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祝
島
か
ら
仙
崎
ヘ

|
|
〈
文
学
〉
か
ら
〈
近
代
〉
を
問
う
旅
l
i

J 11 
村

晃
生

二
O
O

八
年
七
月
一
一
日
、
春
学
期
の
最
後
の
講
義
を
終
え
た
私
は
、
そ
の
ま
ま
広
島
ま
で
西
下
し
て
投
宿
、
翌
朝
柳
井
港
に
向
っ
た
。

環
瀬
戸
内
海
会
議
が
主
催
す
る
〈
「
周
防
の
生
命
圏
」
か
ら
日
本
の
里
海
を
考
え
る
〉
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
、
開
催
地
で
あ
る
祝
島
お

よ
び
そ
の
周
辺
の
現
地
調
査
に
参
加
す
る
た
め
で
あ
る
。

祝
島
は
『
万
葉
集
』
(
巻
十
五
)
に
そ
の
名
が
見
え
る
。
巻
の
冒
頭
を
飾
る
〈
新
羅
に
遣
わ
さ
れ
た
使
人
た
ち
が
、
離
別
の
悲
し
み
ゃ
海

路
の
旅
の
傷
心
、
ま
た
詠
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
う
た
っ
た
古
歌
〉
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
歌
群
の
中
に
見
え
る
も
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

引
用
し
よ
う
。

い
え
び
と
こ
い
わ
い
し
ま
い
わ
わ
れ

家
人
は
帰
り
は
や
来
と
伊
波
比
島
斎
い
待
つ
ら
ん
旅
行
く
我
を

(
三
ム
ハ
コ
一
ム
ハ
)

(596) 

(
家
の
者
は
早
く
帰
っ
て
来
い
よ
と
忌
み
慎
し
ん
で
祈
り
待
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
新
羅
へ
の
旅
に
向
か
う
私
を
)



く
さ
ま
く
ら
い
わ
い
い
く
よ
ふ
い
わ

草
枕
旅
行
く
人
を
伊
波
比
島
幾
代
経
る
ま
で
斎
い
来
に
け
ん

(
三
六
三
七
)

(595) 

(
(
草
枕
)
旅
に
あ
る
人
々
を
こ
の
い
わ
い
島
は
、
ど
れ
ほ
ど
長
い
年
月
、
こ
れ
ま
で
慎
し
ん
で
祈
っ
て
き
た
こ
と
だ
ろ
う
か
)

こ
の
「
い
わ
い
島
」
は
、
一
時
期
「
岩
見
島
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
(
岩
石
が
多
い
た
め
か
と
伝
え
る
)
、
明
治
九
年
(
一
八
七
六
)

に
祝
島
の
古
名
に
復
し
た
と
い
う
(
『
山
口
県
の
地
名
』
日
本
歴
史
地
名
大
系
%
、
平
凡
社
)
。
従
っ
て
古
く
は
こ
の
『
万
葉
集
』
の
と
お
り
、

「
い
わ
い
島
」
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
い
わ
い
島
」
が
現
在
の
祝
島
に
同
じ
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
「
い
わ
い
」
が
意
味
す
る
内
容
と
と
も
に
、
少
し
く

検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
い
わ
い
」
は
い
ま
「
祝
」
を
あ
て
る
が
、
も
と
も
と
そ
れ
は
慶
事
を
喜
ぶ
と
い
っ
た
「
め
で
た
い
」
の

聖
な
も
の
と
し
て
あ
が
め
ま
つ
る
。
神
を
ま
つ
る
」
(
「
時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編
』
三
省
堂
)
の
意
で
、
宗
教
的
な
い
し
信
仰
的
行
為

-2-

意
味
で
は
な
か
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
い
わ
い
」
は
「
斎
い
」
で
、
「
①
忌
み
慎
し
ん
で
吉
事
を
求
め
る
。
こ
と
ほ
ぐ
。
祈
る
。
②
神

を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
右
の
二
首
は
、
旅
の
無
事
や
安
全
を
祈
る
行
為
と
し
て
の
「
い
わ
い
」
の
意
味
が
龍
め
ら
れ
て
い
る
と
解

釈
す
る
の
が
最
も
分
り
易
い
。

武
田
祐
吉
『
万
葉
集
全
註
釈
』
は
、
祝
島
の
名
称
の
由
来
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

小
島
、
だ
が
、
最
高
所
は
、
三
五
七
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
こ
れ
か
ら
西
方
は
苦
々
た
る
周
防
灘
に
さ
し
か
か
る
か
ら
、
特
に
こ
の
島
の
神
を

祭
っ
て
行
っ
た
の
で
、
伊
波
比
島
の
名
が
あ
る
の
、
だ
ろ
う
。



私
も
現
地
調
査
の
あ
と
、
移
動
の
車
中
で
祝
島
の
名
称
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
時
の
第
一
感
は
、
そ
れ
で
あ
っ
た
。
地
図
で
も

確
認
で
き
る
こ
と
だ
が
、
瀬
戸
内
海
の
群
島
伝
い
に
航
行
し
て
き
た
船
は
、
こ
の
祝
島
を
最
後
に
に
わ
か
に
外
洋
に
赴
く
か
の
感
を
深
く
す

る
。
瀬
戸
内
海
の
複
雑
な
潮
の
流
れ
を
読
み
、
潮
目
を
か
い
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
船
が
、
今
度
は
周
防
灘
の
ま
っ
た
く
島
影
の
見
え
な
い
荘

洋
た
る
海
に
漕
ぎ
出
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
分
岐
点
に
祝
島
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
が
航
海
の
安
全
を
願
う
祈
り
の
場
所
で
あ
っ

