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太
宰
治

『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』

と
そ
の
周
辺

『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
は
‘
昭
和
十
六
年
七
月
―

-
H
に
文
芸
春
秋
社
か
ら
発

行
さ
れ
た
、
太
宰
治
最
初
の
書
き
下
ろ
し
長
編
小
説
で
あ
る
。
こ
の
作
品
を

書
き
下
ろ
す
に
あ
た
っ
て
、
太
宰
は
‘
激
し
い
立
息
気
込
み
を
周
囲
の
人
々
に

語
り
、
厳
し
い
決
意
の
程
を
周
辺
の
人
々
に
印
象
と
し
て
与
え
て
い
る
。
例

え
ば
、
親
し
い
友
人
で
あ
り
、
厳
し
い
先
輩
で
も
あ
っ
た
山
岸
外
史
に
、
太

宰
は
次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。

け
ふ
か
ら
、
懸
案
の
長
編
小
説
に
と
り
か
か
り
ま
す
。
三
百
枚
く
ら
ゐ

の
予
定
で
す
。
当
分
、
他
の
仕
事
は
断
つ
て
、
没
頭
し
よ
う
と
思
ひ
ま

す
。
（
昭
和
十
六
年
二
月
一
日
）

私
は
、
仕
事
の
緊
張
感
で
、
か
へ
つ
て
、
こ
の
二
、
三

H
は
、
い
け
ま

せ
ん
で
し
た
。
少
し
輿
奮
し
す
ぎ
た
や
う
で
す
。
（
昭
和
十
六
年
二
月

十
六
日
）

藤

原

耕

作

仕
事
を
し
に
‘
表
記
（
静
岡
県
清
水
市
三
保
三
保
園
、
引
用
者
注
）

へ
来
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
し
づ
か
な
宿
で
、
仕
事
か
出
来
さ
う
な
気
が

し
ま
す
。

し
ば
ら
く
‘
こ
こ
で
iTj
猛
精
進
し
て
み
る
つ
も
り
で
す
。
（
昭
和
|

六
年
二
月
十
九

H
)

執
筆
後
に
井
伏
鱒
一
―
に
送
っ
た
書
簡
で
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

- 58― 

事
前
に
於
い
て
は
、
舶
来
品
よ
り
も
、
す
ぐ
れ
た
純
国
産
飛
行
機
を

創
ら
う
と
い
ふ
意
気
込
み
が
あ
り
ま
し
た
。
外
国
の
二
流
三
流
の
作
家

よ
り
は
、
日
本
の
作
家
の
は
う
が
、
昨
今
す
っ
と
進
ん
で
ゐ
る
の
だ
と

い
ふ
事
を
直
接
に
証
明
し
た
い
気
持
で
し
た
。
（
昭
和

t
六
年
八
月
二

日）

冗止

1
]

ま
た
、
八
雲
書
店
版
全
集
第
六
号
付
録
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
は
先
生
最
初
の
書
下
し
長
編
で
し
た
。
「
仕
事
中
」



と
、
名
刺
の
裏
に
書
い
て
玄
関
に
は
り
つ
け
ら
れ
て
、
こ
れ
に
没
頭
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
ん
な
こ
と
も
先
生
は
始
め
て
の
こ
と
で
し
た
。

（
昭
和
一
―
十
四
年
二
月
）

他
に
も
当
時
の
太
宰
の
意
気
込
み
を
語
る
資
料
に
は
事
欠
か
な
い
。
執
筆
時

に
お
け
る
太
宰
の
意
欲
を
私
た
ち
は
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
出

米
上
が
っ
た
作
品
を
、
奥
野
健
男
は
次
の
よ
う
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
期
（
太
宰
の
い
わ
ゆ
る
中
期
を
指
す
、
引
用
者
注
）
の
最

大
の
傑
作
「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
は
典
型
的
な
近
代
心
理
小
説
で
す
。
現

実
の
社
会
に
お
い
て
心
理
学
的
な
場
を
発
見
す
る
こ
と
の
出
米
な
か
っ

た
彼
は
、
こ
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
を
借
り
る
こ
と
に
よ
り
、
見

事
に
そ
れ
を
近
代
的
な
心
理
小
説
に
つ
く
り
変
え
た
の
で
す
。
こ
こ
で

は
異
常
性
格
者
と
常
識
人
と
の
争
い
、
自
己
の
真
実
に
生
き
る
芸
術
家

と
自
己
を
ご
ま
か
し
て
生
き
る
俗
人
と
の
争
い
、
（
し
か
し
そ
の
俗
人

ク
ロ
ー
ジ
ャ
ス
は
少
し
太
宰
的
で
あ
り
す
ぎ
ま
す
。
彼
は
ま
だ
こ
の
時
、

社
会
人
の
新
型
の
悪
を
、
決
定
的
な
他
者
を
描
く
こ
と
は
出
来
な
か
っ

た
の
で
す
）
現
代
秩
序
へ
の
反
逆
、
愛
の
表
現
論
、
更
に
は
戦
争
へ
の

懐
疑
ま
で
、
そ
れ
ら
が
縦
横
に
作
者
に
よ
っ
て
、
操
作
さ
れ
余
す
所
が

(
t
t→•
一
）

あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
太
宰
自
身
は
、
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
、
決
し
て
高
く
は
評
価
し

て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
初
版
の
「
は
し
が
き
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

二
月
、
三
月
、
四
月
、
五
月
。
四
箇
月
間
か
か
つ
て
、
や
つ
と
書
き
上

げ
た
わ
け
で
あ
る
。
読
み
返
し
て
み
る
と
、
淋
し
い
気
も
す
る
。
け
れ

ど
も
、
こ
れ
以
上
の
作
品
も
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
書
け
さ
う
も
な
い
。

作
者
の
力
量
が
、
こ
れ
だ
け
し
か
無
い
の
だ
。
じ
た
ば
た
自
己
弁
解
を

し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
は
じ
ま
ら
ぬ
。

ま
た
、
先
は
ど
引
用
し
た
昭
和
十
六
年
八
月
二
日
の
井
伏
鱒
二
宛
書
簡
の
続

き
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

、、

け
れ
ど
も
、
事
後
に
於
い
て
は
‘

自
分
の
現
在
の
力
の
限
度
を
知
り
ま
し
た
。
之
は
、
あ
り
が
た
い
事

だ
と
思
っ
て
居
り
ま
す
。
淋
し
い
気
持
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
、
一
面

に
於
い
て
、
人
か
ら
突
か
れ
て
も
、
「
し
ま
っ
た
1

」
と
い
ふ
狼
狽
も

感
じ
ま
せ
ん
。
い
さ
ぎ
よ
く
観
念
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
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私
は
、
奥
野
健
男
の
よ
う
に
、
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
、
中
期
の
「
最
大
の

傑
作
」
と
評
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
は
、
こ

の
時
期
の
太
宰
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
典
味
深
い
作
品
で
あ
る
が
、
作
品

と
し
て
は
決
し
て
完
成
度
の
高
い
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
逆
に
、

太
宰
自
身
の
言
葉
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
太
宰
の
「
限
界
」
を
明

瞭
に
物
語
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
当
初
の
す
さ
ま
じ
い
立
息
気

込
み
に
も
関
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
は
、
太
宰
の
可
能
性

よ
り
も
‘
限
界
を
物
語
る
作
品
と
な
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
そ
う
い
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。



ま
ず
、
太
宰
は
な
ぜ
激
し
い
意
気
込
み
を
も
っ
て
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
執

筆
に
と
り
か
か
っ
た
の
か
。
論
を
そ
こ
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ

で
一
っ
注
荘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』

は
、
そ
の
前
年
に
執
筆
さ
れ
『
新
ハ
ム
レ
ゾ
ト
』
が
完
成
さ
れ
た
五
月
に
単

(
‘
汀
四
）

行
本
と
し
て
発
行
さ
れ
た
『
東
京
八
景
』
と
、
か
な
り
そ
の
執
筆
の
状
況
に

了
、

11Je)

お
い
て
近
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
東
京
八
景
」
も
「
異
常
な

