
、

須
賀
子
と
の
会
話
の
際
の
毅
然
と
し
た
話
ぶ
り
か
ら
は
予
想
し
づ
ら

い
ほ
ど
の
極

端
な
落
ち
ぶ
れ
方
で
あ

っ
た
。
貧
困
の
た
め
の
み
す
ぼ
ら
し
さ
ば
か
り
で
な
く
、

す
で
に
全
て
を
投
げ
捨
て
て
し
ま

っ
た
か
の
よ
う
な
様
子
で
あ
る
。
と
く
に
そ
の

服
装

の
荒
れ
方

の
甚
だ
し
さ
は
彼
女
を
現
実
離
れ
し
た
存
在
に
感
じ
さ
せ
は
し
な

い
だ
ろ
う
か
。
続

い
て
そ
の
様
子
は

〔あ
は
れ
、
其
ま
ゝ
野
に
臥
し
な
ば
、
小
町

の
髑
髏
と
な
ん
ぬ
べ
く
、
目
ざ
ま
し
き
ま
で
に
衰
え
た
り
〕
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。

小
町
の
髑
髏
と
は
謡
曲

「
通
小
町
」
等

に
見
ら
れ
る
小
町
の
姿
を
指
し
て
の
も
の

で
あ
り
、
何
系
統
か
の
小
町
伝
説
の
な
か
で

「通
小
町
」
に
用

い
ら
れ
て
い
る
の

は
深
草
の
少
将
と
の
愛
憎

の
伝
説
で
あ
る
。
小
町
は
百
夜
通
い
を
す
る
少
将
を
冷

遇
し
続
け
、
少
将
は
九
十
九
夜
目
に
死
ん
で
し
ま
う
。
小
町
は
少
将

の
霊
に
崇
ら

れ
て
未
だ

に
成
仏
で
き
ず
、
そ
の
髑
髏
は
薄
の
原
で
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
、
目
か
ら

は
薄
が
生
え
て
お
り
、
「秋
風

の
吹
く
に
つ
け
て
も
あ
な
め

ゝ
ゝ
」

（あ
あ
目
が
い

た

い
）
と
詠
ず
る
。
品
子
の
姿
の
描
写

の
近
く
に
は

〔
一
叢
薄
の
薄
き
雲
、
白
き

穂
の
茂
れ
る
な
か
に
〕
〔十
町

一
列
に
穂

の
揃

へ
る
薄

の
穂
と
相
並
び
て
〕
と
あ
り
、

薄
の
原
が
周
辺
の
光
景
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
女
の
姿
に
小
町
の
髑

髏
が
重
ね
ら
れ
る
の
は
、薄
の
原
を
歩
む
衰
弱
し
た
美
女
と
い
う
取
り
合
わ
せ
が
、

そ
の
伝
説
を
想
起
さ
せ
る
に
十
分
な
も
の
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
関
係
は

そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
「通
小
町
」
は
誠
実

に
小
町
の
元

へ
通
う
少
将
と
そ

れ
に
は
応
え
な

い
小
町
と
い
う
百
夜
通
い
の
話
と
、
薄
の
原

の
髑
髏
で
あ
る
小
町

の
霊
が
僧
に
戒
を
受
け
て
成
仏
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ

へ
少
将
の
霊
が
現
れ
て
小

町
を
引
き
と
ど
め
、
共
に
地
獄

に
留
ま
る
こ
と
を
求
め
て
引
き
戻
そ
う
と
す
る
話

と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
特
に
小
町
の
成
仏
を
妨
げ
る
少
将
の
言
動
は
、