た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
そ
う
し
た
祭
杷
の
痕
跡
が
、

い
ま
祝
島
に
伝
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
確
定
は
難

し
い
が
、
少
な
く
と
も
伊
藤
博
『
寓
葉
集
稗
注
」
(
集
英
社
)
が
周
防
灘
の
代
り
に
「
大
島
の
鳴
門
」
(
大
畠
の
瀬
戸
)

の
危
険
性
を
想
定
し
、

祝
島
を
大
島
(
屋
代
島
)

の
一
部
に
比
定
す
る
説
よ
り
も
、
現
祝
島
を
あ
て
る
説
の
方
が
実
感
と
し
て
は
受
け
入
れ
易
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
長
崎
市
の
南
西
の
海
上
に
浮
か
ぶ
伊
王
島
も
、
祝
島
の
別
称
を
持
つ
。
こ
の
島
の
祝
島
と
い
う
名
称
の
由
来
は
、
「
神
功
皇
后
が
新
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羅
へ
の
遠
征
の
時
船
津
に
寄
港
し
、
島
の
景
観
を
賞
し
て
祝
調
を
与
え
た
」
(
『
長
崎
県
の
地
名
』
日
本
歴
史
地
名
大
系
幻
、
平
凡
社
)
こ
と

か
ら
発
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
美
し
い
景
観
が
そ
れ
を
眺
め
る
人
に
深
い
感
動
を
呼
び
起
こ
し
、
そ
こ
に
神
性
を
感
じ
て
祭
記
す
る
に
及
ぶ

と
い
う
こ
と
は
、
神
亀
元
年
(
七
二
四
)

一
O
月
、
和
歌
浦
(
和
歌
山
市
)
を
訪
れ
た
聖
武
天
皇
が
そ
の
余
り
の
美
景
に
強
く
心
を
動
か
さ
れ
、

同
地
に
玉
津
島
の
神
を
杷
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
(
『
続
日
本
紀
」
『
万
葉
集
』
)
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
十
分
に
納
得
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
再
び
祝
島
に
戻
れ
ば
、
祝
島
、
長
島
、
屋
代
島
等
の
群
島
が
造
り
上
げ
る
瀬
戸
内
海
的
景
観
美
は
、
航
行
の
人
々

に
と
っ
て
は
こ
こ
を
以
て
終
点
と
し
、
こ
こ
を
以
て
入
口
と
も
す
る
の
で
あ
る
。
西
田
正
害

ω
『
瀬
戸
内
海
の
発
見
』
(
中
央
公
論
社
)
は
、
瀬

戸
内
海
の
景
観
美
の
発
見
に
江
戸
時
代
に
お
け
る
朝
鮮
通
信
使
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
人
た
ち
の
ま
な
ざ
し
が
大
き
く
関
与
し
た
こ
と
を
指

摘
す
る
が
、
日
本
人
も
決
し
て
そ
れ
に
無
関
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
現
に
た
と
え
ば
さ
き
の
「
万
葉
集
』

の
祝
島
を
詠
ん
だ
歌
群
の

(594) 

冒
頭
に
も
、



ま
か
じ
ぬ
あ
ま
り
ふ

真
揖
貫
き
船
し
行
か
ず
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
麻
里
布
の
浦
に
宿
り
せ
ま
し
を

(593) 

(
梶
を
取
り
つ
け
て
船
が
行
か
な
い
の
な
ら
、
こ
の
い
く
ら
見
て
も
見
飽
き
な
い
美
し
い
麻
里
布
の
浦
に
宿
を
と
ろ
う
も
の
を
)

と
い
う
麻
里
布
の
浦
(
岩
国
市
室
の
木
町
辺
)
の
景
観
美
を
詠
ん
だ
歌
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
瀬
戸
内
海
は
そ
の
無
類
の
景
観
と
い

う
点
か
ら
も
古
代
の
人
々
の
心
を
魅
了
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
祝
島
の
「
い
わ
い
」
は
、
行
路
の
無
事
の
祈
念
に
基
く
の
か
、
そ
れ
と
も
景
観
美
に
触
発
さ
れ
た
祭
紀
行
為
に
基
く
の
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
実
は
そ
う
し
た
二
者
択
一
的
な
判
定
や
憶
測
に
、
私
は
あ
ま
り
関
心
が
な
い
。
二
つ
の
こ
と
の
聞
に
は
そ
れ
を

な
こ
と
は
、
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
何
ら
か
の
根
拠
に
よ
っ
て
、
祝
島
及
ぴ
そ
の
一
帯
が
古
く
か
ら
宗
教
的
な
い
し
信
仰
的
環
境
を
色
濃
く
持
つ
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決
す
る
よ
う
な
決
定
的
な
材
料
は
な
い
の
だ
し
、
右
の
二
つ
の
考
え
方
以
外
の
別
の
考
え
方
だ
っ
て
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
大
事

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
昔
の
人
々
に
と
っ
て
、
そ
こ
は
或
る
精
神
的
な
神
々
し
き
を
漂
よ
わ
せ
る
場
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
い
ま
確
認
し
て
お
け
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。

昨
今
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
ど
に
よ
っ
て
ひ
ど
く
人
工
化
さ
れ
た
瀬
戸
内
海
の
海
岸
風
景
の
中
で
、
こ
の
祝
島
一
帯
は
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
な
ど

の
高
層
ビ
ル
も
臨
海
工
場
群
も
な
く
、
自
然
海
岸
が
高
い
比
率
で
残
っ
て
い
る
数
少
な
い
地
域
で
あ
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
こ
の
祝
島

に
向
い
合
う
長
島
の
辺
り
に
は
、
他
の
地
域
で
は
絶
滅
や
危
機
に
直
面
し
て
い
る
諸
生
物
、
た
と
え
ば
ス
ナ
メ
リ
、
ナ
メ
ク
ジ
ウ
オ
、
カ
サ