い
き
ご
み
」
（
津
島
美
知

f
）
で
‘
|
年
間
の
太
宰
の
東
京
の
生
活
を
、
「
そ

の
時
々
の
風
景
に
託
し
て
」
書
い
て
み
た
、
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
最
終
的

に
は
‘
太
宰
の
「
生
ぎ
な
け
れ
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
決
慈
と
「
一
箇
の
原
稿

生
活
者
」
と
し
て
立
つ
と
い
う
意
志
確
認
が
な
さ
れ
て
い
る
。
自
ら
の
原
点

を
確
認
し
、
作
家
と
し
て
の
決
登
と
自
負
が
そ
こ
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
と

基
本
的
に
は
考
え
て
い
い
。
昭
和
十
四
年
か
ら
十
五
年
に
か
け
て
は
‘
粘
力

的
に
創
作
活
動
を
展
開
し
、
原
稿
の
往
文
も
増
加
し
、
創
作
集
も
出
版
し
‘

職
業
作
家
と
し
て
生
ぎ
て
い
く
自
信
を
太
宰
は
得
よ
う
と
し
て
い
た
。
余
裕

と
安
定
の
時
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
過
去
に
一
応
の
整
理

を
つ
け
、
作
家
と
し
て
の
地
歩
を
固
め
て
い
こ
う
と
す
る
太
宰
の
姿
勢
を
感

じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
太
宰
は
「
東
京
八
景
」
を
「
青
春
へ
の
訣
別
の

辞
」
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
は
、
そ
の
よ
う
な
時
期
に
お
け
る
最
初
の
書
き
下
ろ

し
長
編
小
説
な
の
で
あ
る
。
太
宰
は
、
昭
和
十
三
年
に
「
は
じ
め
て
本
気
に
、

文
筆
を
志
願
」
（
「
東
京
八
景
」
）
し
、
「
思
ひ
を
あ
ら
た
に
す
る
覚
悟
」
（
「
富

嶽
百
景
」
）
で
と
り
か
か
っ
た
書
ぎ
下
ろ
し
長
編
小
説
「
火
の
鳥
」
で
、
中

絶
の
憂
ぎ

H
を
み
て
い
る
。
長
編
小
説
を
書
き
上
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
か
ど

う
か
は
彼
自
身
に
と
っ
て
も
大
ぎ
な
問
題
だ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、
太
宰
に
と

っ
て
は
、
『
新
ハ
ム
レ
ソ
ト
』
は
、
「
私
小
説
」
で
も
あ
っ
た
。
先
に
引
用
し

た
昭
和
十
六
年
八
月
一
―
日
の
井
伏
鱒
二
宛
書
簡
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
私
の
過
去
の
生
活
感
情
を
、
す
っ
か
り
整
理
し
て
書
き

残
し
て
置
ぎ
た
い
気
持
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
慈
味
で
は
‘
私
小
説
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
形
式
は
戯
曲
に
似
て
ゐ
ま
す
け
れ
ど
、

芝
居
で
は
な
く
、
新
し
い
型
の
小
説
の
つ
も
り
で
害
ぎ
ま
し
た
。

「
過
去
の
生
活
感
情
を
、
す
っ
か
り
整
理
し
て
書
苔
残
し
て
阻
き
た
い
気

持
」
で
書
い
た
と
太
宰
は
言
う
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
東
京
八
景
」
も
同
じ

だ
ろ
う
。

「
東
京
八
景
」
と
『
新
ハ
ム
レ
ゾ
ト
』
の
親
近
性
を
暗
示
す
る
事
実
は
も

ぅ
―
つ
あ
る
。
『
新
ハ
ム
レ
ソ
ト
』
に
お
け
る
ハ
ム
レ
ソ
ト
の
年
齢
設
定
の

苓
｀
汀
し
）

問
題
で
あ
る
。
千
葉
宜
一
「
『
新
ハ
ム
レ
ソ
ト
』
試
論
」
に
既
に
指
摘
が
あ

る
が
、
『
新
ハ
ム
レ
ソ
ト
』
に
お
い
て
は
ハ
ム
レ
ソ
ト
が
二
十
三
オ
で
あ
る

と
い
う
年
齢
設
定
が
非
常
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
例
示
は
千
葉
論
に
譲
る
が

少
な
く
と
も
四
カ
所
に
わ
た
っ
て
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
二
十
三
オ
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
千
莱
は
「
二
十
三
歳
と
云
う
設
定
に

は
‘
い
か
な
る
作
者
の
意
図
が
秘
め
ら
れ
、
内
的
必
然
性
を
持
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
」
と
問
題
提
起
し
、
「
太
宰
に
と
っ
て
、
二
十
三
歳
と
は
、
満

二
十
二
歳
の
昭
和
五
年
の
こ
と
で
あ
る
」
（
実
際
に
は
昭
和
五
年
は
満
二
十

一
歳
）
と
す
る
。
昭
和
五
年
は
太
宰
に
と
っ
て
多
難
な
年
で
あ
っ
た
。
一
月

に
は
弘
前
警
察
署
に
よ
り
上
田
重
彦
等
弘
前
高
校
内
の
左
毅
分
子
が
検
挙
さ

れ
放
校
処
分
と
な
る
。
新
聞
雑
誌
部
委
員
中
、
太
宰
は
た
だ
一
人
難
を
免
れ
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て
い
る
。
四
月
に
は
東
京
大
学
仏
文
科
に
人
学
、

L
京
。
弘
前
高
校
の
先
非
車

に
勧
誘
さ
れ
て
共
産
党
の
シ
ン
パ
活
動
に
加
わ
る
一
方
、
井
伏
鱒
二
に
師
事
。

六
月
、
三
兄
士
治
病
没
。
十
月
、
弘
前
高
校
時
代
の
愛
人
小
山
初
代
が
出
奔
‘

上
京
。
太
宰
の
長
兄
文
治
は
十
一
月
に
上
京
し
、
分
家
除
籍
を
条
件
に
一
一
人

の
結
婚
を
認
め
、
一
旦
初
代
を
連
れ
帰
る
。
そ
の
間
に
、
太
宰
は
銀
座
の
カ

フ
ェ
ー
・
ホ
リ
ウ
ソ
ド
の
女
給
田
辺
あ
つ
み
（
い
藉
名
田
部
シ
メ
子
）
と
鎌

倉
七
里
ヶ
浜
で
薬
物
心
中
を
図
り
、
女
は
絶
命
。
太
宰
は
自
殺
財
助
罪
に
問

わ
れ
、
起
訴
猶
予
と
な
る
。
十
二
月
、
小

111
初
代
と
仮
祝
言
を
あ
げ
る
。
こ

う
い
っ
た
太
宰
の
伝
記
的
事
実
を
挙
け
た
後
、
千
虻
は
次
の
よ
う
に
書
く
。

昭
和
五
年
は
、
太
宰
の
精
神
史
に
生
淵
癒
え
る
こ
と
の
な
い
原
罪
的
な

傷
痕
を
刻
ん
だ

3

長
兄
や
共
廂
主
義
者
に
対
す
る
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
。
田
辺
あ
つ
み
へ
の
贖
罪
慈
識
。
初
代
に
抱
い
た
愛
と
憎

し
み
の
双
価
感
情
な
ど
、
ぎ
り
ぎ
り
の
葛
藤
に
苦
悩
し
、
自
己
崩
壊
の

危
機
に
耐
え
た
、
あ
の
二
十
―
―
ー
歳
の
日
々
こ
そ
が
、
自
ら
の
文
学
の
コ

ア
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
形
成
し
た
の
だ
と
覚
醒
し
た
と
き
、
そ
の
お

ぞ
ま
し
い
‘
煉
獄
体
験
に
お
け
る
等
身
大
の
自
画
像
を
検
証
す
べ
く

「
新
ハ
ム
レ
ゾ
ト
」
の
構
想
が
一
挙
に
孵
化
し
た
の
で
あ
る
。

先
に
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
昭
和

11
年
は
太
宰
の
二
十
三
オ
で
は
な
い
か
‘

余
り
細
か
い
事
に
は
こ
た
わ
ら
ず
、
『
新
ハ
ム
レ
ゾ
ト
』
で
五
盟
埋
し
て
、

書
き
残
し
て
置
き
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
の
原
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
昭

