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葉
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(
一
)

一

青

野

季

吉

(
「
葉

山

の

日
記

に

つ

い
て

」

昭

35

・
1

『
図

書

新

聞

』
)

ら

に

y

っ
て
蕃

嘉
樹

の

百

記
L
の
存
在

に
つ
い
て
紹
介
が
さ
れ
て
以
来
・
久
し
く

待
望
さ
れ
て
い
た

『葉
山
嘉
樹
日
記
』

は
昭
和
四
十
六
年

二
月
に
筑
摩
書
房
か
ら

出
版
さ
れ
た
。
没
後

二
十
六
年
目
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
葉
山
に
つ
い
て
関

…
心
を
抱
く
者
に
と

っ
て
の
第

一
級
の
資
料

と
も
言
う
べ
き
も
の
で
は
あ

っ
た
が
・

大
正
十

二
年

の

「
獄
中
記
」
を
含
む
昭
和

七
年
か
ら
敗
戦

の
年
の

一
月
ま
で
に
わ

た
る

『
日
記
』
を
手
に
し
得
た
時
の
感
想

に
は
複
雑
な
も
の
が
あ

っ
た
。

}

小
田
切
進
は

『
日
記
』
ξ

い
て

百

常
生
活
の
記
録
が
中
心
に
な

っ
て
い
る

蠕
馴
働毎
襲

撤熊

餐

餐
胚澱
駄
㍍
聴
鄭影

衝

の
日
記
L

雅

・
8

『文
学
』
)
と

い
う
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る
・
そ
の
恵

…
考
停
止
L
の
記
述
内
容

の
余
韻
を
た
ど

る
形
で
読
者
の
恣
意
的
な
読
み
が
働
く
可

…
能
性
を
多
分
に
持

っ
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
・
そ
し
て
・
そ
こ
に
複
獲

感

一
想
が
生
じ
る
よ
う
に
も
思
う
・
そ
れ
は

『青
野
季
吉
日
記
』

(昭
39

●
7

河
出

一
書
房
)
の
巻
末
に
付
載
さ
れ
た
中
島
健
蔵

の
思
い
(「
青
野
季
吉
の
日
記
に
つ
い
て

一
1

『人
民
戦
線
事
件
』
以
後

の
彼
」)
に

つ
な
が
る
も
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。

一

青
野
季
吉
は
心
の
中
で
、
あ
ら
か
じ
め
抹
消
し
た
上
で
日
記
を

つ
け
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
文
字
の
裏
を
読
む
の
が
、
そ
の
こ
ろ

の
習
慣

で
あ

り
、
必
要
な
こ
と
で
も
あ

っ
た
。
書
い
て
い
る
自
分
自
身
、
自
分
の
文
章
の
裏

を
読
ん
で
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
青
野
季
吉
の
日
記
の
中
に
も
、
そ
れ
が
痛

々

し
い
ほ
ど
出
て
い
る
。

も

へ

と
中
島

は
記
し
て
い
る
。
青
野

の

『
口
記
』
を
読
む
中
島
の
右
の
よ
う
な
読
み
の

姿
勢

に
対
し
、
当
代
を
生
き
て
い
な
い
者
は
、
あ
る
い
は
当
代
を
時
流
に
乗

っ
て

生
き
た
者
は
深
読
み
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
冷
酷
な
批
評
を
あ
び
せ
る
こ
と
も
出
来

も

へ

よ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
当
代

の
現
実
を
知
ら
な
い
者
は
、
中
島
の
読
み
の
延
長

線
上
に
身
を
置
い
て
、
例
え
ば
葉
山
の

『
日
記
』
に
身
を
す
り
寄
せ
て
行
く
こ
と

も
可
能
な
の
だ
。
青
野
は

「
日
記
」
を
書
き
続
け
た
理
由
の

一
つ
と
し
て
、

日
記
を
か
き
始
め
た
。
こ
れ
は
巣
鴨
で
決
意
し
た
こ
と
で
、
日
記
が
な
い
ば

か
り
に
取
調
べ
の
場
で
ど
れ
だ
け
不
利
だ

っ
た
か
知
れ
な
い
。

と
記
し
て
い
る
(『文
学
五
十
年
』
昭
32

・
12

筑
摩
書
房
)。

こ
の
文
中
に
見
え

る
巣
鴨
と
は
当
然
巣
鴨
刑
務
所
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
葉
山
も

「朝
早
く
、
ス
ラ
ス
ラ
と
日
記
で
調
書
が
出
来
上
る
」
と

昭
和
十
三
年
十
月
十
五
口
の

『
日
記
』
に
記
し
て
い
る
。
小
田
切
進
は
青
野
に
よ

る
葉
山
嘉
樹

「
日
記
」
の
紹
介
文
中
に
あ
る

「
と
び
と
び
に
読

ん
だ

と

こ
ろ

で
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一
は
、

身

辺

に

か

ん
す

る

こ

と
が

多

い
よ

う

で
あ

る

」

と

い
う

こ

と
ば

を

う
け

て

、

冤

に
引
用
し
た

恵

考
停
止
L
云
々
を
　一・
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一

右
の
事
情
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、

一
つ
に
は
自
己
の
内
面
の
記
録

と

し

て

の

…

「
日
記
」
さ
え
自
由
に
書
き
記
す

こ
と
が
出
来
な
い
状
況
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と

「
で
あ
り
、
時
代
の
状
況
と
抵
触
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
限
度
以
上
に
書
き
記
す
ご

τ

は
危
険
だ

っ
た
と
い
う
こ
莞

ま
た
も
う

;

は
、
百

記
」
が
魂
の
記
録
と
い

}
う

よ
り

も

行

動

の

ア
リ

バ

イ

を

立

証

す

る

た

め

の
現

実

的

な
役

割

を

担

っ
て

い
た

・
ら

し

い

と

い
う

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

よ
う

な

『
日
記

』

に

か

か

わ

る
側

面

を

思

う

ど

き
・
百

常
生
活

の
記
録
が
中
心
L
で
あ
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
り
・「
も

っ
と

ト

…
体
験
そ
の
も
の
の
意
味

に
ふ
れ
て
記
録
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
危
険
な
ご

二

と
だ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
・
し
か
し
右
の
よ
う
華

情
の
結
果
と
し
て
内
容
が

浅 田:葉 山 嘉 樹 論 ノ11

「
思
考
停
止
で
記
述
が
打
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
」
こ
と
に
な

っ
た
わ
け
で
は
あ
ろ

う
が
、
葉
山
に
身
を
す
り
寄
せ
つ
つ

『
日
記
』
を
読
め
ば
、
思
考
停
止
の
文
章
の

空
隙
に
葉
山
に
対
す
る
読
者
の
恣
意
的
な
願
望
を
挿
入
す
る
こ
と
も
出
来
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
中
島
は
先
の
文
中
で