シ
ャ
ミ
セ
ン
、

ハ
ヤ
ブ
サ
の
ほ
か
ナ
ガ
シ
マ
ツ
ボ
な
ど
の
多
種
多
様
の
貝
類
等
が
生
息
し
、
豊
か
な
生
態
系
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
な
か
で

も
ス
ナ
メ
リ
は
世
界
最
小
の
ク
ジ
ラ
の
な
か
ま
(
体
長
一
・
五
j

一
・
八m
)
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、

一
九
七
0
年
代
に
は
瀬
戸
内
海
の
ど
こ

に
で
も
見
ら
れ
た
の
に
二

O
年
ほ
ど
の
聞
に
激
減
し
、
長
島
一
帯
は
ス
ナ
メ
リ
の
最
後
の
生
息
区
域
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
海
洋
学
者
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
近
時
、
同
地
域
に
お
い
て
国
指
定
の
天
然
記
念
物
で
あ
る
鳥
類
の
カ
ン
ム
リ
ウ
ミ
ス
ズ
メ
と
カ
ラ
ス
バ
ト
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
中

で
も
カ
ン
ム
リ
ウ
ミ
ス
ズ
メ
は
日
本
特
産
種
で
、
推
定
生
息
個
体
数
が
最
大
で
約
一
万
羽
と
言
わ
れ
て
お
り
、
国
際
自
然
保
護
連
合
の
レ
ツ

ド
リ
ス
ト
で
は
危
急
種
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
海
域
は
、
そ
う
し
た
鳥
た
ち
の
最
後
の
砦
な
の
だ
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
こ
と
は
、

こ
の
辺
り
一
帯
が
彼
ら
の
有
力
な
繁
殖
地
と
し
て
稀
有
な
場
所
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
は
営
巣
地
た
る
岩
の
隙
聞
な
ど
を
擁
し

-5-

た
自
然
の
陰
影
に
富
む
地
勢
な
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
最
後
に
残
っ
た
瀬
戸
内
海
の
原
風
景
と
も
い
う
べ
き
場
所
に
、
中
国
電
力
が
原
子
力
発
電
所
の
立
地
計
画
を
着
々
と
進

め
て
い
る
o

か
品
開
原
発
が
そ
れ
で
、
長
島
の
田
の
浦
に
改
良
沸
騰
水
型
二
基
(
熱
出
力
二
二
七
・
三
万
蜘
)
を
建
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

用
地
面
積
は
約
一
六
0
2
m、
う
ち
敷
地
面
積
は
約
三
O
万
2
mで
、
こ
れ
に
よ
っ
て
田
の
浦
の
約
一
五
万
ぱ
の
海
が
埋
め
立
て
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
す
で
に
該
地
で
は
、
海
岸
線
に
人
工
の
手
が
加
え
ら
れ
始
め
て
も
い
る

(
次
頁
図A
)。

そ
も
そ
も
事
の
起
り
は
、
一
九
八
二
年
一

O
月
に
中
国
電
力
が
上
関
を
原
発
の
有
力
地
と
発
表
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、
以
後
立
地
環
境
調

査
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
四
代
正
八
幡
宮
神
社
の
林
宮
司
や
氏
子
た
ち
、
ま
た
祝
島
漁
協
の
漁
民
た
ち
の
訴
訟
に
及
ぶ
反
対
運
動
が
起
り
、

ま
た
周
辺
住
民
の
半
数
を
越
え
る
建
設
反
対
の
意
志
が
示
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
建
設
計
画
は
一
歩
ず
つ
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。

そ
し
て
い
ま
二

O
O

八
年
八
月
現
在
で
、
中
国
電
力
が
公
有
水
面
の
埋
立
許
可
申
請
を
提
出
し
、
い
わ
ば
最
後
の
攻
防
の
局
面
を
迎
え
て
い

(592) 



る
の
で
あ
る
。

(591) 

い
っ
た
い
こ
こ
に
原
発
が
造
ら
れ
た
ら
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か

。

そ
れ
は
単
に

埋め立てられる田の浦。すでに付帯工事が始まっている 。

田
の
浦
が
埋
め
立
て
ら
れ
る
と
い
う
自
然
破
壊
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い

。

原
発

か
ら
は
常
時
微
量
の
放
射
能
を
含
ん
だ
冷
却
水
が
海
に
放
出
さ
れ
る

。

こ
の
上
関

原
発
で
も
毎
秒
二
基
分
一
九

0
3

m
の
冷
却
水
の
放
出
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
冷
却
水
は
一
般
的
に
海
水
温
度
を
平
均
七
度

C

高
め
る
と
さ
れ
る

。

従
っ
て
こ

の
冷
却
水
が
、
使
用
後
は
温
排
水
と
し
て
海
を
温
め
続
け
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
量
た
る
や
、

日
本
の
原
発
五
五
基
か
ら
は
年
間

-6-

一
0
0
0

億
ト

ン
が
吐
き
出
さ
れ
、
そ
れ
は
日
本
の
全
河
川
量
四
0
0
0

億
ト
ン
の

四
分
の
一
に
あ
た
っ
て
い
る
。

原
子
力
発
電
所
を
「
海
温
め
装
置
」
と
呼
ぶ
原
子
力

学
者
も
い
る
ほ
ど
に

、
こ
の
温
排
水
の
問
題
は
軽
視
で
き
な
い
の
だ

。

つ
ま
り
田
の

浦
を
埋
め
立
て
て
原
発
が
造
ら
れ
れ
ば
、
海
浜
と
そ
の
自
然
景
観
が
失
わ
れ
る
だ
け

で
な
く
海
水
温
が
高
ま
る
こ
と
も
予
測
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
微
量
な