こ
の
作
品
と

「化
銀
杏
」
と
の
も
う

一
つ
の
共
通
点
で
あ
る
、
共
に
死
ぬ
覚
悟
の

な
か
に
夫
婦
の
愛
情

の
証
を
求
め
る
夫

の
要
求
と
い
う
モ
チ
ー
フ
と
重
な
り
は
し

な
い
だ
ろ
う
か
。
「化
銀
杏
」
で
胃
病
を
患
う
時
彦
は

〔何
故

一
所
に
死
ぬ
と
は
言

つ
て
く
れ
な

い
。
愛
情
と

い
ふ
も
の
は
、
そ
ん
な
淡
々
し
い
も
の
で
は
な
い
〕
と

言

い
、
夫
婦
間

の
愛
情
を

一
所
に
死
ぬ
覚
悟
を
示
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
て
い

る
。
妻
は
到
底
そ
の
要
求
に
応
じ
ら
れ
ず
、
逆

に

〔あ

ゝ
、
執
念
深
い
人
だ
〕
と

思

っ
て
重
荷
に
感
じ
て
し
ま
う
。
「
X
蟷

螂
鰒
鉄
道
」
で
も
品
子
の
夫
は
自
分
の
好

物
で
あ
る
鰒
を
共
に
食

べ
る
こ
と
を
要
求
し
、
〔何
う
せ
中
毒

つ
て
死
ぬ
も
の
な
ら

一
所
ぢ
や
あ
な
い
か
。
毒
に
あ
た
る
分

に
は
誰
だ
つ
て
お
ん
な
じ
こ
と
だ
の
に
、

夫
婦
の
な
か
で
、

一
人
が
食

べ
る
も
の
を
、

一
人
が
食

べ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
な

い
〕
と
言
う
。

こ
こ
で
も

一
所
に
死
ぬ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
自
分

の

愛
情
、
夫
婦
と
い
う
関
係
に
よ

っ
て
妻
た
ち
の
死
を
も
要
求
し
得
る
と
信
じ
る
夫
、

そ
れ
に
違
和
感
を
覚
え
る
妻
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
再
び
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ

は
深
草
の
少
将
が
自
分
の
執
着
の
た
め
に
、
小
町
が
成
仏
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

を
妨
げ
る
の
と
重
な
る
行
動
で
は
な
か

っ
た
か
。
品
子
は
狂
人
と
呼
ば
れ
る
お
貞

ほ
ど
明
確

に
日
常
の
生
活
を
逸
脱
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
伝
説
を
は
ら
ん
で

い
る
と
い
う
点

で
は
、
品
子
も
安
定
し
た
日
常
の
生
活

に
い
る
と
は
言

い
難
い
の

だ
。
そ
し
て
そ
の
伝
説
を
彼
女
に
重
ね
て
い
る
の
は
先

の
語
り
手
で
あ
る
。
品
子

の
心
理
が
十
分
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
願
望
は
須
賀
子
に
よ

っ

て
唐
突
に
提
出
さ
れ
て
い
た
。
須
賀
子
と
い
う
役
割
の
優
先
し
た
人
物
を
用

い
、

そ
れ
ま
で
の
傍
観
と
い
う
制
約
を
破

っ
て
心
中
を
言

い
当
て
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ

に
よ

っ
て
日
常

の
生
活
を
失
う
こ
と
と

い
う

「化
銀
杏
」
に
見
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ

を
繰
り
返
し
た
語
り
手
の
志
向
を
指
摘

で
き
る
だ
ろ
う
。

 
品
子
が
日
常

の
生
活
を
失
う
こ
と
、

こ
の
こ
と
は
作
品
全
体

の
根
幹
に
か
か
わ

る
は
ず
だ
。

こ
の
作
品
が
た
だ
結
婚
制

度
の
た
め
に
抑
圧
さ
れ
た
女
性
の
不
幸
を

訴
え
る
物
語

か
ら

一
線
を
隔
た

っ
て
い
る
の
は
こ
の
点

で
あ
り
、
亀
井
氏
の
言
う

〔B
の
系
列
〕
の
救
済
が
不
徹
底
な
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
語
り
手
の
向
こ

う
に
ほ
の
見
え
る
作
家

の
関
心
は
む
し

ろ
、
日
常

の
生
活
の
基
盤
を
失

っ
た
彼
女

の
生
き
る
空
間
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
あ

っ
た
は
ず
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
〔
一
叢
薄
の
薄
き
雲
、
白
き
穂