「偽
装
転
向
」
に
つ
い
て
、

な
ん
ら
か
の
意
味

で
仮
面
を
か
ぶ

っ
て
シ
ラ
を
切

っ
て
い
る
つ
も
り
の
人
た

ち
の
間
に
は
、
面
が
肉
に
食
い
入

っ
て
、
肉
づ
き
の
面
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
苦

痛
が
あ

っ
た
は
ず
だ

と
述
べ
て
い
る
。

『青
野
季
吉
日
記
』
を
め
ぐ

っ
て
の
中
島
健
蔵
の
こ
う
し
た
指

摘
は
青
野
季
吉
を
離
れ
、
昭
和
十
年
前
後
か
ら
敗
戦
ま
で
の
時
代
の
社
会
的
な
広

が
り
の
中
に
解
き
放
た
れ
る
べ
き
指
摘

で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
時
代
の
歴
史

や
文
学
を
読
も
う
と
す
る
主
体
が
常
に
遭
遇
せ
ね
ば
な
ら
な
い
不
可
避
の
問
題
で

も
あ
ろ
う
。

『
青
野
季
吉
日
記
』
に
つ
い
て
の
中
島

の
二
つ
の
指
摘
の
間
に
立

っ

て
、
読
者
が
対
象
を
主
観
的
、
恣
意
的
な
願
望
に
よ

っ
て
読
み
込
む
と
す
れ
ば
、

対
象
を
包
摂
す
る
事
実
を
い
か
よ
う
に
も
潤
色
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

(
二
)

徳
永
直
は

「葉
山
嘉
樹
の
位
置
i

.フ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
開
拓
者
i

」
(昭

28

・
6

『文
学
』
)
の
中
で
、

彼
の
晩
年
の
作
品
で
、
題
を
お
も
い
だ
さ
な
い

(中
略
)
が
、
こ
の
頃
従
軍

作
家
で
活
動
し
て
い
た
里
村
欣
三
の
こ
と
を
し
の
び
、
居
村
の
青
年
た
ち
が
出

征
し
て
い
く
風
景
な
ど
え
が
い
た
短
編
に
は
彼
の
ふ
く
ざ

つ
な
苦
悩
、
晩
年

の

心
境
を
よ
く
語

っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
作
で
も

わ
か

る
よ

う

に

「
転

向
」
の
心
境
と
い
っ
た
も
の
に
も

『戦
旗
派
』
出
身
の

「
転
向
」
の
そ
れ
と
は

す
こ
し
ち
が

っ
て
い
る
。
ど

っ
か

「な
だ
ら
か
」
で
あ
る
。
ボ
キ
ッ
ト
と
音
を

た
て
て
折
れ
る
よ
う
な
ふ
う
の
も
の
は
あ
ま
り
な
い
。

と
言

い
、
ま
た

「葉
山
は
ど
う
転
向
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
林
房
雄
の
よ
う
に
も

な
れ
ぬ
し
、
ま
た
平
林
た
い
子
の
よ
う
に
も
な
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」と
も
記
し
て

い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
作
品
は

「慰
問
文
」
(昭
13

・
10

『
文
芸
』
)
を
指
し
て
い

る
よ
う
に
思
う
が
、
こ
れ
に
よ

っ
て
見
る
と
、
徳
永
は

「慰
問
文
」
の
段
階
で
既

に
葉
山
が
転
向
し
て
い
た
と
判
断
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
祖
父
江
昭

二
は

「葉
山
嘉
樹
論
」
(昭
39

・
6

『文
学
』)
で

「
慰
問
文
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。

お
り
か
ら
中
日
戦
争
が
は
じ
ま
り
、
戦
地

へ
い
っ
た
友
人
宛

の
手
紙
と
い
う

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

形
式
の
作
品
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
葉
山
が
あ
の
戦
争
に
対
し
て
懐
疑
的
で
な

も

へ

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

か
っ
た
こ
と
の
例
証
と
し
て
こ
れ
を
と
り
あ
げ
る
批
評
が
あ
る
。
た
し
か
に
そ

の
点
葉
山
は
懐
疑
的
で
は
な
か

っ
た
よ
う
に
ぼ
く
に
も
思
わ
れ
る
。
い
ま
は
留

保
し
て
お
く
が
、
場
合
に
よ

っ
て
は
、
そ
う
断
言
で
き
る

か
も

し
れ

な

い
。

(傍
点
筆
者
)

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
文
中
の
傍
点
を
付
し
た
部
分
は
多
分
徳
永
の
先
の
批
評
を

指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
徳
永
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
批
評
態

度

に

つ
い
て
、



12

}
「
『
慰

問

文

』

と

い
う

作

品

の
面

白

さ
、

文

学

的

リ

ァ
リ

テ

ィ
と

い
う

も

の

は

、
果

…
し

て

そ

う

例

証

さ

れ

る

と

こ
ろ

に
あ

る

の

だ

ろ

う

か

・
」

と

い
う

態

度

を

と

っ
て

}
い

る
。

そ

し

て

「
慰

問

文

」

冒

頭

の
文

章

構

造

}

定

村

銀

三
様

。

}

御

身

は

北

支

に

一
兵

卒

と

し

て
、

東

洋

永

遠

の
平

和

の
為

に
戦

っ
て

ゐ

る
。

…

御
身
た
ち
の
お
か
げ

で
、
わ
れ
く

は
空
襲
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
、
ま
る

一

で
十
年
前
と
同
じ
く
、
平
和
な
日
常

の
生
活
を
享
受
し
て
ゐ
る
。

へ

一
に
注

目

し

、
最

初

の
文

と

二
番

目

の
文

の
間

に
あ

る
響

き

あ

い

の
妙

に

つ

い

て
、

号

…
亘

亟

戦
意
識
L
ξ

な
が
る
よ
う
姦

争
観
を
示
し
て
お
り
な
が
ら
、

「
こ

矧

…
こ
に
使
わ
れ
て
い
る

『平
和
』
と
い
う
こ
と
ば
を
う
ま
く
移
行
さ
せ
て
、

一
見
な

舞

[
ん
で
も
な
い
よ
う
な
」
書
き
方
を
し
な
が
ら
も

「先
行
す
る
あ
の
文
章
が
読
者
を

　

要

}
喚
起
し
て
あ
わ
や
結
ば

せ
よ
う
と
し
た

『
聖
戦
』
意
識
と
い
う
イ
メ
イ
ジ
に
事
実

紀

}
上
空
洞
を
あ
け
」
る
効
果
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
部

学大良奈

分
に
限
定
し
て
見
る
限
り
、
「慰
問
文
」

に
つ
い
て
の
徳
永
と
祖
父
江
の
見
方
は
対

立
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
人
が
持

つ
葉
山
の
全
体
像

に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
の
開

き
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

葉
山
の
本
質
部
分
に
徳
永
は

「彼
は
最
後
ま
で
虐
げ
ら
れ
る
人
々
の
味
方
で
あ

っ
た
。
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
的
観
点
に
弱
か

っ
た
と
し
て
も
、
少
く
と
も
虐
げ
ら
れ
る

人
々
の
味
方
で
あ

っ
た
」
と
い
う
傾
向

を
見
て
お
り
、
ま
た
祖
父
江
は

「
こ
う
い

う
表
現
は
、
国
民
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
国
家
が
上
か
ら
提
示
し
、
お
し
か
ぶ
せ

よ
う
と
す
る
思
想
に
対
し
て
、
下
か
ら
真
面
目
に
こ
た
え
よ
う
と
し
て
も
、
ど
う

し
て
も
途
中
で
く
ず
れ
て
、
と
ん
で
も

な
い
方
向
に
飛
び
出
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、

そ
う
い
う
表
現
で
あ
り
、
文
体
で
あ
り
、
発
想
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
「も

っ
と
も

葉
山
自
身
は
あ
る
い
は
優
等
生
ふ
う
に
真
面
目
な
文
体
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
思

想
や
観
念
を
本
気
で
信
じ
こ
も
う
と
し
た
場
合
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
従