が
ら
放
射
能
も
放
出
さ
れ
て
、
と
い
う
こ
と
だ

。

日
本
生
態
学
会
自
然
保
護
専
門
委

図 A

員
会
は
、

カ
ン
ム
リ
ウ
ミ
ス
ズ
メ
の
発
見
に
伴
っ
て
、
希
少
鳥
類
へ
の
影
響
評
価
の

要
望
書
を
環
境
省
そ
の

他
関
係
機
関
に
提
出
し
た
が
、
そ
の
結
果
を
侯
つ
ま
で
も
な

く
、
原
発
建
設
に
よ
る
生
態
系
へ
の
影
響
は
想
像
に
易
い
で
あ
ろ
う

。

そ
れ
は
ま
ち



が
い
な
く
ス
ナ
メ
リ
や
カ
ン
ム
リ
ウ
ミ
ス
ズ
メ
を
は
じ
め
と
す
る
諸
生
物
の
生
息
状
況
の
貧
困
化
を
も
た
ら
す
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、

で
は
こ
う
し
た
問
題
を
構
造
と
し
て
ど
う
捉
え
た
ら
よ
い
の
、
だ
ろ
う
か
。
或
い
は
こ
う
し
た
状
況
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
辺
り
一
帯
は
古
代
に
お
い
て
宗
教
的
な
聖
地
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
き
わ
め
て
近
代
的
な
構
築
物
と
し

て
の
原
発
が
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
図
式
と
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
古
代
と
近
代
の
対
立
的
構
造
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
該
地
に
限
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
こ
の
国
で
い
く
た
び
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
い
っ

た
い
近
代
は
古
代
(
あ
る
い
は
前
近
代
)
に
対
し
て
ど
う
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
と
り
わ
け
近
代
の
と
り
返
し
の
つ
か
ぬ
弊
害
と
し
て
深

刻
な
環
境
問
題
を
抱
え
込
ん
だ
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
の
意
味
づ
け
が
い
っ
そ
う
重
要
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
私
は
こ
の
稿
の
中
で
自
ら
に
そ
の
答
を
迫
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
何
は
さ
て
お
き
ま
ず
は
続
く
仙
崎
へ
の
旅
を
急
ぐ
こ
と
と
し
た

し 3
0 祝

島
で
の
予
定
の
行
程
を
終
え
た
私
は
、
そ
の
足
で
美
祢
線
を
乗
り
継
い
で
山
口
県
長
門
市
の
仙
崎
を
目
指
し
た
。
仙
崎
は
童
謡
詩
人
金

子
み
す
ダ
の
生
れ
育
っ
た
町
で
あ
る
。
み
す
ダ
は
明
治
三
六
年
(
一
九

O
三
)
に
生
ま
れ
、
昭
和
五
年
(
一
九
三

O
)
に
自
死
す
る
ま
で
、

わ
ず
か
二
六
年
の
生
涯
を
送
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
そ
の
聞
に
五

O
O

を
越
え
る
詩
篇
を
残
し
、
近
年
ま
す
ま
す
そ
の
名
声
を
高
め
つ
つ
あ

る
。
そ
れ
は
童
謡
詩
人
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
詩
が
〈
生
き
る
〉
こ
と
の
本
質
的
な
問
題
を
内
包
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
万
人
に
訴
え

る
も
の
を
深
く
ひ
そ
め
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

み
す
γ

は
生
前
、
雑
誌
『
童
話
』
そ
の
他
に
投
稿
し
、
詩
人
西
僚
八
十
に
認
め
ら
れ
る
な
ど
し
て
詩
人
た
ち
の
間
で
は
あ
る
程
度
知
ら
れ

-7-(590) 



て
い
た
が
、
社
会
的
に
は
ほ
と
ん
ど
無
名
に
近
か
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。
そ
の
彼
女
を
戦
後
に
発
掘
し
た
の
は
、
詩
人
矢
崎
節
夫
(
一
九
四
七

年
生

で
あ
っ
た
。
彼
は
学
生
時
代
に
み
す

γ

の
一
篇
の
詩
と
出
会
い
、
衝
撃
を
受
け
て
、
以
後
み
す
ダ
の
詩
の
探
索
の
旅
に
立
つ
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
そ
の
一
篇
の
詩
と
い
う
の
は
次
の
詩
で
あ
っ
た
。

大主朝3
:]~ば焼3 大

のし焼3 漁
/だ
大/
漁大
だ漁

だ

浜
は
祭
り
の
/
ょ
う
、
だ
け
ど

組主海
のしの
とな
むか
らで
いは
/ / 
す何
る万
だの
ろ

つ

(
/
は
改
行
を
示
す
)

い
ま
は
み
す
ず
を
代
表
す
る
有
名
な
詩
と
な
っ
た
が
、
誰
で
も
初
め
て
こ
の
詩
に
接
し
た
人
は
、
「
姐
の
と
む
ら
い
」
と
い
う
そ
の
一
語
に

衝
撃
を
受
け
る
に
ち
が
い
な
い
。
大
漁
を
喜
ぶ
人
間
の
視
点
か
ら
、
獲
ら
れ
る
姐
の
側
に
す
ぐ
さ
ま
ま
な
ざ
し
を
転
換
し
、
す
っ
と
艦
の
方

に
身
を
す
り
寄
せ
て
い
く
、
そ
の
着
想
と
詩
の
方
法
に
誰
も
が
虚
を
突
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
が
さ
き
に
「
〈
生
き
る
〉
こ
と
の
本

質
的
問
題
」
と
書
い
た
の
も
、
こ
こ
に
関
わ
っ
て
い
る
。

私
は
長
い
間
、
彼
女
の
詩
的
才
能
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
い
う
個
性
を
育
ん
だ
仙
崎
と
い
う
町
と
そ
の
風
土
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を