和
五
年
で
あ
り
、
昭
和
六
年
で
あ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
東
京
八
景
」

で
は
、
昭
和
五
年
の
心
中
事
件
に
つ
い
て
、
「
女
は
死
ん
て
、
私
は
牛
苔
た
。

死
ん
だ
ひ
と
の
事
に
就
て
は
、
以
前
に
何
度
も
書
い
た
。
私
の
生
涯
の
、
黒

点
で
あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
又
、
太
宰
の
二
十
三
オ
で
あ

る
昭
和
六
年
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

長
兄
は

H

（
小
山
初
代
を
指
す
、
引
用
者
注
）
を
、
芸
妓
の
職
か
ら

解
放
し
、
そ
の
翌
る
と
し
の
二
月
に
、
私
の
手
許
に
送
っ
て
寄
こ
し
た
。

言
約
を
潔
癖
に
守
る
兄
で
あ
る
。

H
は
の
ん
き
な
顔
を
し
て
や
っ
て
来

た
。
五
反
田
の
、
島
津
公
分
譲
地
の
傍
に
三
十
円
の
家
を
借
り
て
住
ん

だ。

H
は
甲
斐
甲
翡
し
く
立
ち
慟
い
た
。
私
は
‘
二
十
三
歳
、

H
は‘

二
十
歳
で
あ
る
。

五
反
田
は
‘
阿
呆
の
時
代
で
あ
る
。
私
は
完
全
に
、
無
寇
志
で
あ
っ

た
。
再
出
発
の
希
望
は
、
み
ぢ
ん
も
無
か
っ
た
。
た
ま
に
訪
ね
て
来
る

友
人
達
の
、
御
機
鎌
ば
か
り
を
と
つ
て
暮
し
て
ゐ
た
。
自
分
の
醜
態
の

前
科
を
‘
恥
ぢ
る
ど
こ
ろ
か
‘
幽
か
に
誇
つ
て
さ
へ
ゐ
た
。
実
に
、
破

廉
恥
な
、
低
脳
の
時
期
で
あ
っ
た
。
学
校
へ
も
や
は
り
、
は
と
ん
ど
出

な
か
っ
た
。
す
べ
て
の
努
力
を
嫌
ひ
、
の
は
は
ん
顔
で

H
を
眺
め
て
暮

し
て
ゐ
た
。
馬
鹿
で
あ
る
。
何
も
‘
し
な
か
っ
た
。
ず
る
す
る
ま
た
、

れ
い
の
仕
事
の
手
伝
ひ
（
共
産
党
の
シ
ン
パ
活
動
を
指
す
、
引
用
者

注
）
な
ど
を
、
は
じ
め
て
ゐ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
ん
ど
は
‘
な
ん
の
情

ニ
ヒ
ル

熱
も
無
か
っ
た
。
遊
民
の
虚
無
。
そ
れ
か
、
東
京
の
一
隅
に
は
じ
め
て

家
を
持
っ
た
時
の
、
私
の
姿
だ
。
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こ
う
い
っ
た
二
十
三
オ
当
時
の
太
宰
の
自
画
像
が
、
お
そ
ら
く
ハ
ム
レ
ッ
ト

に
は
祖
ね
ら
れ
て
い
る
。
「
東
京
八
景
」
の
文
章
を
読
む
だ
け
で
も
明
ら
か

に
感
じ
と
る
こ
と
か
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
無
意
志
」
で
あ
り
、
「
何
も
、
し
な

か
っ
た
」
と
い
う
彼
の
姿
は
、
自
ら
行
動
を
起
こ
そ
う
と
し
な
い
ハ
ム
レ
ッ



ニ
ヒ
ル

ト
に
重
な
る
。
「
遊
民
の
虚
無
」
と
い
う
言
葉
は
‘
レ
ア
テ
ィ
ー
ズ
の
ハ
ム

レ
ッ
ト
批
判
の
中
の
言
葉
に
、
あ
の
人
は
ニ
ヒ
リ
ス
ト
だ
、
道
楽
者
だ
、
と

い
う
言
葉
が
あ
っ
た
の
を
思
い
出
さ
せ
る
。
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
の
中
で
、

太
宰
は
、
二
十
三
オ
当
時
の
彼
自
身
を
対
象
化
し
、
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
「
東
京
八
景
」
の
中
で
は
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
私
小
説
の
体
裁

を
と
っ
て
な
さ
れ
た
作
業
だ
っ
た
。
「
東
京
八
景
」
の
中
で
太
宰
は
次
の
よ

う
に
書
く
。

私
は
、
こ
と
し
三
十
二
歳
で
あ
る
。
日
本
の
倫
理
に
於
て
も
、
こ
の
年

齢
は
、
既
に
中
年
の
域
に
は
ひ
り
か
け
た
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
ま

た
私
が
、
自
分
の
肉
体
、
情
熱
を
尋
ね
て
み
て
も
‘
悲
し
い
哉
そ
れ
を

否
定
で
き
な
い
。
覚
え
て
置
く
が
よ
い
。
お
ま
へ
は
、
も
う
青
春
を
失

っ
た
の
だ
。
も
つ
と
も
ら
し
い
顔
の
三
十
男
で
あ
る
。
東
京
八
景
。
私

は
そ
れ
を
、
青
春
へ
の
訣
別
の
辞
と
し
て
、
誰
に
も
媚
ぴ
ず
に
書
き
た

か
っ
た
。

こ
こ
に
も
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
東
京
八
景
」
は
太
宰
の

「
青
春
へ
の
訣
別
の
辞
」
で
あ
り
、
同
時
に
職
業
作
家
と
し
て
立
つ
こ
と
を

宣
言
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
も
基
本
的
に
は
同
じ
作
業

を
繰
り
返
し
て
い
る
。
既
に
先
行
研
究
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
太
宰
が

「
は
し
が
き
」
で
「
人
物
の
名
前
と
、
だ
い
た
い
の
環
境
だ
け
を
、
沙
翁
の

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
か
ら
拝
借
し
て
‘
―
つ
の
不
幸
な
家
庭
を
書
い
た
」
と
い

う
、
「
―
つ
の
不
幸
な
家
庭
」
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
一
家
で
あ
る
と
同
時
に
、

（
注
八
）

太
宰
の
実
家
で
あ
る
津
島
家
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
は

勿
論
太
宰
が
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
に
は
長
兄
文
治
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
太

宰
が
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
指
し
て
、
井
伏
鱒
二
宛
の
書
簡
の
中
で
、
「
私

小
説
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
い
た
の
に
は
、
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
。

そ
し
て
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
も
、
「
東
京
八
景
」
同
様
に
、
「
青
春
へ
の
訣
別

の
辞
」
で
あ
り
、
職
業
作
家
と
し
て
の
決
意
を
示
す
作
品
と
な
る
は
ず
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
出
来
上
が
っ
た
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
は
、
決
し
て
そ
う
い

う
作
品
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
な
ん
と
も
わ
か
り
に
く
い
‘
座
り
の
悪
い
作

品
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
ム
レ
ゾ
ト
の
最
後
の
言
葉
、
「
信
じ
ら
れ

な
い
。
僕
の
疑
惑
は
‘
僕
が
死
ぬ
ま
で
持
ち
続
け
る
」
が
、
作
品
全
体
を
象

徴
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

―
一
で
言
っ
た
こ
と
を
、
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
‘
図
式
的
に
言
い
替
え
れ

ば
、
太
宰
は
「
子
供
」
か
ら
「
大
人
」
へ
、
と
い
う
過
程
を
『
新
ハ
ム
レ
ッ

ト
』
に
描
こ
う
と
し
、
そ
れ
に
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
「
子
供
」
と
「
大
人
」
と
い
う
言
い
方
を
す
れ
ば
す
ぐ
に
思
い
つ