っ

て
そ
こ
に
葉
山
の
戦
争
否
定
的
で
な
い
後
退
し
た
思
想
を
見
て
と

っ
て
、
あ
げ

つ

ら
う
こ
と
は
必
ず
し
も
間
違

い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
見
て
く
る
と
、

二
人
の
葉
山
観
に
本
質
的
な
相
違
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
究

極
的
に
は
、
葉
山
文
学
の
本
質
的
な
も
の
と
し
て
、
ほ
ぼ
同
じ
も
の
を
見
て
い
る

ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
初
に
見
た
よ
う
に
作
品
受
容
の

姿
勢
に
は
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

右
の
よ
う
な
相
違
点
の
源
は
作
品

へ
の
期
待
の
質
の
相
違
に
あ
る
よ
う
に
思
わ

も

も

れ
る
。
例
え
ば
、
徳
永
が
作
品
論
を
媒
介
に
し
な
が
ら
も
人
物
の
思
想
を
追
及
す

る
傾
向
を
持

っ
て
い
る

(論
文
の
目
的

・
テ
ー
マ
に
も
か
か
わ

っ
て
は
い
る
が
)

の
に
比
し
、
祖
父
江
の
場
合
、

文
学
論
と
し
て
な
に
よ
り
も
ま
ず
問
題
に
す
べ
き

「思
想
」
は
、
言
え
ば
作

も

も

も

も

品
そ
の
も
の
の

「思
想
」
で
あ

っ
て
、
し
か
も
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
作
家
の

「
思

想
」
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
を
早
と
ち
り
す
れ
ば
こ
そ
、

非
文
学
的
な
評
価

・
判
定
を
つ
い
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
心
な
ら
ず
も
、
生
み
出

し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

と
述
べ
て
い
る
よ
う
な
姿
勢
を
持

っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
祖
父
江
が

言
う
よ
う
に
、
確
か
に

一
部
で
は
、
作
家
の
思
想
傾
向

(及
び
行
動
)
を
作
品
論

の
背
景
と
し
て
無
批
判
に
導
入
し
た
り
、
自
伝
的
作
品
を
伝
記
の
中
に
無
批
判

・

無
考
証
の
ま
ま
導
入
す
る
よ
う
な
傾
向
の
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
ま
た
、
作

品
論
を
作
家
の
現
実
行
動
の
思
想
性
に
依
存
す
る
形
で
処
理
す
る
傾
向
が
あ
る
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。
作
品
空
間
と
創
作
行
為
の
主
体
た
る
作
家
と
を
戴
然
と
分
離

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
に
し
て
も
、
作
品
は
作
家
の
現
実
生
活
と
は
離
れ
、
例

え
ば
無
署
名
で
も
作
品
は
文
学
的
価
値
に
お
い
て
独
立
し
た
存
在
が
可
能
で
あ
る

よ
う
な
側
面
を
常
に
持

っ
て
い
る
以
上
、
作
品
を
受
容
す
る
に
際
し
て
は
、
ま
ず

作
品
の
独
立
性
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
作
品
の
中

に
意
外
と
作
家
の
無
意
識
の
世
界
が
息
づ
い
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
日
常
生

活
者
と
し
て
の
作
家
の
私
的

・
公
的
営
為
の
中
に
も
、
自
覚
的
で
な
い
、
意
外
な
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部
分
が
露
見
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
作
品
や
作
家

の
全
体
像
は
こ
れ
ら
の
相
対

的
な
照
合
の
中
で

一
度
は
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

(
三
)

赤
城
毅
は

「
労
働
文
学
と
プ

ロ
文
学

の
結
節
点
ー

葉
山
嘉
樹

『
海
に
生
く
る

人

々
』
i

」
(昭
43

・
12

『民
主
文
学
』
)
の
中
で
後
期

の
葉
山
に
つ
い
て

往
年

の
、
変
革
的
情
熱
を
た
っ
ぷ
り
ふ
く
ま
せ
た
メ
タ
フ
ォ
リ
カ
ル
な
文
体

は
跡
形
も
な
く
消
失
し
、
大
自
然
の
中
に
没
我
せ
ん
と
す
る
大
乗
仏
教
的
、
枯

淡
を
意
図
し
た
文
体
が
と

っ
て
代

っ
た
。

国
家
権
力
の
実
体
を
手
づ
か
み
に
す
る
こ
と
を
、

つ
い
に
は
ば
む
こ
と
と
な

っ
た
気
質
に
ひ
そ
む
主
観
性
と
非
論
理
性
が
、
対
政
治
的
精
神
緊
張
に
支
え
ら

れ
て
い
る
間
は
、
自
然
ー
社
会
を
人
格
ー
主
体
の
方
に
強
列
に
引
き
よ
せ
て
の

芸
術
性
豊
か
な
前
期
文
体
を
も
た
ら
す
こ
と
が
出
来
た
が
、
ひ
と
た
び
そ
の
緊

張
が
失
わ
れ
る
と
、
同
じ
そ
の
主
観
性
の
強
い
気
質
が
、
逆
に
人
格
を
自
然
の

方
に
強
引
に
ひ
き
よ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
後
期
の
文
体
を
も
た
ら
し
た
。

と
述
べ
て
い
る
。
葉
山
の
文
学
的
時
期
区
分
に
つ
い
て
は
未
だ
明
確
な
も
の
が
な

く
、
筆
者
の
場
合

「移
動
す
る
村
落
」
(昭
6

・
9

・
12
～
7

・
2

・
9

『東
京

朝
日
新
聞
』)
執
筆
期
間
を
前
期
と
後
期

の

一
応
の
区
切
り
と
考
え
て
は
い
る
が
、

右
の
赤
城
の
場
合
、
多
喜
二
虐
殺
の

「
あ
く
る
年
、
葉
山
は
東
京
で
の
作
家
生
活

を
ふ
り
す
て
て
、
信
州
に
落
ち
の
び
、
や
が
て
そ
こ
で
帰
農
し
た
」
頃
以
後
の
作

品
を
後
期
と
し
て
問
題
に
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
見
え
る
赤
城

の
葉
山
観
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
賛
同
で
き

る
の
だ
が
、
「対
政
治
的
精
神
緊
張
」
が
後
期
に
は

「失
わ
れ
」
て
い
る
と
す
る
点
、

及
び

「枯
淡
を
意
図
し
た
文
体
」
と
い
う
文
体
把
握
に
は
疑
問
が
残
る
。
こ
こ
で

言
う

「精
神
緊
張
」
と
は
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
内
実
を
持

つ
も
の
と
し
て
言
わ

も

も

も

も

れ
て
い
る
の
か
、
「枯
淡
を
意
図
し
た
」
と
い
う
場
合
、
葉
山
の
後
期
に

「
枯
淡
」

と
呼
び
得
る
文
体
が
ど
の
程
度
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
は

「意
図
し
た
」
ば
か
り

で
実
現
し
な
か

っ
た
の
か
、
等

々
の
小
さ
な
疑
問
と
と
も
に
、
全
体
と
し
て
、
そ

こ
ま
で
葉
山
を
否
定
的
に
と
ら
え
て
良

い
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

「
氷
雨
」
は
昭
和
十
二
年
の

『改
造
』
十
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

こ
の
年
は
藍
溝
橋
に
お
け
る
日
中
両
軍
の
衝
突

(7
月
)
に
よ
り
日
中
の
泥
沼
的

な
全
面
戦
争
に
突
入
し
た
年
で
あ
り
、
小
林
多
喜
二
の
虐
殺
に
象
徴
さ
れ
る
言
論

.
思
想

の
統
制
と
弾
圧
は
既
に
体
制
と
し
て
の
完
成
の
域
に
達
し
て
い
た
。
と
こ

ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
書
か
れ
た

「
氷
雨
」
に
は

「も
う
政
治
と
は
絶
対

に
縁
を
切
る
!
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
ば
を
額
面
ど
お
り
に
読