(589) -8-



ひ
そ
め
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
、
深
い
関
心
が
あ
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

み
す
?
の
「
仙
崎
八
景
」
と
い
う
連
作
詩
の
中
の

つ

「
王
子
山
」
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

木
の
間
に
光
る
銀
の
海
、

わ
た
し
の
町
は
そ
の
な
か
に
、

龍
宮
み
た
い
に
浮
ん
で
る
。

銀
の
瓦
と
石
垣
と
、

夢
の
よ
う
に
も
、
霞
ん
で
る
。

王
子
山
か
ら
町
見
れ
ば
、

-9-

わ
た
し
は
町
が
好
き
に
な
る
。

お
お
み

仙
崎
の
対
岸
に
青
海
島
と
い
う
小
さ
な
島
が
あ
る
。

い
ま
は
橋
が
懸
っ
て
い
る
が
、
以
前
は
渡
し
舟
で
行
き
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
青

海
島
の
と
つ
つ
き
に
王
子
山
と
呼
ば
れ
る
小
高
い
場
所
が
あ
り
、
そ
の
高
み
か
ら
仙
崎
を
望
ん
で
よ
ま
れ
た
詩
で
あ
る
(
次
頁
図B
)。
み
す
ダ

は
こ
の
詩
で
、
仙
崎
を
「
龍
宮
」
の
よ
う
だ
と
言
い
、
「
わ
た
し
は
町
が
好
き
に
な
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
仙
崎
の
町
と
風
土
が
、
み
す
グ

ひ
と
と
な
り

の
為
人
と
そ
の
詩
に
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。
私
は
そ
う
確
信
し
、

一
度
仙
崎
を
訪
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
責
務
の
よ

う
な
も
の
を
覚
え
つ
つ
、

一
方
で
淡
い
期
待
を
寄
せ
て
い
た
の
で
も
あ
っ
た
。

(588) 

仙
崎
の
風
土
が
み
す
γ

に
詠
ま
せ
た
と
も
言
え
る
よ
う
な
詩
と
し
て
、
次
の
作
品
が
あ
る
。



お

魚

(587) 

海
の
魚
は
か
わ
い
そ
う
。

王子山から見た仙崎の町。 「海に浮んだ竜宮J がこれ。

鯉牛お
もは米
お牧i は
池場ば人
ででに
委主ふ 飼 つ
をわく
貰2 れら
うてれ
。 るる

け
れ
ど
も
海
の
お
魚
は

な
ん
に
も
世
話
に
な
ら
な
い
し

-10-

い
た
ず
ら

一
つ
し
な
い
の

に

こ
う
し
て
私
に
食
べ
ら
れ
る

。

ほ
ん
と
に
魚
は
か
わ
い
そ
う

。

漁
業
が
住
民
の
主
た
る
生
業
で
あ
る
仙
崎
で
あ
る
か
ら
こ
そ
生
れ
た
詩
と
言
っ
て
い

い
だ
ろ
う
。

末
尾
の
「
ほ
ん
と
に
魚
は
か
わ
い
そ
う
」
の
一
行
は
、
さ
き
に
挙
げ
た

図 B

「
大
漁
」
の
「
組
の
と
む
ら
い
」
に
通
じ
る
感
性
で
あ
り
思
想
で
あ
る。

日
々
魚
を
獲
つ

て
食
卓
に
載
せ
る
仙
崎
の
日
常
生
活
が
、

み
す
?
の
眼
を
通
し
て
新
た
に
見
つ
め
ら

れ
、
〈
い
の
ち
の
風
景
〉
が
新
た
に
写
し
取
ら
れ
て
い
く。



ま
た
仙
崎
は
捕
鯨
の
町
で
も
あ
っ
た
。

青
海
島
の
東
端
、
向
岸
寺
の
清
月
庵
(
長

門
市
通
裏
)
に
は
、
「
く
じ
ら
墓
」
が
現
存
す
る
(
図C
)。

元
禄
五
年
(
一
六
九
二
)

に
建
立
さ
れ
た
そ
の
墓
碑
は
仙
崎
湾
を
見
下
す
高
台
に
立
つ
が
、
鯨
の
ふ
る
さ
と
た

向岸寺の「くじら墓J。 いまも清浄に保たれている 。

る
青
々
と
し
た
海
面
に
臨
ん
で
、

い
か
に
も
鯨
の
鎮
魂
を
祈
る
に
ふ
さ
わ
し
い

。

森

田
勝
昭
二
鯨
と
捕
鯨
の
文
化
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
)は
、
「
墓
碑
の
下
に
は
七
O

頭
以
上
の
鯨
の
胎
児
が
眠
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、
向
岸
寺
に
は
文

化
文
政
期
以
降
に

捕
っ
た
す
べ
て
の
鯨
の
戒
名
、
捕
獲
場
所
、
種
類
、
体
調
、
値
段
、
年
月
を
記
し
た

過
去
帳
が
あ
り
、
現
在
も
毎
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
五
日
間
の
法
要
(
鯨
回

向
)
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
樋
口
英
夫
ら
の
著
書
に
よ
っ
て
指
摘
し
て
い
る

。

み
す
γ

の
「
鯨
法
会
」
と
い
う
詩
は
、
そ
う
し
た
歴
史
と
風
土
の
中
か
ら
生
ま
れ

-11-

た
も
の
だ
。

海鯨G

L 法号
) I ~びメb、 二
辺白う ヱミん

43おは
昨春
れ

の
るv 暮

:;; ~ 

図 C

村ゆ浜
のれの
漁1 てお
夫Z 水士寺
が面;で
羽を鳴
織わる
着た鐘
てるが

と
き

(586) 