の
茂
れ
る
な
か
に
〕
〔十
町

一
列

に
穂
の
揃

へ

る
薄
の
穂
と
相
並
び
て
〕
と
描
か
れ
る
薄

の
原
は
、
鉄
道
が
原
野
の
真
ん
中
を
走

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
を
考
え
れ
ば
、
当
時
新
井

・
中
野
周
辺
の
光

景
と
し
て
十
分
見
ら
れ
た
は
ず
の
も
の
だ
。
そ
の
実
際
の
光
景
を
基
に
し

つ
つ
も
、

〔秋
の
日
は
や

ゝ
う
す
づ
き
て
、
遠
近

の
森
は
暗
う
な
り
ぬ
〕
と

い
う
薄
暮
の
中

〔十
町

一
列
に
穂
の
揃

へ
る
薄
の
穂
と
相
並
び
て
、
東
西
に
走
り
て
雲
に
入
る
、

二
筋
長
き
線
路
〕
と
い
う
秩
序
正
し
く
並
ぶ
薄
、
雲
に
続
く
線
路
と

い
っ
た
書
き

ぶ
り
に
は
、
現
実
味
を
離
れ
た
、
い
わ
ば
幻
想
的
な
色
彩
が
込
め
ら
れ
て
い
る
だ

ろ
う
。
こ
こ
で
は
新
井

・
中
野
と
は
そ
の
よ
う
な
土
地
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の

だ
。
そ
こ
に
、
さ
ら
に
現
実
味
を
失

っ
た
品
子
の
姿
が
置
か
れ
て
い
る
。

 
そ
し
て
甲
武
鉄
道
は
市
街
地
と
そ
の
よ
う
な
土
地
と
を
そ
れ
ま
で
の
つ
な
が
り

と
は
異
質
な
経
路
を
通

っ
て
新
し
く
結
ん
だ
通
路
で
あ

っ
た
。
鉄
道
と
い
う
そ
れ

ま
で
と
は
異
質
な
通
路

で
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
土
地
が
幻
想
を
は
ら

む
も
の
と
し
て
新
し
く
立
ち
現
れ
て
き
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
。
鉄
道
に
よ

っ
て

結
ば
れ
た
土
地
と
土
地
は
地
続
き
に
は
違

い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
旧
来

の

街
道
を
歩

い
て
結
ば
れ
る
の
と
は
違

っ
た
意
味
合
い
を
帯
び

て
く
る
は
ず
だ
。
そ

れ
ま
で
と
は
異
な
る
経
路
を
通

っ
て
い
る
と
す
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で

も
ま
た
先

に
引
用
し
た

『鉄
道
旅
行
の
歴
史
』
に
あ
る

〔
一
面
で
は
鉄
道
は
、
容

易
に
は
手
に
入
り
に
く
か

っ
た
新
し
い
空
間
を
ど
し
ど
し
開
発
し
、
他
面
で
そ
の

間
の
空
間
を
抹
殺
し
な
が
ら
、
そ
う
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
中
間

の
空

間
ま
た
は
旅
の
空
間
、
こ
れ
は
技
術
前
の
時
代

の
ゆ

っ
く
り
と
し
た
、
し
か
も
重

労
働

の
旅
で
は
、
充
分
に
堪
能
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
鉄
道
旅
行
で
は
こ
れ

が
消
え
て
し
ま
う
。
鉄
道
の
知

っ
て
い
る
の
は
、
た
だ
も
う
出
発
地
と
終
着
地
の

み
で
あ
る
〕
と
い
う
指
摘
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
鉄
道
は
隔
た

っ
た
土
地
を
直

接
繋
ぐ
通
路
で
も
あ
り
、
そ
の
反
面
、
中
間

の
空
間
を
抹
殺
し
て
土
地
と
土
地
と

の
つ
な
が
り
を
断
絶
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
甲
武
鉄
道
は
市
街
地
と
中
野
と
を
結

ん
だ
。
そ
れ
は
反
面
、
そ
の
二

つ
の
土
地
を
断
絶
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
作

品
に
お
い
て
新
井

・
中
野
は
辺
鄙
な
田
舎
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
品
子
の
身
の
零