め
ば
、
政
治
と
は
今
後

一
切
の
か
か
わ
り
を
持
た
な
い
、
と
い
う
葉
山
の
宣
言
と

も
受
け
と
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
葉
山
の
存
在
認
識
は
醒
め
て
お
り
、
個
と
し

て
の
存
在
と
政
治
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
葉
山
は
知
り
過
ぎ
る
ほ
ど

知

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
先
の
こ
と
ば
の
直
後
に
、

だ
が
、
私
は
今
ま
で

一
度
だ

つ
て
、
政
治
家
に
な

つ
た
こ
と
は
な
い
し
、
な

マ

マ

り
た
か
つ
た
こ
と
も
な
い
の
だ
ま
し
て
、
私
が
政
治
と
縁
を
切
る
と
決
や
よ
う

が
決
め
ま
い
が
、
私
の

一
時

一
瞬
の
生
活
も
、
政
治
の
下
に
あ
る
の
だ
。
私
の

考

へ
や
決
心
な
ど
は
全

つ
切
り
問
題
に
は
な
ら
な
い
の
だ
。

と
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
の
こ
と
ば
の
み
に
限
定
し
て
こ
の
頃
の
葉
山
を
見

よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
「対
政
治
的
精
神
緊
張
」
の
喪
失
と
い
う
姿
も
出
て
来
る
の

か
も
知
れ
な
い
が
、
作
家
に
と

っ
て
の
精
神
的
な
政
治
と
の
緊
張
関
係
と
は
、
決

し
て
現
実
的
な
政
治
的
行
為
に
お
い
て
計
量
し
得
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、

現
象
と
し
て
の
能
動
的
な
行
為
の
側
面
に
よ

っ
て
見
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
は
ず

で
あ
る
。
本
来
そ
れ
は
主
体
が
自
己
の
存
在
認
識
に
際
し
て
、
社
会
の
全
体
と
個

と
し
て
の
自
己
と
の
有
機
的
関
係
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
か
と
い
う
点

に
こ
そ
見
ら
れ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
か
ら
考
え
る
な
ら

ば
、
先
に
引
用
し
た
二
つ
の
文
か
ら
う
か
が

い
得
る
葉
山
は
、
政
治
を
単
に
機
構
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的
機
械
的
な
も
の
と
し
て
は
見
て
お
ら
ず
、
自
己
の
日
常
的
な
存
在
が
常
に
政
治

一
と
の
緊
張
関
係

に
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
政
治
と
は

一
個
人
の
恣
意
的
な
意
志
に

}
よ

っ
て
絶
縁
し
得
る
よ
う
な
簡
単
な
も

の
で
な
い
こ
と
等
を
は

っ
き
り
と
自
覚
し

}
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「対
政
治
的
精
神
緊
張
」
と
は
・
作
家
に
と

っ
て
・

…
あ
く
ま
で
も
作
品
空
間
に
見
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
も
、
単
に
そ
こ

へ

「
に
扱
わ
れ
て
い
る
素
材
の
先
天
的
な
方
向

性
に
よ

っ
て
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
も

…

第6号

 

要

な
い
は
ず

で
あ
る
。

「
氷
雨
」
は
葉
山
の
後
期
に
よ
く
見

ら
れ
る
随
想
と
も
小
説
と
も
ど
う
と
も
と

れ
る
よ
う
な
作
品
で
、
葉
山
自
身
も

『
日
記
』
(昭
12

・
11

・
3
)
に
は
小
説
と
記

し
な
が
ら

「執
筆
目
録
」
(『葉
山
嘉
樹

日
記
』
巻
末
付
載
)
に
は
随
筆
と
記
し
て

い
る
点
か
ら
も
、
こ
の
作
品
の
形
態
上

の
性
格
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ

で
作
品
の
内
容
は
、
赤
穂
村
に
お
け
る
窮
之
生
活
や
魚
釣
り
の
際
の
子
供
と
の
会

紀

}
話
な
ど
を
ま
じ
え
た
も
の
で
、
当
時
の
葉

山
の
内
面
を
何
げ
な
い
文
章
の
中
に
封

奈 良 大 学

じ
込

ん

で

い
る

よ
う

で
あ

る
。

十

一
月

十

九

日

の

『
日
記

』

に

は

「
改

造

の

広
告

に
わ

が

『
氷

雨

』

載

っ
て

ゐ

る

の
で

ホ

ッ
と

一
安

堵

せ
り

。
」

と
記

し

て

い
る

。

葉

山

に

と

っ
て

「
氷

雨

」

の

一
掲

載

は

か

な

り

嬉

し

か

っ
た

よ

う

で
あ

る
。

…一

と

こ
ろ

で

、

葉

山

に

と

っ
て

の

「
氷

雨

」

を

め

ぐ

る

こ

の

「
安

堵

」

感

は

一
体

再

だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
・

百

記
L
に
よ
る
ξ

」
の
作
品
は
+
月
三
+

百

の
体

一
験

を

も

と

に
書

か
れ

た
も

の

ら

し

い
・

『
日

記

』

に

は

つ
ぎ

の

よ
う

な

記

述

が

あ

一
る

。

㎜

午
後
民
樹
百
枝
を
連
れ
て
叢

り
釣
り
に
行
く
・

～

夕
方
雨
に
濡
れ
て
暗
き
田
舎
道
を
帰
る
。

…

釣
り
の
途
中
雨
に
な
り
、
民
樹
、
草

の
刈
り
た
る
を
、
川
端
の
胡
桃
の
木
の

一

技
に
か
け
、
百
技
に
屋
根
を
葺
い
て
や
り
、
そ
の
下
で
雨
宿
り
し
て
居
れ
と
云

ひ
、
自
分
で
は
幼
き
手
に
二
間
竿
を
揺
り
て
ゐ
た
り
。

涙
流
れ
来
る
。
帰
り
て
食

ふ
米
な
し
。

暗
く
な

っ
て
も
黙
々
と
し
て
釣

っ
て
ゐ
る
自
分
の
気
持
を
察
し
て
か
、
子
等

帰
ら
う
と
も
云
は
ず
、
黙
つ
て
待
て
り
。
親
子
心
中
の
雰
囲
気
と
は
か
く
の
如

き
も
の
か
と
思

っ
た
。

(中
略
)