浜
の
お
寺
へ
い
そ
ぐ
と
き
、

沖
で
鯨
の
子
が
ひ
と
り
、

そ
の
鳴
る
鐘
を
き
き
な
が
ら
、

死
ん
だ
父
さ
ま
、
母
さ
ま
を
、

こ
い
し
、
こ
い
し
と
泣
い
て
ま
す
。

海
の
お
も
て
を
、
鐘
の
音
は
、

海
の
ど
こ
ま
で
、

ひ
び
く
や
ら
。

る
の
だ
。

一
読
す
れ
ば
分
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
「
姐
の
と
む
ら
い
」
の
思
想
が
表
わ
れ
て
い
る
。
み
す
ダ
は
獲
ら
れ
る
鯨
の
側
に
身
を
寄
せ
て
い

こ
れ
は
一
言
に
つ
づ
め
て
言
え
ば
、

い
の
ち
の
思
想
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
数
年
間
、
大
学
の
教
室
で
い
の
ち
の
問
題
を
一
つ

い
の
ち
と
い
う
問
題
は
捉
え
方
も
多

の
大
き
な
テ
l

マ
と
し
、
二
O
O

八
年
度
の
春
学
期
も
そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
考
え
て
き
た
。

様
で
あ
る
し
、
毎
週
学
生
た
ち
が
提
出
す
る
百
数
十
枚
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
も
区
区
で
あ
る
。

の
答
は
各
自
が
自
分
で
考
え
見
つ
け
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
個
別
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
金
子
み
す
ダ

い
の
ち
の
問
題
に
正
解
は
な
く
、
そ

の
詩
は
そ
れ
を
語
る
上
で
も
ま
た
学
生
諸
兄
に
考
え
て
も
ら
う
上
で
も
、
恰
好
の
材
料
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
し
ば
し
ば
み
す
デ
の
詩
を

ょ
、
っ
。

教
室
で
組
上
に
載
せ
た
が
、
仙
崎
へ
の
旅
は
そ
れ
に
ひ
そ
む
も
の
が
何
な
の
か
を
自
分
自
身
で
確
認
し
よ
う
と
す
る
旅
で
も
あ
っ
た
と
言
え

(585) -12 



四

み
す
?
の
「
仙
崎
八
景
」
の
中
に
、
「
極
楽
寺
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。

極
楽
寺
の
さ
く
ら
は
八
重
ざ
く
ら
、

八
重
ざ
く
ら
、

使
い
に
ゆ
く
と
き
見
て
来
た
よ
。

横
町
の
四
つ
角
ま
が
る
と
き
、

よ
こ
日
で
ち
ら
り
と
見
て
来
た
よ
。

-13-

ま
が
る
時
、

極
楽
寺
の
さ
く
ら
は
土
ざ
く
ら
、

土
、
ざ
く
ら
、

若3 土
布めの
結字上
飯びば
のか
おり
弁?に
当:咲
でい
、て

た
よ

お
弁
当
で
、

さ
く
ら
見
に
行
っ
て
見
て
き
た
よ
。

(584) 



極
楽
寺
(
図
D
)
は
み
す
ず
が
育

っ
た
金
子
文
英
堂
か
ら
す
ぐ
の
所
に
あ
り
、
彼
女

(583) 

の
幼
時
か
ら
の
遊
び
場
の
範
囲
の
中
に
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。

門
前
の
桜
は
た
し
か

に
「
使
い
に
ゆ
く
時
見
て
来
た
よ
」
と
い
う
程
の
、

日
常
的
な
風
景
で
あ
っ
た
に
ち

、
、
、
a

、
必

為

、

、
a
n
〉

，
刀
し
手
れ
口
し

極楽寺の門前。写真の手前の道沿いに桜がある 。

さ
て
、
少
な
く
と
も
仙
崎
八
景
は
す
べ
て
歩
い
て
み
よ
う
と
か
ね
て
決
め
て
い
た

私
は
、

い
ま
は
金
子
み
す
ダ
記
念
館
と
な

っ

て
い
る
金
子
文
英
堂
を
あ
と
に
し
て
、

そ
の
次
の
極
楽
寺
へ
と
足
を
向
け
た

。

午
後
二
時
頃
の
、
あ
ま
り
の
暑
さ
に
僻
易
し

て
い
た
私
は
、
境
内
の
井
戸
水
を
借
り
て
顔
や
頭
や
腕
を
洗
い
、
木
陰
の
ベ
ン
チ
に
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腰
か
け
て
汗
が
引
く
の
を
待
っ
て
い
た
。

す
る
と
そ
こ
に
御
住
職
が
現
わ
れ
、
と
り
と
め
の
な
い
会
話
が
始
ま
っ
た

。

私
は

一
度
仙
崎
を
訪
れ
た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と

、
仙
崎
が
落
ち
着
い
た
静
か
な
町
で
あ

る
こ
と
に
安
堵
し
た
こ
と
な
ど
を
話
し
、
そ
し
て
み
す

c

が
詩
に
詠
ん
だ
桜
は
こ
の

ベ
ン
チ
の
上
を

覆
っ
て
い
る
そ
れ
な
の
だ
ろ
う
か
と

尋
ね
た
。

す
る
と
御
住
職
は
、

そ
の
桜
は
門
前
の
通
り
沿
い
の
も
の
で
、

み
す
グ
は
「
横
町
の
四
つ
角
ま
が
る
時
」

図 D

に
「
よ
こ
目
で
ち
ら
り
と
見
」
た
の
で
す
か
ら
、
と
説
明
さ
れ
、
私
は
な
る
ほ
ど
と

直
司
、
ぃー
し
た
。

;

d

i
 

そ
の
う
ち
に
話
は
意
外
に
も
、
鯨
の
話
に
移

っ
て
い
っ
た
。

そ
れ
が
こ
の
旅
で
の



大
き
な
収
穫
に
な
る
こ
と
に
、
私
は
あ
と
で
気
付
く
こ
と
に
な
る
。

「
鯨
は
ね
、
猫
の
よ
う
な
か
細
い
声
で
鳴
く
の
だ
そ
う
で
す
よ
。
あ
の
大
き
な
体
で
ね
。
」

そ
の
鯨
が
捕
え
ら
れ
て
、
断
末
魔
を
迎
え
る
時
が
来
る
。
鯨
の
捕
殺
が
き
わ
め
て
残
酷
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
森
田
勝
昭
(
前
掲
書
)
に