落
を
象
徴
的
に
物
語
る
土
地
で
あ
る
と
と
も
に
、
市
街
地
と
は
結
ば
れ
つ
つ
も
断



絶
し
た
土
地
、
須
賀
子
と
い
う
成
功
者

の
暮
ら
す
市
街
地
を
対
岸
に
し
つ
つ
、
甚

だ
し
く
零
落
し
た
品
子
を
置
き
伝
説
を
は
ら
む
異
質
な
空
間
と
し
て
存
在
し
て
い

る
の
だ
。

 

こ
こ
に
至

っ
て
須
賀
子
が
こ
の
鉄
道

に
乗

っ
て
来
た
こ
と
を
意
味
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
須
賀
子
の
役
割
は
品
子
の
心
中
を
暴
く
こ
と
で
あ

っ
た
。
品
子
の
保

と
う
と
し
て
い
た
秩
序
を
崩
壊
さ
せ
て
去

っ
て
ゆ
く
。
彼
女
は
品
子
の
境
遇
を
聞

き
、
同
情
し
て
涙
は
流
す
も
の
の
、
彼
女
の
救
済
は
意
図
せ
ず
、
し
か
も
自
分
自

身
は
こ
の
訪
問
に
よ

っ
て

一
向
に
影
響
を
被
ら
な
い
。
日
常

の
生
活
を
破
綻
さ
せ

る
よ
う
な
圧
倒
的
な
変
化
を
相
手
に
与

え
な
が
ら
自
分
は
無
傷
で
帰

っ
て
行
く
。

須
賀
子
は
品
子
と
同
じ
位
置
に
立

つ
こ
と
は
な
い
。
彼
女
は
品
子
に
と

っ
て
鉄
道

に
隔

て
ら
れ
た
異
質
な
空
間
か
ら
や

っ
て
来
た
異
質
な
人
物

で
あ
る
。
彼
女
が
鉄

道
を
利
用
す
る
こ
と
は
彼
女
が
品
子
と
は
異
質
な
人
物
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示

す
も
の
で
あ
り
、
品
子

の
暮
ら
す
土
地
が
須
賀
子
の
そ
れ
と
は
異
質
で
あ
る
こ
と

を
強
調
す
る
も
の
で
も
あ

っ
た
。

 
新
井

・中
野
と

い
う
土
地
を
そ
の
よ
う
な
幻
想
を
は
ら
む
空
間
に
し
得
た
の
は
、

そ
こ
に
広
が
る
薄

の
原
で
あ
る
以
前
に
、
鉄
道
と
い
う
交
通
機
関
で
市
街
地
と
結

ば
れ
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
当
時
新
し
く
引
か
れ
た
鉄
道
は
、
鏡
花
を
し
て
そ
れ
ま

で
の
光
景
の
な
か
に
新
た
な
空
間
を
創

造
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
鉄
道

が
登
場
人
物
を
舞
台
で
あ
る
特
別
な
空

間
に
運
ん
で
ゆ
く

こ
と
は
典
型
的
に
は

「高
野
聖
」
に
見
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
立

つ
こ
の

「
X
蟷
螂
鰒

鉄
道
」
で
は
甲
武
鉄
道
が
そ
の
役
割
を

果
た
し
て
い
た
。
後
に
、
お
化
け
を

〔
お

江
戸
の
真
中
電
車
の
鈴
の
聞
え
る
所

へ
出
し
た

い
と
思
ふ
〕
と
ま
で
い
う
鏡
花

で

あ
る
。
お
化
け
、
言

い
換
え
れ
ば
日
常

の
生
活
か
ら
隔
た

っ
た
空
間
が

〔深
山
幽

谷
の
森
厳
な
る
風
物

の
中
〕
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
の
で
は
な

い
。
日

常

の
生
活
と
地
続
き
の
と
こ
ろ
に
そ
れ

は
現
れ
る
の
だ
。
そ
う
し
た
日
常
の
空
間

を
変
容
さ
せ
て
い
く
鏡
花
の
作
品
の
特
質
と
、
そ
れ
に
果
た
す
鉄
道

の
役
割
と
を

考
え
る
上
で
、
「X
蟷
螂
鰒
鉄
道
」
は
示
唆
的
な
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
一
） 
『む
か
し
の
杉
並
－
古
老
座
談
会
』
（杉
並
区
教
育
委
員
会

・
一
九
七
〇
年
）

 
 