子
等
先
き
に
立
ち
ド
ン
ド
ソ
急
ぎ
足
に
帰
る
。

い
つ
も
の
よ
う
に
質
問
の
連

発
を
し
な
い
。
オ
ヤ
ヂ
の
様
子
が
変
だ
と
思
つ
て
る
に
相
違
な
い
の
だ
。

帰

つ
た
ら
ワ
イ
フ
が
障
子
を
貼
つ
て
ゑ
た
。

そ
の
夜
、
子
等
に
与
ふ
る
飯
は
あ
つ
た
が
、
自
分
等

の
分
が
な
か
つ
た
の
で
、

魚
は
小
原
君
宅
に
持

つ
て
行
き
、
そ
の
足
で
小
出
君
を
訪
ね
た
。
小
出
君
は
酒

も
飲
ま
ず
に
飯
を
食

つ
て
ゐ
た
。

五
円
借
り
た
。
そ
れ
で

一
升
僕
が
買
は
う
と
云
つ
た
ら
、
そ
の
金
で

一
升
買

ひ
、
四
合
瓶
に
小
出
君
の
飲
み
分
を
と
り
、
後
を
み
ん
な
く
れ
、
金
は
別
に
五

円
札

一
枚
出
し
て
来
て
貸
し
て
く
れ
た
。

米

一
斗
麦
五
升
買

つ
た
ら
八
十
銭
残
つ
た
。

こ
の
夜
久
し
振
り
に
て
酒
に
あ
り
つ
く
。

こ
の
よ
う
な
自
己
の
体
験
を
作
品
化
し
た
わ
け
だ
が
、
先

の
十

一
月
十

九

日

の

『
日
記
』
に
記
さ
れ
た

「
安
堵
」
は
右
の

『
日
記
』
に
見
え
る
窮
乏
感
や
十

一
月

二
十
二
日
の

『
日
記
』
に
見
え
る

「
夕
方
菊
技
質
屋
に
行
き

一
円
借
り
て
来
る
。

ガ
ン
モ
ド
キ
を
十
銭
買
つ
て
来
て
夕
食
菜
」
に
す
る
よ
う
な
、
現
実
生
活
上
の
窮

乏
に
対
す
る

「安
堵
」
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
日
記
』
に
は
こ
の
折
の

「安

堵
」
の
質

に
つ
い
て
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
確
か
に

「
氷
雨
」

一
篇
で
う
る
お

う
稿
料
収
入
の
額
は
当
時
の
生
活
状
況
の
中
に
あ

っ
て
は
か
な
り
の
高
額
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
来
る
生
活

へ
の
安
堵
感
は
十
分
に
想
像
し
得
る
。
例
え
ば
荒

っ
ぽ
い
単

純
計
算
で
は
あ
る
が
、

『葉
山
嘉
樹
日
記
』
巻
末
付
載
の

「
執
筆
目
録
」
の

「
ノ

ー
ト

『
7
』

(昭
和
十
、
一年
十
二
月
以
後
)
以
下
の
分
に
つ
い
て
は
枚
数
と
稿
料
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　…
収

入

が

記

入

し

て
あ

り

、

こ
れ

を

も

と

に
概

算

す

る

と

(「
氷

雨

」
は

十

一
月

五

日

一
の

『
口
記

』

に

よ

る

と

二
十

一
枚

、
「
執

筆

目

録

」

に

よ

る

と

二

十
枚

)

四

十

円

近

狐
毅

暫

碧
擁
簿

熟

泌
.趨
罪

灘

鵜

㎡

つ
い
て
は
蕃

の
場
合
三
円
以
上
が
支
払
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
・
±

月

.
十
九
日
に

『改
造
』
の
広
告
で
掲
載
さ
れ
る
こ
と
を
知

っ
た
段
階
で
は
六
〇
円
近

「

収
入
を
予
想
し
た
か
も
知
れ
な
冨

従

っ
て
・
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
安
堵
感

…
を
生
活
の
窮
乏
か
ら
来
て
い
る
も
の
だ

っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な

…
か
ろ
う
。
生
活
に
つ
い
て
の
窮
乏
感
は
き
わ
め
て
主
観
的
な
も
の
で
、
他
者
が
云

}
々
す
る
こ
と
は
こ
の
場
合
あ
ま
り
問
題

と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
予
想
し
得
る
葉

　
　
　

}
山
の
年
間
稿
料
収
入
と

「米

一
斗
麦
五
升
買
つ
た
ら
八
十
銭
残

つ
た

(注
11
五
円

「
で
)
」
と
い
う
よ
う
な
物
価
、
さ
ら
に
+

百

+
吉

の

『
日
記
』
に
記
さ
れ
て
い

}
る

「
里
村
夫
人
よ
り
軍
事
扶
助
が
受
け
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
、

『
日
額

一
円
二

}
十
三
銭
で
す
か
ら
ど
う
に
か
生
活
が
安
定
し
ま
し
た
』
と

ハ
ガ
キ
が
来
た
・
俺
も

.
兵
隊
に
な
り
た
い
。」
と
い
う
生
活
か
ら
す
れ
ば
、
葉
山
の
実
収
入
は
か
な
り
の
も

・
の
で
あ
り
、
窮
乏
感
に
つ
い
て
の
疑
問

は
禁
じ
得
な
い
。
た
だ
、
そ
う
し
た
他
人

}
の
目
か
ら
の
客
観
的
判
断
は
こ
の
場
合
問
題
で
は
な
く
、
明
ら
か
な
こ
と
は
、
『
日

記
』
の
随
所
に
窮
乏
感
を
訴
え
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
同
じ
十
二
年
度

の

『
日
記
』
の
随
所
に

私
は
悲
し
く
な
つ
た
。
親

の
悲
哀

で
あ
る
。

国
家
も
利
己
的
で
あ
る
。
部
落
も
利
己
的
で
あ
る
。

個
人
も
利
己
的
で
あ
る
。
損
は
れ
た
る
国
よ
!

何

と

も

云

へ
ず

一
日

不
愉

快

な

り

。

(
三

月

二
十

六

日
)

キ
ャ
ム
プ
を
持

っ
て
、
妻
子
を
連
れ
て
、
川
伝
ひ
に
原
始
民
族
の
や
う
に
生

活
し
て
歩
い
た
ら
面
白
い
だ
ろ
う
と
思

つ
た
。

思

へ
ば
、
人
間
は
ど
ん
な
に
面
白
い
と
云
ふ
こ
と
か
ら
遠
く
か
け
離
れ
て
し

ま
つ
た
こ
と
だ
ら
う
。

自
分
は
自
然
の
中
に
と
け
込
ん
で
し
ま

つ
た
時
以
外
に
は
面
白
い
と
云
ふ
こ

と
は
な
い
。

(
八
月
二
十
五
日
)

地
球
に
も
自
分
に
も
愛
想
つ
き
果
て
鼠

首
吊
る
ま
で
を
魚
釣
り
に
行
く

(十

月

十

一
日

)

戦
争
と
は
人
間

の
潰
し
値
段
の
事
で
あ
る
。

(十
月
十
九
日
)

等

々
、
さ
ら
に
後
に
も
引
用
す
る
が

『
日
記
』
の
到
る
と
こ
ろ
に
厭
世
的

・
虚
無

的
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
厭
世
感
や
虚
無
感
を
単
な
る
経
済
生
活
上

の
疲
労
と
解
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
見
た
葉
山
の

「
安
堵
」
感
は
、
そ
う
し
た
経
済
生
活
上
の
困
窮
と
切
り
離
し
得
な
い
も
の
で
は

あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
同
じ
年
の

『
日
記
』

に
見
え
る
葉
山
の
精
神
上
の
欝
屈
と
も

切
り
離
し
得
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

書
け
な
い
。
書
き
度
く
な
い
。
書
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
書
い
て
な
ら
ぬ
こ

と
だ
け
が
頭
の
中
に
あ
る
の
だ
。

(十
月
二
十
五
日
)

右
は

「
氷
雨
」
に
扱
わ
れ
て
い
る
魚
釣
り
で
の
出
来
ご
と
の
あ

っ
た
日
か
ら
六
日

以
前
の

『
日
記
』
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
五
日
前
に
は
、

林
房
雄
を
や

つ
つ
け
ね
ば
腹
収
ま
ら
ざ
る
心
地
な
り
、
さ
れ
ど
、
林
輩
を
や

つ
つ
け
る
こ
と
が
わ
が
仕
事
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
悲
し
く
思
ふ
。

チ
ン
ピ
ラ
幕
間
ペ
ン
曲
芸
師
共
を
し
て
踊
ら
し
め
よ
。

俺
の
如
き
は
歴
史
の
動
き
に
対
し
て
は
、

一
匹
の
蟻
か

一
尾
の
脆
の
如
き
も

の
な
の
だ
。
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子
等
よ
健
に
育
て
!