も
り

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
山
県
太
地
の
例
で
言
え
ば
、
捕
殺
の
用
具
は
鈷
と
剣
で
、
鈷
に
は
矢
縄
が
付
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
鯨

の
体
に
巻
き
つ
い
て
鯨
の
動
き
を
止
め
、
最
後
に
剣
(
大
剣
、
中
剣
、
小
剣
の
種
類
が
あ
る
)
で
と
ど
め
を
刺
す
。
打
ち
込
ま
れ
る
鈷
は
一

頭
に
つ
き
約
二
O
O

本
、
ま
た
剣
を
脇
壷
(
肋
骨
の
肺
の
部
分
)
に
刺
し
込
む
と
、
噴
水
の
よ
う
に
血
潮
が
吹
き
出
し
て
、
鯨
は
大
き
な
声
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を
放
っ
て
荒
れ
狂
う
と
い
う
。

「
鯨
組
の
中
か
ら
こ
れ
は
と
思
う
若
い
男
を
選
ん
で
、
出
家
さ
せ
て
修
行
に
出
し
、
こ
の
寺
を
歴
代
継
が
せ
て
き
た
の
だ
そ
う
で
す
」

シ
』

鯨
組
と
は
一
七
世
紀
頃
に
成
立
し
た
鯨
を
捕
る
共
同
体
組
織
で
、
藩
が
直
営
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
鯨
組
か
ら
選
ば

れ
て
出
家
し
た
男
を
僧
職
に
就
か
せ
、
鯨
の
霊
を
弔
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
残
酷
に
殺
す
が
ゆ
え
に
、
死
後
を
弔
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
深
い
慎
悩
が
ひ
し
と
心
を
打
つ
。

私
は
、
こ
の
寺
に
も
何
か
鯨
の
捕
殺
に
関
わ
る
遺
品
が
今
も
残
さ
れ
て
い
る
の
か
と
尋
ね
た
。
す
る
と
位
牌
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

(582) 

見
せ
て
い
た
だ
け
る
の
か
と
尋
ね
る
と
、
案
内
し
て
下
さ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
も
の
と
、
近
年
新
し
く
作
っ
た
も
の
の
二
つ
が
並
ん
で
堂
の



中
に
あ

っ
た

(
図E
)。

位
牌
の
中
央
に

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
あ
り
、
そ
の
左
右

ゴ
ウ
ジ
ン
ウ
ジ
ヨ
ウ
ス
イ
ホ
ウ
フ
シ
ョ
ウ
コ
シ
ュ
ク
ニ
ン
テ
ン
ド
ウ
シ
ョ
ウ
ブ
ツ
カ

に
「
業
尽
有
情
、
難
放
不
生
、
故
宿
人
天
、
同
証
仏
果
」

(
位
牌に
は
ル
ピ
な
し

)
と

い
う
、
獣
に
引
導
を
渡
し
て
後
生
を
安
か
ら
し
め
る
と
さ
れ
る
諏
訪
明
神
の
備
が
あ

(581) 

る
。

こ
の
備
は
動
物
を
殺
す
際
、
そ
の
魂
を
救
う
呪
文
と
し
て

全
国
的
に
普
及
し
て

極楽寺に残る鯨の位牌。左手のものが新しい位牌。

い
た
ら
し
い

(
千
葉
徳
爾
『狩
猟
伝
承
』
法
政
大
学
出
版
局
)。

向
岸
寺
だ
け
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

仙
崎
と
い
う
町
で
は
、

鯨
の
死
後
儀
礼

と
し
て
の
弔
い
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ

っ
た
。

つ
ま
り
み
す
ず
は
小
さ
い

時
か
ら
「
鯨
の
と
む
ら
い
」
を
目
に
し
て
い
た
の
で
あ
る

。

と
す
れ
ば
み
す
亡
が
「
大
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漁
」
の
詩
に
、
「
姐
の
と
む
ら
い
」
の
言
葉
を
刻
み
込
み
得
た
の
も
け
だ
し
当
然
で

あ
ろ
う
。

「
姐
の
と
む
ら
い
」
の
背
後
に
は
「
鯨
の
と
む
ら
い
」
が
あ
っ
た
の
だ

。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
古
く

『万
葉
集
』
に
も
「
鯨
と
り
」
と
呼
ば
れ
た
捕
鯨

(捕

殺
)
の
方
法
に
対
し
て
、
近
代
の
方
法
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か

。

そ
れ
は
一
言
で
言
え

ば
鯨
の
苦
痛
を
軽
減
し
、
ほ
と
ん
ど
即
死
に
近
い
状
態
で
捕
殺
す
る
方
法
の
開
発
を

目
指
す
も
の
で
あ

っ
た
。

し
か
も
沿
岸
捕
鯨
か
ら
遠
洋
捕
鯨
へ
と
転
換
し
、
船
団
を

図 E

組
ん
で
大
量
の
鯨
を
捕
獲
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
戦
後
の
日
本
人
の