に
は
、
街
道
沿
い
の
住
民
が
鉄
道
の
敷
設
に
反
対
し
た
理
由
と
し
て
、
藁
拭
き

 
 
の
屋
根
に
汽
車
の
火
の
粉
が
か
か
る
こ
と
に
よ
る
火
災
を
嫌

っ
た
た
め
、
駅
が

 
 
出
来
る
と
甲
州
街
道
の
旅
人
が
宿
泊
し
な
く
な
る
と
い
う
恐
れ
の
た
め
、
鉄
道

 
 
が
通
る
と
沿
線
の
蚕
が
満
足
に
繭
を
作
ら
な
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
た
た
め
等

 
 
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（二
） 
「
甲
武
鉄
道
市
街
線
紀
要
」
（甲
武
鉄
道
株
式
会
社

・
明
治
二
九
年
）。

（三
） 
「稿
本
近
代
文
学
」
第
十
五
集

（
一
九
九
〇
年

二

月
）
所
収
。

（四
） 
前
掲

「甲
武
鉄
道
市
街
線
紀
要
」。

（五
） 
明
治
三
〇
年

一
一
月
、
『新
著
月
刊
』
第
九
巻
。

（六
） 
前
掲

「甲
武
鉄
道
市
街
線
紀
要
」。

（七
） 
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ

・
シ
ベ
ル
ブ
シ
ュ

『鉄
道
旅
行
の
歴
史
―

一
九
世
紀
に
お

 
 
け
る
空
間
と
時
間
の
工
業
化
―
』
（法
政
大
学
出
版
局

・
一
九
八
二
年
）
。

（八
） 
さ
ら
に
同
書
に
は

〔時
間
と
空
間
の
抹
殺
と
は
、
そ
れ
ま
で
独
裁
的
に
力
を

 
 
振
る
っ
て
き
た
自
然
空
間
に
鉄
道
が
侵
入
す
る
さ
ま
を
表
現
す
る
、
十
九
世
紀

 
 
初
期
の
共
通
表
現
で
あ
る
〕
と
あ
る
。
「全
国
汽
車
発
着
時
刻
及
乗
車
賃
金
表
」

 
 

（官
報
第
三
千
九
百
七
十
八
号
附
録
・明
治
二
九
年
九
月
三
十
日
）
に
よ
れ
ば
、

 
 
飯
田
町
と
国
分
寺
や
八
王
子
を
結
ぶ
直
通
列
車
は
上
り
下
り
と
も

一
日
に
九

 
 
本
、
飯
田
町

・
中
野
間
の
所
要
時
間
は
概
ね
四
十
分
か
ら
四
十
五
分
で
あ
る
。

 
 
こ
の
場
合
は
距
離
が
比
較
的
短
い
た
め
、
所
要
時
間
と
い
う
点
で
は

〔抹
殺
〕

 
 
と
い
う
ほ
ど
の
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
（資
料
は

『懐
し
の
時
刻
表
』
中
央
社
に

 
 
よ
る
）

（九
） 
亀
井
秀
雄

『感
性
の
変
革
』
（講
談
社

・
一
九
八
三
年
）。

（十
） 
脇
明
子

『幻
想
の
論
理
』
（講
談
社

・
一
九
七
四
年
）。

（十

一
） 
明
治
二
九
年
二
月
、
『文
芸
倶
楽
部
』
第
二
巻
第
二
編
。

（十
二
） 
明
治
二
九
年
五
月
、
『文
芸
倶
楽
部
』
第
二
巻
第
六
編
。

（十
三
） 
こ
の
夫
の
好
む
と
い
う
鰒
は
、
お
い
し
い
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
て
も
猛
毒

 
 
の
た
め
に
敬
遠
さ
れ
が
ち
な
魚
で
あ
る
。
明
治
以
前
は
特
に
家
計
の
継
続
を
重

 
 
ん
じ
る
武
家
の
間
で
は
、
頓
死
の
可
能
性
の
あ
る
鰒
は
避
け
ら
た
。
ま
た
、
明

 
 
治
以
降
で
も
そ
の
毒
が
犯
罪
に
使
わ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
無
闇
に
取
引
を
す