く
よ
う
に
、
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
は
「
子
供
」
で
あ
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
「
大

人
」
で
あ
る
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
対
立
を
中
心
に
成
立
し
て
い
る
世
界
で
あ

芥
止
几
）

る
。
荒
正
人
は
「
太
宰
治
著
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
」
の
中
で
、
「
こ
の
作
品

の
基
調
を
な
す
も
の
は
、
二
つ
の
異
質
的
な
世
界
、
作
中
の
言
葉
を
借
り
て

言
へ
ば
、
「
若
い
者
』
と
『
大
人
」
の
世
界
の
交
渉
に
あ
る
と
見
て
よ
い
だ

ら
う
」
と
言
っ
て
い
る
。
荒
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
世
界
の
交
渉
の
特
質
は
‘

激
し
い
相
克
と
闘
争
に
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
成
功
し
な
か
っ
た
和
解
に
あ

る
と
い
う
。
確
か
に
「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
中
で
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ク
ロ
ー

デ
ィ
ア
ス
と
は
激
し
く
対
立
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
ク
ロ
ー
デ

ィ
ア
ス
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
で
き
る
だ
け
も
の
わ
か
り
の
い
い
と
こ
ろ
を
見
せ

- 62ー



よ
う
と
す
る
し
、
ハ
ム
レ
ソ
ト
も
決
し
て
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
こ
と
を
悪
人

で
あ
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
ホ
レ
ー
シ
ョ
ー
に
王
の
こ
と

を
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
と
尋
ね
ら
れ
て
、
結
論
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
言

、う

「
だ
け
ど
叔
父
さ
ん
は
、
悪
い
ひ
と
ぢ
や
な
い
。
そ
れ
だ
け
は
、
た
し

か
だ
。
小
さ
い
策
士
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
決
し
て
大
き
い
悪
党
ぢ

や
な
い
。
」

原
典
で
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
に
復
讐
の
チ
ャ
ン
ス
を
窺
い
‘

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
殺
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い

っ
た
殺
す
殺
さ
れ
る
と
い
う
根
本
的
な
対
立
は
『
新
ハ
ム
レ
ソ
ト
』
に
は
な

い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
荒
正
人
は
批
判
し
て
い
る
。

な
ぜ
二
つ
の
世
界
が
天
地
を
轟
か
し
て
激
し
く
咽
み
合
ひ
格
闘
し
な
い

の
で
あ
る
か
。
な
ぜ
作
者
は
ハ
ム
レ
ソ
ト
と
と
も
に
叔
父
ク
ロ
ー
ジ
ャ

ス
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
や
う
な
俗
物
世
界
の
転
覆
を
企
て
よ
う
と
し

な
い
の
で
あ
る
か
。

確
か
に
ハ
ム
レ
ソ
ト
と
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
間
に
対
立
ら
し
い
対
立
、
対
決

ら
し
い
対
決
が
な
い
点
は
‘
こ
の
作
品
の
印
象
を
あ
や
ふ
や
な
も
の
と
し
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
子
供
」
の
世
界
か
ら
「
大
人
」
の
世
界
へ

と
移
行
し
よ
う
と
し
た
太
宰
は
結
果
的
に
は
ど
ち
ら
に
も
つ
け
な
い
中
途
半

端
な
位
置
に
い
る
こ
と
を
露
呈
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

太
宰
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
特
徴
は
と
に
か
く
行
動
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
に
あ
る

と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
例
え
ば
原
典
で
は
劇
を
見
た
王
の
反
応
を
通
し
て
確

か
な
証
拠
を
得
よ
う
と
す
る
の
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
『
新
ハ
ム
レ
ゾ

ト
』
で
は
劇
を
し
よ
う
と
言
い
出
す
の
は
ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
の
役
目
と
な
る
。

又
、
ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
を
殺
す
の
は
原
典
で
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
『
新

ハ
ム
レ
ッ
ト
』
で
は
エ
の
役
目
と
な
る
。
先
王
の
亡
霊
に
復
讐
を
誓
う
場
面

は
省
略
さ
れ
る
し
、
イ
キ
リ
ス
に
船
出
し
て
殺
さ
れ
か
け
る
場
面
も
な
い
。

レ
ア
テ
ィ
ー
ズ
が
途
中
で
死
ん
で
し
ま
う
の
で
彼
と
の
決
闘
も
な
い
し
、
最

後
に
王
を
殺
す
場
面
も
勿
論
な
い
。
「
裏
切
者
は
、
こ
の
、
と
は
り
！
」
と

言
っ
て
ハ
ム
レ
ッ
ト
か
短
剣
で
切
り
裂
く
の
は
自
分
の
左
の
頼
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
行
動
を
起
こ
さ
な
い
と
言
う
よ
り
も
、
行
動
を
起
こ
せ
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
品
で
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
は
‘
ハ
ム
レ
ッ
ト

か
反
発
し
、
対
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
長
し
、
「
大
人
」
へ
と
な
っ
て
い

く
よ
う
な
、
「
悪
」
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
し
、
逆
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
が

そ
れ
に
同
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
大
人
」
へ
と
な
れ
る
よ
う
な
、
立
派
な

「
大
人
」
と
し
て
も
役
不
足
な
人
物
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
中
で
は
、
お
そ

ら
く
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
‘
「
疑
惑
」
を
持
ち
続
け
る
こ
と
か
や
っ
と
で
、
自
ら

行
動
を
起
こ
す
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
問
題
は
ハ
ム
レ
ゾ
ト
の
造
形
だ

け
に
で
は
な
く
‘
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
造
形
に
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
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四

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
を
ど
う
捉
え
る
か
は
、
作
品
の
中
で
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア

ス
の
造
形
の
不
明
確
性
や
、
戦
後
の
再
録
本
で
の
作
者
の
発
言
も
あ
っ
て
、

少
々
難
し
い
作
業
に
な
る
。
ま
す
、
同
時
代
評
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
ク
ロ
ー

デ
ィ
ア
ス
を
も
善
人
と
し
て
描
い
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
が
は
と
ん
ど
で
あ

る
。
発
表
さ
れ
た
順
に
見
て
い
く
と
、
ま
ず
‘
井
伏
鱒
二
は
次
の
よ
う
に
言



ズ

と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
人
物
は
‘
た
い
て
い
み
ん
な
善

良
で
あ
る
。
し
か
も
全
る
と
こ
ろ
に
悲
劇
か
生
じ
、
ま
た
大
ぎ
な
悲
劇

的
粘
末
が
約
束
さ
れ
て
ゐ
る
。
相
寄
る
も
の
が
善
良
な
る
が
故
に
毎
度

な
が
ら
悲
劇
か
生
じ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
大
い
に
有
り
得
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
中
す
ま
で
も
な
い

又、

Jr
宗
白
鳥
は
次
の
よ
う
に
許
し
て
い
る

た
し
か
、
ふ
賀
直
哉
氏
の
作
品
に
、
国

f
ク
ロ
ー
チ
ア
ス
を
取
扱
っ
た

も
の
が
あ
っ
て
、
こ
の
国
王
に
好
舷
を
岱
せ
た
書
振
り
で
あ
っ
た
と
私

は
記
憶
し
て
ゐ
る
か
、
太
宰
氏
の
新
作
に
も
、
こ
の
同
王
に
好
登
か
寄

せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
。
（
中
略
）
沙
翁
の
原
作
で
は
‘
い
や
な
奴
ら

し
く
現
さ
れ
て
ゐ
る
ク
ロ
ー
チ
ア
ス
を
、

H
本
の
作
家
が
贔
履
に
す
る

l

、
1
1

の
は
不
思
議
の
や
う
で
も
あ
る
。

太
宰
の
作
品
の
よ
き
理
解
者
で
あ
っ
た
山
岸
外
史
も
‘
疑
問
を
提
起
す
る
と

い
う
形
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

尚
、
最
後
に
一

f

―-n、
太
宰
君
に
む
か
つ
て
言
ひ
た
い
こ
と
は
‘
こ
の
作

品
の
中
に
一
人
も
は
ん
と
の
悪
人
が
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
‘
心
理
を