父
の
如
く
な
る
な
か
れ
。

(十
月
二
十
日
)

と
も
記
し
て
い
る
。
他
に
も
、

変
に
事
局
に
わ
づ
ら
わ
さ
れ
て
は
い
け
ぬ
。
何
も
書
け
な
い
。

ま
つ
し
ぐ
ら
に
真
理
に
進
め
!

そ
れ
で
い
け
な
け
れ
ば
、
仕
方
が
な
い
の

だ
。
子
等
よ
許
せ
、
妻
よ
許
せ
。

(九
月
三
十
日
)

午
後
の
便
で
東
朝
か
ら
原
稿
が
帰

つ
て
来
た
。
や
は
り
時
局
に
鋭
く
ふ
れ
て

は
い
け
な
い
ん
だ
。
自
分
に
は
時
代

に
迎
合
す
る
能
力
は
な
い
の
だ
。

(二
月
十
三
日
)

等
々

『
日
記
』
の
随
所
に
こ
れ
に
類
す

る
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
右
の
引

用
だ
け
で
も
明
ら
か
だ
と
思
う
が
、
自
分

の
仕
事
が
順
調
で
な
い
こ
と
や
原
稿
が

掲
載
さ
れ
な
い
理
由
を
社
会
的
な
要
因
と
し
て
認
識
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
で
あ

る
。
十
月
二
十
四
日
に
も

「
わ
が
頭
、
何
か
、
わ
が
体
以
外
よ
り
持
ち
込
み
た
る

ガ
ラ
ク
タ
に
て
つ
ま
れ
る
が
如
し
」
と
も
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
単
に
主

「
観
的
な
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
に
し
て
も
、
葉
山
が

一
定
の
、
「時
局
」
と
低

触
す
る
意
識
を
主
観
的
に
は
持

っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。

先
に
厭
世
感

・
虚
無
感
と
述
べ
た
が
、

風
船
玉
の
萎
む
よ
う
に
、
わ
が
頭

よ
り
生
活
力
と
未
来

へ
の
希
望
、
何
の
故

か
飛
び
去
る
。

(十
月
二
十
三
日
)

ワ
イ
フ
厭
世
観
を
起

こ
し
、

を
云
ひ
出
す
。
無
理
な
し

生

き

て
ゐ

た
く

な

い

と

、

又
ひ
ど

い
嫌
悪
感
!

く
た
び
れ
た
!

何
に
も
か
に
も
!

自

分

見

た

い
な

こ
と

(
十

一
月

四

日
)

(十
二
月
十
八
日
)

と
も
記
し
て
お
り
、
こ
の
頃
か
な
り
虚
無
的

・
厭
世
的
な
気
分
に
な

っ
て
い
た
ら

し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
見
ら
れ

る
そ
う
し
た
心
象
が
、
単
に
経
済
生
活
上
の
窮
乏
に
の
み
起
因
す
る
と
考
え
る
の

は
あ
ま
り
に
表
面
的
な
理
解
に
す
ぎ
る
に
ち
が
い
な
い
。
や
は
り
も
う

一
方
に
、

先
に
見
た
欝
屈
し
た
精
神
が
虚
無
的

・
厭
世
的
な
気
分
の

一
方
の
原
因
を
構
成
し

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
遡

っ
て
先
の

「安
堵
」
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
単
純
に
生
活
的

窮
乏
に
つ
い
て
の

「安
堵
」
ば
か
り
で
な
く
、
葉
山
の
意
識

(主
観
)
か
ら
す
れ

ば
、
「
時
局
」
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で
低
触
す
る
内
容
を
封
じ
込

め

て
い
た

た

め

「
氷
雨
」
の
掲
載
を
懸
念
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が

可
能

で
あ

る
。

『
日

記
』
に
よ
れ
ば

コ

寸
待
て
」
(昭
12

・
12

・
13

『
帝
国
大
学
新
聞
』
)
は
十

一

月
十
二
日
に
脱
稿
し
た
ら
し
い
が
、
こ
の

二

寸
待
て
」
は
当
時
の
林
房
雄
の
あ

り
方
に
対
す
る
明
確
な
批
判
で
、
林
が
進
も
う
と
す
る
方
向
に

コ

寸
待
て
」
と

語
り
か
け
よ
う
と
す
る
内
容
で
あ
る
。

「
氷
雨
」
は

コ

寸
待
て
」
の
八
日
前
に

脱
稿
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
内
容
を
持

つ

「
一
寸
待
て
」
と

「氷
雨
」
と
の
時

間
的
な
関
係
か
ら
考
え
る
と
、
「
氷
雨
」
の
内
容
が

コ

寸
待
て
」
の
志
向
性
と
さ

ほ
ど
の
開
き
は
な
か

っ
た
と
考
え
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

「氷
雨
」
は
、
魚
釣
り
の
帰
途

「
お
前
た
ち
は
お
父
さ
ん
の
先
に
お
歩
き
」
と
い

う
形
で
私
の
前
を
歩
き
始
め
た
二
人
の
子
供
が
、
ど
ん
ど
ん
先
に
行

っ
て
し
ま
い
、

私
は
考
え
ご
と
を
し
な
が
ら
歩
い
て
い
る
こ
と
も
あ

っ
て
、
先
を
歩
い
て
い
る
は

ず
の
子
供
た
ち
を

「
見
失

っ
た
」
ほ
ど
に
遅
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
追
い
つ
こ
う

と
す
る
の
だ
が

「
私
は
ノ
ロ
く
さ
く
歩
い
た
。
子
供
た
ち
に
追
ひ
つ
か
う
と
試
み

た
が
、
駄
目
な
事
が
分
つ
た
。

一
口
に
言

つ
て
終

へ
ば
生
命
力
が
残

つ
て
ゐ
な
か

つ
た
」
と
い
う
形
で
、
子
供
に
追
い
つ
け
な
い
で
考
え
ご
と
を
す
る
自
分
の
姿
が

描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
部
分
に
雑
多
な
と
り
と
め
も
な
い
思
い

(で
あ

る
か
の
如
く
)
と
し
て
戦
争
の
問
題
や
政
治
の
問
題
、「
生
き
て
行
く
の
に
大
骨
を
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折
る
と
言
ふ
こ
と
に
、
熱
意
を
欠
い
た
と
で
も
云
ふ
L
よ
う
な
自
分
の
姿
が
挿
入

さ
れ
て
い
る
。
子
供
達
が
帰
り
を
急
ぐ
家

に
は
十
月
三
十

一
日
の

『
日
記
』
に
も

記
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
米
の
入

っ
て
い
な
い

「米
櫃
」
が
あ
る
だ
け
な

の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
窮
乏
に

つ
い
て
、

こ
の
や
う
な
夕
暮
が
、
私
た
ち
の
上
に
襲
ひ
か
N
る
で
あ
ら
う
、
と
云
ふ
こ

と
は
、
昨
日
や

一
昨
日
か
ら
予
感
し
て
ゐ
た
事
で
は
な
か
つ
た
。
も

つ
と
も
つ

と
永
い
前
か
ら
分

つ
て
ゐ
た
事
で
あ

つ
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
策
を
個

人
的
に
取
る
事
が
出
来
る
と
云
ふ
や
う
な
事
柄
で
は
な
か
つ
た
。

と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
氷
雨
」
を
見
て
来
る
と
、
魚
釣
り
の
帰
り
に
子
供
達