 
 
る
こ
と
は
憚
ら
れ
た
。
作
品
内
で

〔御
法
度
の
〕
と
言
わ
れ
、
そ
れ
を
抱
え
た

 
 
夫
が
憲
兵
を
恐
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
時
代



 

 
鰒

は
貧
民

と
呼
ば

れ

る
人

々
と

つ
な
が

り

の
深

い
食

べ
物
だ

っ
た
。
『最
暗

黒

の

 

 
東
京

』

（松

原
岩

五
郎

、
民
友

社

・
明
治

二
六
年

、
引

用
は
岩

波
文
庫

よ
り
）

に

 

 

〔
し

か
し
て
此
処

に
彼

ら

の
境
界

に
お

い
て
す

こ
ぶ
る
幸
福

な

る
は
河
豚

の
廉

 

 
価

な

る
事

な

り
〕
〔普

通

の
人
は

そ

の
有
毒

な

る
を
懼

れ

て
食

す

る
も

の
稀

な

る

 

 
よ

り
自
然

と
市

場

に
放

擲

さ

る
〕

と
あ

る
よ

う

に
、

毒
を

恐
れ

て
余
裕

の
あ

る

 

 
人

々
が
食

べ
な

い
た
め

に
、
彼
ら

に
安

く
売

り
払

わ
れ
た

の
だ
。
最

上
層

の
人

々

 

 
の
た

め

の
飲
食

店

は
と
も

か
く
、

鰒

を
自

分

で
調

理
し

て
食

べ
る
と

い
う

こ
と

 

 
に
は
、

下
層

の
、
貧

乏
染

み
た

、
貪
婪

な

と

い

っ
た
意
味

を
読

み
取

る

こ
と
が

 

 
で
き

る
。
須
賀

子

が

〔あ

が

る
ん
で
す

か
、

あ

の
、

鰒
と

い
う
も

の
を

、
え

？
〕

 

 
と

ひ
ど
く
驚

き
、

〔
鰒

と

い
う

も

の
〕

と
全

く
縁
遠

い
も

の
と

し

て
扱

う

の
は
、

 

 
た
だ

毒

が
あ

る

と

い
う

た

め

で

は
な

く
、

恵

ま

れ
た

境

遇

に

い
る
須

賀

子

に

 

 
と

っ
て
は
、

そ

の
よ
う

な
も

の
と
考

え
ら

れ

て
い
る

か
ら

で
あ

る
。

〔見

る
と
、

 

 

ハ
ヤ
蟲

唾

が
走

つ
て
た

ま
ら

ん
ぢ

や
〕

と

い
う

ほ
ど
好

む
と

い
う
設

定

に
し
た

 

 

こ
と
で
、
夫

に
は

〔其
時

分

は
立
派

に
お
暮

し

な
す

つ
た
方
〕

が
没

落

し
た
と

 

 
は
思

え
な

い
ほ

ど

の
愚

鈍

さ
が
与

え
ら

れ
て

い
る
。
同

じ
食

べ
物

に
関

し
て
、

 

 
焼

き
芋
を

買

っ
た

こ
と
を
恥

じ
入

る
よ
う

な
品

子

に
は
耐

え
ら
れ

な

い
も

の
で

 

 
あ

っ
た

と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う
。

（十

四
）
（
一
五

） 

「
予

の
態
度

」

（『
新
声

』
第

一
九
巻

一
号

・
明

治

四

一
年

七
月
）
。

（
〔

〕
内

は
特

に
注

を
付

さ
な

い
限

り
扱

っ
て

い
る
作
品

か
ら

の
引

用
を
示

す
。

鏡

花
作

品

の
本
文

の
引

用

は
岩

波
書

店
版

『鏡
花

全
集

』

に
よ
り

、
旧
字

を
新

字

に
改

め

、
総

ル
ビ

を
パ

ラ

ル
ビ

と
し

た
。
）

（
本
稿

は
、

一
九
九

一
年

六
月

二
九

日
、
泉

鏡
花

研
究
会

第
十

五
回
例

会

に

お
け

る

口
頭
発
表

に
基

づ

い
た
も

の
で
あ

る
。
）