実
験
す
る
戯
曲
と
し
て
は
‘
こ
と
に
ふ
し
ぎ
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

入

O

、
7
カ

最
後
に
、
先
に
引
用
し
た
文
章
の
中
で
、
荒
正
人
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い

る。

こ
の
作
品
の
主
人
公
を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の
人
物
が
す
べ
て
菩
人
で

あ
る
と
許
さ
れ
る
の
は
‘
必
ず
し
も
作
者
に
と
つ
て
は
名
脊
の
あ
る
こ

と
で
は
な
か
ら
う
。

ク
ロ
ー
テ
ィ
ア
ス
に
限
っ
た
こ
と
て
は
な
い
か
、
『
新
ハ
ム
レ
ノ
ト
』
で
描

か
れ
る
人
物
に
は
悪
人
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
共
通
し
た
見
解
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
新
ハ
ム
レ
ノ
ト
』
は
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
鎌
倉
文
庫
刊

の
現
代
文
学
選

2
3
『
猿
面
冠
者
』
に
再
録
さ
れ
る
の
て
あ
る
が
、
そ
の

「
あ
と
が
含
」
で
太
宰
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
出
す
の
で
あ
る
。
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こ
の
た
び
の
選
集
に
は
、
大
戦
中
に
再
版
て
き
な
か
っ
た
作
品
だ
け

を
収
録
し
た
。
さ
う
し
て
、
こ
の
選
梵
―
つ
お
読
み
に
な
れ
ば
、
太
宰

と
い
ふ
の
は
こ
の
十
年
間
、
一
体
ど
ん
な
事
に
苦
し
み
努
め
て
来
た
作

家
か
、
た
い
て
い
お
わ
か
り
に
な
れ
る
や
う
に
上
夫
し
て
編
輯
し
た
。

最
後
の
「
新
ハ
ム
レ
ソ
ト
」
は
、
新
し
い
ハ
ム
レ
ッ
ト
型
の
創
造
と
‘

さ
ら
に
も
う
―
つ
、
ク
ロ
ー
ヂ
ヤ
ス
に
依
つ
て
近
代
悪
と
い
ふ
も
の
の

描
写
を
も
く
ろ
ん
だ
。
こ
こ
に
巾
て
来
る
ク
ロ
ー
ヂ
ヤ
ス
は
、
昔
の
悪

人
の
典
型
と
は
大
い
に
異
な
り
‘
ひ
よ
っ
と
す
る
と
気
の
弱
い
善
人
の

や
う
に
さ
へ
見
え
な
が
ら
、
先
王
を
殺
し
、
が
潔
の
恋
に
成
功
し
、
さ

う
し
て
、
て
れ
隠
し
の
戦
争
な
ど
を
は
じ
め
て
ゐ
る
。
私
た
ち
を
苦
し

め
て
来
た
悪
人
は
‘
こ
の
型
の
お
と
な
に
多
か
っ
た
。



こ
の
作
品
の
出
版
当
時
‘
こ
れ
に
対
す
る
文
壇
の
評
論
の
大
半
は
、

ク
ロ
ー
ヂ
ヤ
ス
の
こ
の
新
型
の
悪
を
見
の
か
し
、
正
宗
白
鳥
氏
な
ど
も
、

こ
の
ク
ロ
ー
ヂ
ヤ
ス
に
作
者
が
同
情
し
て
ゐ
る
と
さ
へ
解
さ
れ
て
ゐ
た

や
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
た
び
、
ひ
ろ
く
読
者
に
、
再
吟
味
を
願
ふ

所
以
で
あ
る
。

「
大
戦
中
に
再
版
で
ぎ
な
か
っ
た
作
品
」
と
い
う
の
は
「
時
局
」
に
あ
わ
な

か
っ
た
作
品
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
い
す
れ
に
し
ろ
、
か
な
り
、
太
宰
の

自
負
の
感
じ
と
れ
る
文
章
で
は
あ
る
。
こ
こ
で
太
宰
は
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
に

「
近
代
悪
」
と
い
う
も
の
を
描
い
た
と
い
う
。
一
見
「
気
の
弱
い
善
人
」
に

見
え
な
か
ら
も
、
や
は
り
、
「
悪
人
」
と
し
て
描
写
し
て
い
る
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
太
宰
自
身
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
同
時
代
の
「
文
壇
の
評

論
の
大
半
」
は
「
誤
読
」
を
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

は
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
や
は
り
、
当
時
の
評
者
が
、

『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
ク
ロ
ー
テ
ィ
ア
ス
を
、
「
善
人
」
で
あ
る
と
解
釈
し

た
こ
と
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
と
思
え
る
。
ま
た
、
太
宰
が
戦
後

に
な
っ
て
か
ら
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
が
悪
人
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

こ
と
に
も
、
昭
和
十
六
年
に
お
け
る
「
時
局
」
に
対
す
る
配
慮
以
外
に
、
彼

の
意
識
の
変
化
を
感
じ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
考
え
る
が
、
昭
和
二
十

二
年
の
段
階
の
太
宰
に
好
意
的
に
こ
の
作
品
を
解
す
る
な
ら
、
磯
貝
英
夫
の

次
の
よ
う
な
評
価
が
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

実
際
に
は
、
太
宰
が
、
戦
後
版
の
「
あ
と
が
苔
」
で
、
正
宗
白
鳥
が
、

ク
ロ
ー
チ
ャ
ス
に
作
者
が
同
情
し
て
い
る
と
誤
読
し
た
こ
と
を
記
し
て

い
る
よ
う
に
、
そ
れ
も
、
作
者
得
意
の
う
ら
返
し
の
技
法
の
多
用
の
か

げ
に
埋
没
気
味
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
決
し
て
作
品
の
て
が
ら
で
は

な
い
の
だ
が
、
究
極
的
に
は
‘
や
は
り
、
作
者
は
‘
か
つ
て
対
立
し
て

き
た
お
と
な
へ
の
疑
惑
を
捨
て
す
、
そ
れ
を
、
当
時
の
戦
時
風
潮
に
ま

で
ひ
き
む
す
ん
で
、
暗
に
時
代
批
判
を
し
く
ん
だ
と
見
て
よ
い
の
で

(It1-

あ
る
。

磯
貝
は
‘
「
決
し
て
作
品
の
て
か
ら
で
は
な
い
」
と
い
う
留
保
付
き
て
、
『
新

ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
「
時
代
批
判
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
私
と
根

本
的
に
立
場
が
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
と
思
う
が
、
し
か
し
正
宗
白
恥

の
読
み
を
「
誤
読
」
で
あ
る
と
す
る
の
は
多
少
引
っ
か
か
る
。
昭
和
卜
六
年

の
初
版
本
を
読
む
限
り
、
作
者
が
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
を
「
悪
人
」
と
し
て
描

い
て
い
な
い
、
と
読
む
こ
と
は
、
決
し
て
「
誤
読
」
で
は
な
い
と
私
は
思
う
。

作
者
は
あ
る
い
は
そ
の
時
点
で
既
に
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
に
「
近
代
悪
」
を
描

い
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
問
題
な
の
は
作
者
の
意

図
で
は
な
く
‘
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
に
「
近
代
悪
」
な
ど
相
当
深
読
み
し
な
け

れ
ば
読
み
取
れ
ず
、
逆
に
「
気
の
弱
い
善
人
」
と
し
て
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス

像
し
か
見
え
て
こ
な
い
‘
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
少
な
く
と
も
初
版
の
段
階

で
は
作
者
の
立
場
は
戦
後
の
再
録
本
の
「
あ
と
が
き
」
で
の
よ
う
に
は
固
ま

っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
場
面
の

加
筆
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
「
八
王
の
居
間
」
の
最
後
の
王

の
台
詞
で
あ
る
。
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王
。
「
涙
。
わ
し
の
や
う
な
者
の
眼
か
ら
で
も
、
こ
ん
な
に
涙
が
湧
い