に
遅
れ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
事
実
は
十
月
三
十

一
日
の
具
体
的
な
出
来
事
で
は
あ

っ
た
に
し
て
も
、
体
験
を
作
品
と
し
て
構
想
し
て
ゆ
く
過
程
に
、
葉
山
の
真
実

の

何
も
の
か
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
想
像
が
出
来
る
に
相
違
な
い
。

端
的
に
言
う
と
、
「第
二
の
国
民
」
と
し
て
の
子
供

(小
国
民

・
第

二
の
国
民
は

当
時
に
あ

っ
て
は
常
套
語
化
さ
れ
て
い
た
)、
つ
ま
り
未
来
を
背
負
う
国
民
と
し
て

の
子
供
の
世
界
に
追
い
つ
き
得
な
く
な

っ
て
い
る
、
考
え
ご
と
を
し
な
が
ら
歩
く

今
日
の
自
分
の
あ
り
方
を
重
ね
て
い
る
と
い
う
方
向
で
、
こ
の
作
品
を
読
む
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
立
ち
至
る
こ
と
は
ず

い
分
以

前
か
ら
予
想
さ
れ
て
い
た
が
、
「そ
れ
に
対
応
す
る
策
を
個
人
的
に
取
る
事
が
出
来

る
と
い
ふ
や
う
な
事
柄
で
は
な
か
つ
た
」
た
め
に
、
ず
る
ず
る
と
こ
こ
ま
で
引
き

}
ず
ら
れ
て
来
て
し
ま

っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
・
さ
ら
に

「
あ
の
子
た
ち
よ
り
も
・

}
も
つ
と
不
妾

子
供
た
ち
が
沢
山
あ
る
支

こ
れ
か
ら
も
つ
ζ

ず
つ
と
菱

[
る
に
違
ひ
な
い
」
と
言
う
こ
と
で
、
自
分
や
子
供
を
襲
つ
て
い
る
こ
の
窮
乏
が
単

に
自
分
達
家
族
の
特
殊
的
情
況
な
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
広
く
社
会
的

・
普
遍
的

一
状
況
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
窮
乏
が
具
体
的
に
は
何
に
起
因
す
る
か
に
つ

}
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
が

「
対
応
す
る
策
を
個
人
的

に
取

る
事
が

出

来
」
な
い
よ
う
な
形
で
や

っ
て
来
た
も

の
だ
と
い
う
認
識
と
、
先
の
普
遍
性
を
持

つ
情
況
だ
と
言

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
総
合
す
る
と
、
自
ら
葉
山
の
主
張
が
浮
ぴ

あ
が

っ
て
来
る
は
ず
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に

「
氷
雨
」
は
日
中
戦
争
突
入
の
年
に
書
か
れ
て
い
る
。
家

永
三
郎

『太
平
洋
戦
争
』
(昭
43

・
11

岩
波
歴
史
叢
書
)
に
よ
れ
ば

「
日
本
が
戦

争
の
大
義
名
分
と
し
て
内
外
に
公
示
し
た
ス
ロ
ー
ガ
ソ
」
と
し
て
、「
満
州
侵
略
の

段
階
で
は

『自
衛
権

の
発
動
』」
『
満
州
国
』
に
つ
い
て
は

『五
族
共
和
』『
王
道
楽

土
の
建
設
』
」
「中
国
と
の
全
面
交
戦
に
当

っ
て
は

『
暴
支
膚
懲
』
『更
生
新
支
邦
の

建
設
』
『
日
満
支
三
国
の
結
合
』『
東
亜
新
秩
序
の
建
設
』
な
ど
の
戦
争
目
的
が
掲
げ

ら
れ
」
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
大
義
名
分
は
戦
争
拡
大
に
随
伴
し
て
拡
大
し
、

さ
ら
に
対
米
英
開
戦

に
あ
た

っ
て
は

「大
東
亜
共
栄
圏
」
を
掲
げ
る
こ
と
に
な
る
。

戦
争
正
当
化

の
大
義
名
分
で
あ
る
以
上
当
然
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら

の
ス
ロ
ー
ガ
ソ
群
が
常
に
自
国
内
の
平
和
と
繁
栄
を
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
、
く
り
返
す
よ
う
で
は
あ
る
が

「
氷
雨
」
に
は
、
空

っ
ぽ
の

「米
櫃
」
し

か
な
い
家

に
向
か

っ
て
帰

っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な

「
こ
の
や
う
な
夕
暮

が
、
私
た
ち
の
上
に
襲
ひ
か
玉
る
で
あ
ら
う
」
と
い
う

「予
感
」
は
ず

っ
と
以
前

か
ら
抱

い
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た

「
予
感
」
が
あ
り
な
が
ら

「そ

れ
に
対
応
す
る
策
を
個
人
的
に
取
る
事
が
出
来
る
と
云
ふ
や
う
な
事
柄
で
は
な
か

つ
た
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

「
あ
の
子
た
ち
よ
り
も
、
も

つ
と
不
幸
な
子
供

た
ち
が
あ
る
し
又
、
こ
れ
か
ら
も
つ
と
、
ず

つ
と
殖
え
る
に
違
ひ
な
い
」
と
も
あ

る
。

「
氷
雨
」
は
日
中
衝
突
か
ら
日
中
戦
争
に
拡
大
す
る
端
緒
と
な

っ
た
蔵
溝
橋

事
件
か
ら
五
か
月
後
の
作
品
で
あ
り
、「
午
前
八
時
三
分
、
出
征
軍
人
を
見
送
り
に

行
く
。
十
六
七
人
あ
り
、
涙
流
る
。」
(八
月
十
七
日
)
と
あ
る
よ
う
に
、
葉
山
の
生

活
周
辺
か
ら
日
中
の
戦
場
に
旅
立
つ
で
あ
ろ
う
人
々
が
出
征
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
、
「
日
支
事
変
の
進
行
の
為
に
、
小
説
の
想
纒
ら
ず
」
(九
月
二
十
四
日
)
と

い

っ
た
状
況
や

「国
際
耕
地
整
理
組
合
を
作

っ
て
、
各
国
で
分
配
す
れ
ば
、
世
界



旦

も

平

和

に
な

る
だ

ら
う

・
L
(
+

月

九

日
)
と

い

っ
た

考

え

を

持

っ
て

お

り

・

こ

の
よ

…
う
な
葉
山
の
諸
事
情
か
ら
先
の

「米
櫃
」

へ
の

「
予
感
」
や

「
不
幸
な
子
供
た
ち

・
が
」
「ず

つ
と
殖
え
る
に
違
ひ
な
い
」
と

い
う
時
代
認
識
の
こ
と
ば
を
考
え
る
な
ら

　
ば
、
実
は
戦
争
正
当
化
の
大
義
名
分
を
空
洞
化
す
る
働
き
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ

.
り
、
戦
争
が
決
し
て
国
民
の
利
益
と
か
か
わ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い