て
出
る
。
こ
の
涙
で
、
わ
し
の
罪
障
か
洗
は
れ
て
し
ま
ふ
と
い
い
の
だ

か
、
ポ
ロ
ー
ニ
ャ
ス
、
君
は
一
体
な
に
を
見
た
の
だ
。
君
の
疑
ふ
の
も
、



無
理
が
な
い
の
だ
。
あ
っ
！

だ
！
逃
げ
る
な
。
待
て
！

誰
だ
！
そ
こ
に
立
つ
て
ゐ
る
の
は
誰

お
お
、
ガ
ー
ツ
ル
ー
ド
。
」
（
初
版
本
）

王
。
「
涙
。
わ
し
の
や
う
な
者
の
眼
か
ら
で
も
、
こ
ん
な
に
涙
が
湧
い

て
出
る
。
こ
の
涙
で
、
わ
し
の
罪
障
が
洗
は
れ
て
し
ま
ふ
と
い
い
の
だ

が
、
ポ
ロ
ー
ニ
ャ
ス
、
君
は
一
体
な
に
を
見
た
の
だ
。
君
の
疑
ふ
の
も
、

無
理
が
な
い
の
だ
。
わ
し
は
、
殺
し
た
。
あ
っ
！
誰
だ
！
そ
こ
に

立
つ
て
ゐ
る
の
は
誰
だ
！
逃
げ
る
な
。
待
て

1
•

お
お
、
ガ
ー
ツ
ル

ー
ド
。
」
（
再
録
本
、
傍
線
引
用
者
）

初
版
本
で
は
王
は
「
君
の
疑
ふ
の
も
、
無
理
が
な
い
の
だ
」
と
は
言
う
が
、

王
が
本
当
に
先
王
を
殺
し
た
か
ら
疑
う
の
も
無
理
が
な
い
、
と
言
っ
て
い
る

の
か
、
そ
れ
と
も
殺
し
は
し
な
い
が
疑
わ
し
い
行
為
を
し
た
か
ら
そ
う
な
の

か
、
と
い
う
点
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
再
録
本
で
は
そ
の
あ

と
に
「
わ
し
は
‘
殺
し
た
」
と
い
う
台
詞
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明

ら
か
に
王
が
先
王
を
殺
し
た
こ
と
を
読
者
に
推
測
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。

初
版
本
で
は
結
局
真
相
は
藪
の
中
だ
が
、
再
録
本
で
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
は

い
く
ら
か
わ
か
り
や
す
い
「
悪
人
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
「
あ
と
が
き
」
で
の
「
近
代
悪
」
の
描
写
を
意
図
し
た
と
い
う
宣
言
と

呼
応
し
あ
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
ひ
よ
っ
と
す
る
と
気
の
弱
い
善
人
の
や
う

に
さ
へ
見
え
な
が
ら
、
先
王
を
殺
し
、
不
潔
の
恋
に
成
功
し
、
さ
う
し
て
、

て
れ
隠
し
の
戦
争
な
ど
を
は
じ
め
て
ゐ
る
」
人
間
と
し
て
、
「
あ
と
が
き
」

で
は
規
定
さ
れ
る
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
「
先
王
を
殺

し
」
た
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
さ
れ
て
い
る
の
は
、
戦
後
の
再
録
本
で
で

あ
っ
た
こ
と
に
は
‘
し
っ
か
り
注
意
し
て
置
く
べ
き
だ
ろ
う
。
初
版
本
を
テ

キ
ス
ト
と
す
る
か
ぎ
り
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
が
「
先
王
を
殺
し
」
た
と
い
う

の
は
―
つ
の
解
釈
に
過
ぎ
ま
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
次

の
よ
う
な
発
言
を
あ
わ
せ
て
読
む
と
し
た
ら
ど
う
か
。

汚
辱
の
中
に
ゐ
な
が
ら
も
、
堪
へ
忍
ん
で
生
き
て
ゐ
る
男
も
ゐ
る
の
だ
。

死
ぬ
人
は
、
わ
が
ま
ま
だ
。
わ
し
は
、
死
な
ぬ
。
生
き
て
、
わ
し
の
宿

命
を
全
う
す
る
の
だ
。
神
は
、
必
ず
や
、
わ
し
の
や
う
な
孤
独
の
男
を

愛
し
て
く
れ
る
。

こ
れ
を
「
東
京
八
景
」
の
な
か
で
の
「
私
は
、
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思

っ
た
」
と
い
う
言
葉
と
重
ね
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
お
そ
ら
く
‘

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
に
は
、
部
分
的
に
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
「
子
供
」
か
ら

「
大
人
」
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
当
時
の
太
宰
の
自
画
像
が
少
な
か
ら
ず
重

ね
ら
れ
て
い
る
。
作
者
が
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
に
同
情
し
て
い
る
と
読
ん
だ
正

宗
白
鳥
の
読
み
は
決
し
て
見
当
は
ず
れ
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
戦
後
の
太

宰
は
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
も
の
を
切
り
捨
て
た
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
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五

正
宗
白
鳥
が
少
し
触
れ
て
い
た
が
、
志
賀
直
哉
に
も
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を

扱
っ
た
作
品
が
あ
る
。
大
正
元
年
九
月
に
『
白
樺
』
に
発
表
さ
れ
た
「
ク
ロ

ー
デ
ィ
ア
ス
の

H
記
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
志
賀
の
立
場
は
、
い
か
に
も
彼

の
作
品
ら
し
く
、
太
宰
の
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
比
べ
れ
ば
、
明
確
す
ぎ
る

く
ら
い
明
確
で
あ
る
。
志
賀
は
明
治
四
十
五
年
の
三
月
十

H
の
日
記
に

「
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
読
了
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
い
ふ
若
者
に
は
自
分
は
同
情
が



出
来
な
い
」
と
書
い
て
い
る
か
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
を
出
発
点
と
し
て
い

る
彼
の
作
品
は
‘
徹
頭
徹
尾
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
側
に
た
っ
て
書
か
れ
る
。

二
ハ
ム
レ
ゾ
ト
]
の
劇
で
は
幽
霊
の
言
葉
以
外
ク
ロ
ー
テ
ィ
ア
ス
が
兄
王

を
殺
し
た
と
い
ふ
証
拠
は
客
観
的
に
―
つ
も
存
在
し
て
い
な
い
事
」
（
「
創
作

余
談
」
）
を
逆
手
に
と
り
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
は
ま
る
で
罪
を
犯
し
て
い
な

い
と
設
定
し
、
ハ
ム
レ
ソ
ト
を
「
気
障
な
、
講
釈
好
き
な
、
身
勝
手
な
、
芝

居
気
の
強
い
、
そ
し
て
お
し
や
べ
り
な
奴
」
と
し
て
否
定
的
に
描
い
て
い
る
。

『
新
ハ
ム
レ
ゾ
ト
』
に
つ
い
て
考
え
た
際
に
用
い
た
用
語
を
使
っ
て
言
え
ば
、

撤
頭
徹
尾
、
「
大
人
」
の
立
場
に
立
っ
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。
こ
の
作
品
は
、
『
新
ハ
ム
レ
ゾ
ト
』
と
比
較
し
て
み
る
と
非
常
に
輿
味

深
い
も
の
を
感
じ
る
。

太
宰
が
志
賀
の
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は

殆
ど
確
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
小
山
清
に
次
の
よ
う
な
回
想
が
あ
る
。

十
六
年
の
二
月
頃
‘
三
度

H
の
訪
問
を
し
た
と
き
に
は
‘
太
宰
さ
ん
は

「
新
ハ
ム
レ
ソ
ト
」
の
書
下
し
に
と
り
か
、
つ
て
ゐ
た
。
私
が
志
賀
さ

ん
の
「
ク
ロ
ー
テ
ィ
ア
ス
の

H
記
」
の
こ
と
を
口
に
し
た
ら
、
太
宰
さ

ん
は
自
分
の
書
か
う
と
し
て
ゐ
る
も
の
は
も
つ
と
新
味
の
あ
る
も
の
だ

（
汁
—
四
）

と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
云
っ
た
。

「
新
味
の
あ
る
も
の
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。
形
式
上
の

事
だ
ろ
う
か
。
内
容
面
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
そ
の
両
方
だ
ろ
う
か
。

そ
の
あ
た
り
は
判
然
と
は
し
な
い
が
、
こ
の
回
想
か
ら
太
宰
が
志
賀
の
「
ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
を
読
み
、
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
か
ろ
う
。

「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
は
‘
志
賀
の
ハ
ム
レ
ゾ
ト
ヘ
の
反
発
と
ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
ヘ
の
共
感
か
ら
な
っ
た
‘
内
容
的
に
は
非
常
に
作
者
の
位
置

が
分
か
り
や
す
い
作
品
で
あ
る
。
作
品
と
し
て
は
、
単
純
な
『
ハ
ム
レ
ゾ

ト
』
の
但
界
の
反
転
で
あ
リ
、
深
み
の
あ
る
も
の
と
は
い
え
ま
い
。
し
か
し
、

太
宰
が
終
生
何
ら
か
の
立
屈
味
で
反
発
し
続
け
た
志
賀
的
な
論
理
の
強
固
さ
が

そ
こ
に
は
あ
る
。
太
宰
が
「
子
供
」
か
ら
「
大
人
」
へ
と
歩
を
進
め
る
た
め

に
は
、
太
宰
ハ
ム
レ
ソ
ト
は
‘
止
面
切
っ
て
、
志
賀
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
と
対

決
す
る
必
要
か
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
、
太
宰
ハ
ム
レ

ッ
ト
は
、
「
新
味
の
あ
る
も
の
」
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
太
宰
は
、
少

な
く
と
も
『
新
ハ
ム
レ
ゾ
ト
』
に
お
い
て
は
‘
そ
う
い
っ
た
正
面
突
破
を
回

避
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
だ
か
ら
太
宰
ハ
ム
レ
ゾ
ト
は
行
動
を
起
こ
せ

な
い
。
作
者
は
ハ
ム
レ
ソ
ト
に
二
十
三
オ
の
自
分
を
重
ね
て
対
象
化
し
、
そ

れ
を
他
の
登
場
人
物
を
通
し
て
痛
烈
に
批
判
す
る
。
こ
れ
は
‘
太
宰
の
前
期

の
作
品
群
か
ら
の
明
か
な
離
脱
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ハ
ム
レ
ソ
ト
は
批
判
さ

れ
な
が
ら
も
神
性
を
帯
び
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
オ
フ
ェ
ー
リ
ア

は
ハ
ム
レ
ソ
ト
を
散
々
批
判
し
な
が
ら
も
、
結
局
は
次
の
よ
う
に
い
う
の
で

あ
る
。
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け
れ
ど
も
、
あ
た
し
は
、
あ
の
お
方
を
好
き
で
す
。
あ
ん
な
お
方
は
‘

世
界
中
に
居
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
や
ら
、
と
て
も
、
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
が

あ
る
や
う
に
、
あ
た
し
に
は
思
は
れ
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
可
笑
し
な
欠

点
が
あ
る
に
し
て
も
、
ど
こ
や
ら
に
、
神
の
御
子
の
や
う
な
匂
ひ
が
致

し
ま
す
。
（
六
庭
園
）

し
か
し
、
だ
か
ら
と
云
っ
て
作
者
は
「
子
供
」
の
論
理
の
上
に
立
と
う
と
し



て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
対
す
る
「
大
人
」
の
論
理
を
体
現
し
て
い
る
筈
の

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
論
理
に
も
理
解
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ

る
。
太
宰
が
『
新
ハ
ム
レ
ノ
ト
』
で
と
っ
て
い
る
立
場
は
‘
志
賀
が
「
ク
ロ

ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
で
と
っ
て
い
る
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
実
に
中
途
半
端

な
も
の
に
思
え
る
。

六

、
1
1
I
e
}

戦
後
の
、
そ
れ
も
‘
「
如
是
我
間
」
く
ら
い
に
な
る
と
、
太
宰
の
と
る
立

場
は
揺
る
苓
の
な
い
も
の
と
な
る
。
「
如
是
我
聞
」
の
論
理
は
‘
心
賀
な
ど

の
「
強
者
」
に
対
し
て
あ
く
ま
で
「
弱
者
」
の
論
理
で
立
ち
向
か
う
‘
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
言
い
替
え
れ
ば
‘
太
宰
は
結
局
「
大
人
」
の
位
憤
に
は
立

た
す
に
、
「
子
供
」
の
位
置
で
発
言
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。
あ
る
慈
味
で
は
前
期
の
付
置
へ
の
逆
戻
り
で
あ
る
。

太
宰
の
中
期
の
輿
味
深
い
点
は
、
前
期
や
後
期
の
「
子
供
」
の
立
場
で
開

ぎ
頂
る
こ
と
を
せ
ず
、
自
ら
を
対
象
化
し
、
「
大
人
」
の
論
理
を
狸
解
し
よ

う
と
し
た
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
端
的
に
見

て
と
れ
る
よ
う
に
、
必
す
し
も
成
功
は
し
て
い
な
い
。
一
見
高
ら
か
に
「
大

人
」
に
な
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
「
東
京
八
景
」
で
さ
え
、

次
の
よ
う
な
記
述
で
終
わ
る
。

増
上
寺
山
門
の
一
景
を
得
て
、
私
は
自
分
の
作
品
の
構
想
も
、
い
ま
や

ト
分
に
弓
を
、
満
月
の
如
く
き
り
り
と
引
ぎ
し
ば
っ
た
や
う
な
気
が
し

た
。
そ
れ
か
ら
数
日
後
、
東
京
市
の
大
地
図
と
‘
ペ
ン
、
イ
ン
ク
、
原

稿
用
紙
を
持
つ
て
、
い
さ
ん
で
伊
豆
に
旅
立
っ
た
。
伊
―
M
の
温
泉
宿
に

到
桁
し
て
か
ら
は
‘
ど
ん
な
事
に
な
っ
た
か
。
旅
立
つ
て
か
ら
、
も
う

十
日
も
経
つ
け
れ
ど
、
ま
た
、
あ
の
温
泉
宿
に
居
る
や
う
で
あ
る

U

何

を
し
て
ゐ
る
事
や
ら
。

彼
一
流
の
ポ
オ
ズ
な
の
か
、
照
れ
な
の
か
、
或
い
は
餡
晦
な
の
か
。
い
す
れ

に
し
ろ
、
彼
自
身
の
高
ら
か
な
宜
耳
自
体
を
、
相
対
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
「
東
京
八
景
」
に
お
い
て
さ
え
、
作
者
の
位
沼
は
決
し
て
明
確
な
も
の

で
は
な
い
＇
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
さ
ら
に
あ
ら
わ
な

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
迷
い
の
よ
う
な
も
の
は
、
後
期
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
く
な

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
再
録
本
の
「
あ
と
か
き
」
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の

だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ク
ロ
ー
テ
ィ
ア
ス
を
「
近
代
悪
」
と
し

て
描
い
た
、
と
は
っ
き
り
云
え
る
よ
う
な
位
置
に
は
、
昭
和
卜
六
年
の
太
宰

は
居
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
期
に
な
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
、

「
子
供
」
の
位
置
を
は
っ
苔
り
と
と
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
志
賀
や
ク
ロ

ー
テ
ィ
ア
ス
を
批
判
で
き
る
と
こ
ろ
に
彼
は
戻
っ
て
き
た
の
だ
と
思
う

C

堤
重
久
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

- 68 -

二
月
に
入
っ
て
懸
案
の
長
編
小
説
『
新
ハ
ム
レ
ソ
ト
』
に
と
り
か
か
る
。

こ
の
小
説
に
対
し
て
は
、
太
宰
は
大
変
な
熱
の
入
れ
よ
う
で
、
当
時
私

に
は
、
「
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
の
悪
人
の
創
造
に
腐
心
し
て
い
る
」
と
い
っ
て

ヽ
こ
。

し

f

こ
の
回
想
に
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
太
宰
は
当
初
か
ら
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス

に
「
悪
人
」
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で

あ
っ
た
に
し
て
も
‘
荒
正
人
や
、
正
宗
白
鳥
、
山
岸
外
史
ら
が
ク
ロ
ー
デ
ィ



ア
ス
を
「
善
人
」
と
し
か
読
め
な
か
っ
た
よ
う
な
、
そ
ん
な
人
物
し
か
創
造

で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
時
期
の
太
宰
の
位
置
の
不
明
確
さ
が
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
私
は
中
期
の
太
宰
は
立
場
の
と
り
方
が
不
明
確
だ
か
ら
、
初
期

や
後
期
に
劣
る
、
と
云
い
た
い
訳
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
こ
の
時
期
の
太
宰

は
、
自
分
の
居
心
地
の
い
い
と
こ
ろ
に
閉
じ
込
も
っ
て
し
ま
わ
ず
に
、
明
ら

か
に
歩
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
は
作

品
と
し
て
は
明
瞭
な
輪
郭
を
欠
く
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
し
、
あ
る
い
は

太
宰
の
文
学
の
限
界
を
も
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
だ
か

ら
こ
そ
、
非
常
に
興
味
深
い
作
品
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

※注

「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
の
引
用
は
甚
本
的
に
昭
和
十
六
年
七
月
―

-
H
文
藝
春
秋
社
発

行
の
「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
に
拠
り
、
適
宜
昭
和
二
十
二
年
一
月
二
十
日
鎌
倉
文
庫

発
行
の
『
猿
面
冠
者
」
収
録
の
「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
を
参
看
し
た
。
た
だ
し
旧
字

は
新
字
に
あ
ら
た
め
て
い
る
。

書
簡
の
引
用
は
「
太
宰
治
全
集
』
第
十
一
巻
（
平
成
三
年
三
月
二
十
日
発
行
、

筑
摩
書
房
）
に
よ
る
。

注
一
―
引
用
は
『
太
宰
治
研
究
』
臨
時
増
刊
号
（
昭
和
三
十
八
年
一
月
十
九

H
発
行
、

審
美
社
）
に
よ
る
。

注
三
奥
野
健
男
『
太
宰
治
論
』
（
昭
和
一
二
十
一
年
二
月
、
近
代
生
活
杜
）
、
引
用
は
新

潮
文
庫
本
に
よ
る
。

『
東
京
八
景
」
（
昭
和
十
六
年
五
月
三
日
発
行
、
実
業
之
日
本
社
）

「
東
京
八
景
」
（
『
文
学
界
』
昭
和
十
六
年
一
月
）
、
引
用
は
「
太
宰
治
全
集
」

第
三
巻
（
平
成
元
年
十
月
二
十
五

H
発
行
）
に
よ
る
。

注注
四

注
五

注
六

『
愛
と
美
に
つ
い
て
』
（
昭
和
十
四
年
五
月
二
十
日
発
行
、
竹
村
書
房
）
に
発

表。『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
六
＋
―
一
年
六
月
。

ち
な
み
に
「
東
京
八
景
」
で
は
「
故
郷
の
家
の
不
幸
」
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
。

注
七

注
八

何
の
転
機
で
、
さ
う
な
っ
た
ら
う
。
私
は
、
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
っ
た
。

故
郷
の
家
の
不
幸
が
、
私
に
そ
の
当
然
の
力
を
与
へ
た
の
か
。
長
兄
が
代
議
士

に
当
選
し
て
、
そ
の
直
後
に
選
挙
違
犯
で
起
訴
さ
れ
た
。
私
は
、
長
兄
の
厳
し

い
人
格
を
畏
敬
し
て
ゐ
る
。
周
囲
に
悪
い
者
が
ゐ
た
の
に
違
ひ
な
い
。
姉
が
死

ん
だ
。
甥
が
死
ん
だ
。
従
弟
が
死
ん
だ
。
私
は
そ
れ
ら
を
風
聞
に
依
つ
て
知
つ

た
。
早
く
か
ら
、
故
郷
の
人
た
ち
と
は
、
す
べ
て
音
信
不
通
に
な
つ
て
ゐ
た
の

で
あ
る
。
相
続
く
故
郷
の
不
幸
が
、
寝
そ
べ
つ
て
ゐ
る
私
の
上
半
身
を
、
少
し

づ
つ
起
し
て
く
れ
た
。
私
は
、
故
郷
の
家
の
大
き
さ
に
、
は
に
か
ん
で
ゐ
た
の

だ
。
金
持
の
子
と
い
ふ
ハ
ン
デ
キ
ャ
ッ
プ
に
、
や
け
く
そ
を
起
し
て
ゐ
た
の
だ
。

不
当
に
恵
ま
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
、
い
や
な
恐
怖
感
が
、
幼
時
か
ら
、
私
を
卑
屈

に
し
、
厭
世
的
に
し
て
ゐ
た
。
金
持
の
子
供
は
金
持
の
子
供
ら
し
く
大
地
獄
に

落
ち
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
信
仰
を
持
つ
て
ゐ
た
。
逃
げ
る
の
は
卑
怯
だ
。

立
派
に
、
悪
業
の
子
と
し
て
死
に
た
い
と
努
め
た
。
け
れ
ど
も
、
一
夜
、
気
が

附
い
て
み
る
と
、
私
は
金
持
の
子
供
ど
こ
ろ
か
、
着
て
出
る
着
物
さ
へ
無
い
賤

民
で
あ
っ
た
。
故
郷
か
ら
の
仕
送
り
の
金
も
、
こ
と
し
一
年
で
切
れ
る
筈
だ
。

既
に
戸
籍
は
、
分
け
ら
れ
て
在
る
。
し
か
も
私
の
生
れ
て
育
っ
た
故
郷
の
家
も
、

い
ま
は
、
不
仕
合
せ
の
底
に
あ
る
。
も
は
や
、
私
に
は
人
に
恐
縮
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
や
う
な
生
得
の
特
権
が
、
何
も
無
い
。
か
へ
つ
て
、
マ
イ
ナ
ス
だ
け
で

あ
る
。
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注
九

「
現
代
文
学
』
昭
和
十
六
年
十
月
。
引
用
は
山
内
詳
史
編
「
太
宰
治
著
作
別
同



注
卜

時
代
評
」
（
『
國
文
學
』
昭
和
四

t
九
年
二
月
）
に
よ
る
。

「
太
守
治
苫
「
新
ハ
ム
レ
ゾ
ト
』
」
、
『
都
新
聞
」

H
曜
夕
刊
‘
昭
相
|
し
八
年
八

月
十
八
日
発
行
。

「
空
想
と
現
実
」
、
『

H
木
評
論
』
昭
和
十
六
年
JL
月
一
日
発
行
。

「
太
宰
治
に
つ
い
て
一
新
ハ
ム
レ
ゾ
ト
及
び
東
京
八
景
」
、
『
文
学
界
」
昭
和
十

六
年
九
月
。
引
用
は
山
内
祥
史
編
「
太
宰
治
著
作
別
同
時
代
評
」
（
「
國
文
學
』

昭
和
四
卜
几
年
二
月
）
に
よ
る
。

「
新
ハ
ム
レ
ノ
ト
」
論
、
『
一
冊
の
講
座
太
宰
治
」
有
精
常
、
昭
和
五
十
八

年
三
月
二
十

H
発
行
。

「
初
め
て
た
づ
ね
た
頃
の
こ
と
」
、
「
太
宰
冶
全
集
第
四
巻
月
報
4
」
筑
摩
書
房
、

昭
和
三
十
一
年
一
月
二

t
H
発
行

c

引
用
は
山
内
群
史
「
解
題
」
（
『
太
宰
治
全

集
』
第
四
巻
）
に
よ
る
。

「
新
潮
』
昭
和
二
十
三
年
三
月
1
七
月
。

『
恋
と
革
命
評
伝
•
太
小
Y
治
』
講
談
社
現
代
新
贅
、
昭
和
四
十
八
年
八
月
三

+
-
H発
行
。

注十一
注十一―

注
十
二

注
占

注
芦

注
上
ハ

（
本
学
大
学
院
博
卜
課
程
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