一
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
方
向
で

「
氷
雨
」
を
読
ま
な
い
限
り
、
「も
う
政
治
と
は
絶
対
に

　
縁
を
切
る
」
と
い
う
叫
び
と
そ
れ
に
続
く
存
在
認
識
に
触
れ
た
部
分
と
の
必
然
性

号

…
が
意
味
を
持
た
な
く
な
り
、
さ
ら
に
は

『
口
記
』
に
記
さ
れ
た
厭
世
感

.
虚
無
感

鵜

∴

安
堵
L
と
い
っ
た
も
の
も
窪

浮

い
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

『
日
記
』
に
は

「荒
畑
よ
り

『
氷
雨
』
の
読
後
感
の

ハ
ガ
キ
あ
り
激
励
を
受
く
」

要

一

(十
二
月
十
五
日
)
と
記
し
て
い
る
が

、
荒
畑
寒
村
は
、

紀

…

(略
)
面
白
か
っ
た
、
と
云
つ
て
は
悪
い
気
が
す
る
程
、
深
く
心
を
打
た
れ
た
。

…

君
よ
、
気
を
落
す
な
、
勇
気
を
も
て
。
終
り
ま
で
忍
ぶ
者
は
救
は
れ
る
べ
し
だ
。

学

皿

僕
も
、
と
も
す
る
と
暗
い
深
い
穴
蔵

へ
陥
ゐ
る
や
う
な
感
を
免
が
れ
な
い
が
、

大

　

自
ら
奮
つ
て
勇
気
を
出
し
て
ゐ
る
・

良

…
と
書
き
送

っ
て
い
る

(浦
西
和
彦

「葉

山
嘉
樹
年
譜
」

『
葉
山
嘉
樹
』
昭

48

・
6

奈

…
桜
楓
社
)。

発
表
時
の
荒
畑
寒
村
の
作

品
受
容
こ
そ
・
今
ま
で
検

討

し

て
来

た

「
氷
雨
」
の
志
向
性
を
最
も
端
的
に
証
言

し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
ま
で
、
葉
山
の
作
品
の
政
治
と
の
精
神
的
緊
張
関
係
を

「
氷
雨
」
の
中
に
見

ぞ

来
た
が
・
葉
山
を
非
転
向
者
の
中
に
位
罹

つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
・

丁
」
こ
で
は
・
葉
崇

政
治
と
の
精
神
的
緊
張
関
係
を
自
己
の
存
在
認
識
の
中
に
保

…
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
よ
い
と
思
う
。
精
神
的
緊
張
関
係
の
持
続
と

一
い
う
こ
と
と
転
向
と
は
、
自
ら
別
の
問
題

な
の
だ
か
ら
。

…

浦
西
和
彦
は
全
集
三
巻

(筑
摩
書
房
版

昭
50

・
6
)
の

「
解
題
」
で

「
こ
の

「
作
品
か
ら
著
者

の
文
学
的
転
向
が
は
じ
ま
り
、
そ
れ
が

『暗

い
朝
』
(中
略
)
で
完

了
し
た
と
思
わ
れ
る
。」

と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
森
山
重
雄
は

『
日
本

マ
ル
ク
ス
主
義
文
学

文
学
と
し

て

の
革
命

と
転

向
』
(昭
52

・
2

三

一
書
房
)
の

「あ
と
が
き
に
」

思
想
を
玩
弄
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
が
、
こ
れ
を
自
己
の
内
在
と
化
す
る
こ

と
は
難
し
い
と
、
今
更
な
が
ら
感
じ
た
。

こ
と
に
こ
の
系
統
の
文
学
は
、
思
想

と
文
学
の
両
方

に
か
か
わ

っ
て
、
こ
ち
ら
の
思
考
の
能
力
、
人
間
と
し
て
の
力

量
の
す
べ
て
を
試
め
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
お
そ
ろ
し
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
駆
け
出
し
の
筆
者
な
ど
が
同
感
の
意
を
表
す
る
こ
と
な
ど
不
遜

か
も
知
れ
な
い
が
、
後
期
の
葉
山
を
扱

い
か
ね
な
が
ら
常
に
こ
の
思

い
を
抱

い
て

い
る
。

葉
山
晩
年
の
友
人
松
井
恭
平
は
、
林
房
雄
が

「転
向
に
就
い
て
」
(昭
16

・
4

湘
風
会
)
の
中
で
、

「葉
山
さ
ん
の
転
向
に
つ
い
て
触
れ
た
個
所
を
読
ん
で

『僕

に
は
転
向
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
』
」
と
語

っ
た
こ
と
を
回
想

し

て
い
る

(筑
摩
版
全
集

『
月
報
』
②

昭
50

・
6
)。

葉
山
の
戦
時
下

の
作
品
を
見
る
と
き
、
前
掲
の
徳
永

の
こ
と
ば
の
と
お
り

「
な

だ
ら
か
」
な
形
で
客
観
的
に
は
明
ら
か
な
転
向
を
と
げ
て
い
る
と
言

っ
て
差
し
支

え
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
松
井

の
回
想
に
も
あ
る
よ
う
に
、
葉
山
は
転
向
の
方
向

に
常
に
背
を
向
け
な
が
ら
近
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
の

一
歩

一
歩
の
歩

み
の
足
跡
と
し
て
の
作
品
の
中
に
、
葉
山
が
何
を
訴
え
何
を
叫
ぽ
う
と
し
て
い
る

か
と
い
っ
た
血
の
声
を
読
み
と
ら
な
い
限
り
、
後
期
の
作
品
群
は
瓢
逸

・
厭
世

・

虚
無
等

々
の
そ
の
時

々
の
葉
山
の
心
理
状
態
の
表
わ
れ
た
単
な
る
文
章
に
す
ぎ
な

く
な
る
だ
ろ
う
。

1
、

で 十

あ 一
つ 月

た 二〇十 注

九
日
の

『
日
記
』

に
よ
る
と
、
実
際

の
稿
料

は
五
卜

二
円
五
十
九
銭
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2

、

「
ノ
ー
ト

『
6
』
」

付
載

の

「
執
筆
目
録
」

に
記
載

さ
れ
て

い
る
内
容

に
つ
い
て
、

「
ノ
ー
ト

『
7
』
」
付

載

「
執
筆
目
録
」

の
稿
料

の
各
誌
紙
別

平
均
を
乗
ず
る
と
、

昭
和
十
二
年

一
月
以
来

「
氷
雨
」

の
予
告
を
見

る
に
至
る
ま
で

の
稿
料

は
、
確
実

と
思
わ
れ
る
も

の
だ
け

で
も

三
四
七
円
四

九
銭

に
な
る
。

さ
ら

に
浦

西
和
彦
作
成

の

「
著

作
年
譜
」
を
参
考

に
概
算
す

る
と
四

五
〇

円
～
四
八
〇
円
。
「
執
筆
目
録
」

に
稿
料

の
参
考
資
料

の
な
い
も

の
に

つ
い
て
、
葉

山

の
稿
料

の
平
均
相
場
を
参
考

に
算
出

す
る
と
百
円
弱
。
総
計
す

る
と
こ

の
年

の
収

入
は
ほ
ぼ
九
百
円
内
外
あ

っ

た

こ
と

に
な
る
。

し
か

し
、
葉
山

は
小
旅
行

を
度

々
す

る
ほ
か
、
消

費
生
活

の
無
計
画

さ
が
あ

り
、

ま
た
友

人

に
度

々
用
立

て
た
り
で
手
持

ち

の
金

は
常

に
な
く
、
そ

の
結
果
常

に
借

金

し
て
お
り
、
稿
料

は
そ

の
返
済
等

々
で
消

え
て

い
る

よ
う

で
あ

る
。
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