乏
し
い
食
卓
を
賑
や
か
に
飾
っ
て
、
大
い
な
る
栄
養
を
供
給
し
て
く
れ
た
が
、
実
は

そ
こ
で
失
わ
れ
た
も
の
が
二
つ
あ
っ
た

。

一
つ
は
鯨
の
断
末
魔
の
悲
鳴
を
聞
け
な
く



な
っ
た
こ
と
、
ま
た
一
つ
は
鯨
の
捕
殺
の
場
面
が
人
々
の
視
界
の
彼
方
に
遠
ざ
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
戦
後
間
も
な
い
一
九
五

O
年
六
月
、

岩
波
書
店
か
ら
岩
波
写
真
文
庫
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
刊
行
が
開
始
さ
れ
た
が
、
そ
の
第
一
回
配
本
の
五
冊
の
中
に
『
南
氷
洋
の
捕
鯨
』
と
い

う
一
冊
が
あ
る
。
そ
こ
に
収
め
ら
れ
る
約
一

O
O
枚
ば
か
り
の
写
真
を
眺
め
て
も
、
そ
こ
に
は
鯨
た
ち
の
悲
鳴
は
聞
こ
え
て
は
来
ず
、
ま
た

ひ
シ
』
ご
シ
』

他
人
事
と
し
て
船
員
た
ち
の
苦
労
が
偲
ば
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

い
っ
た
い
こ
の
鯨
の
捕
殺
を
め
ぐ
る
古
代
(
あ
る
い
は
前
近
代
)
と
近
代
の
差
異
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
こ

こ
に
も
冒
頭
の
祝
島
の
原
発
問
題
を
め
ぐ
る
状
況
と
同
様
に
、
古
代
と
近
代
の
対
立
構
造
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
ふ

く
め
て
い
ま
そ
の
問
題
に
よ
り
深
い
考
察
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
鯨
の
悲
鳴
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
こ
と
、
捕
鯨
と
い

う
行
為
が
ま
っ
た
く
他
人
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
実
は
そ
の
二
つ
は
別
の
事
々
な
の
で
は
な
く
一
つ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
鯨
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
動
物
の
屠
殺
に
関
し
て
も
同
じ
事
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
福
岡
賢
正
(
『
隠
さ
れ
た
風
景
』
南
方
新
社
)
の
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ル
ポ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
私
た
ち
は
す
べ
て
の
屠
殺
の
現
場
に
対
し
て
完
全
に
目
隠
し
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
私
た
ち
は

い
宇
品
、
い
の
ち
へ
の
ま
な
ざ
し
を
閉
ざ
し
な
が
ら
加
速
度
的
に
い
の
ち
へ
の
感
性
を
鈍
ら
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
い
の
ち
の
虚
失

化
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
い
の
ち
の
不
可
視
化
と
も
生
命
感
覚
の
鈍
化
と
も
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
私
が
一
つ

い
ま
私
は
か
り
に
そ
れ
を
〈
生
命
リ
ア
リ
ズ
ム
の
喪
失
〉
と
い
う
言
葉
で
括
っ
て
お
き
た
い
と
思

の
こ
と
と
い
う
の
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。

う
が
、
私
が
極
楽
寺
で
の
で
き
ご
と
か
ら
右
の
よ
う
に
考
え
を
進
め
て
い
っ
た
の
は
、
そ
の
〈
生
命
リ
ア
リ
ズ
ム
の
喪
失
〉
と
い
う
現
象
が

近
代
と
い
う
時
代
お
よ
び
そ
こ
に
生
き
る
人
間
を
読
み
解
い
て
い
く
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
直
感
し
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
も
と
も
と
私
が
教
室
や
そ
の
他
の
場
所
で
い
の
ち
の
問
題
を
語
り
、
考
え
て
き
た
こ
と
に
発
し
て
い

る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

(580) 



五

で
は
近
代
を
〈
生
命
リ
ア
リ
ズ
ム
の
喪
失
〉
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
何
が
ど
う
説
明
さ
れ
る
の
か
を
述
べ
て
み
よ
う
。
私
が
近
代

を
い
の
ち
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
て
み
よ
う
と
し
た
の
は
、
右
に
示
し
た
福
岡
賢
正
の
著
書
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
〈
い
の
ち
〉
論

に
触
れ
た
か
ら
で
あ
も
あ
る
が
、
も
う
一
つ
別
の
刺
激
を
受
け
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
近
代
と
い
う
時
代
を
特
徴
づ
け

下
支
え
し
て
き
た
の
は
科
学
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
基
く
文
明
で
あ
っ
た
。
近
代
と
い
う
言
葉
を
科
学
な
い
し
文
明
と
い
う
一
言
葉
に
置
き
換
え

る
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
常
に
可
能
で
あ
る
。
環
境
問
題
と
向
い
合
っ
て
き
た
私
は
、
近
代
に
お
け
る
科
学
の
限
界
を
考
え
そ
の
欠
点
を
あ
ぶ

り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
責
務
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
私
は
哲
学
者
中
村
雄
二
郎
の
「
臨
床
の
知
と
は
何

か
』
(
岩
波
書
店
)
に
め
ぐ
り
合
い
、
そ
こ
で
中
村
が
「
近
代
科
学
が
無
視
し
、
軽
視
し
、
果
て
は
見
え
な
く
し
て
し
ま
っ
た
〈
現
実
〉
」
の

一
つ
と
し
て
〈
生
命
現
象
〉
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
の
時
私
は
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
自
分
の
考
え
て
い
る
こ
と
の
道
筋
が
見

え
て
き
た
よ
う
な
感
を
覚
え
た
の
だ
が
、
こ
う
し
て
問
題
は
、
近
代
(
日
文
明
)
と
〈
生
命
リ
ア
リ
ズ
ム
の
喪
失
〉
と
い
う
形
に
絞
ら
れ
て

く
る
こ
と
に
な
る
。

具
体
的
事
例
を
思
い
浮
ぶ
ま
ま
に
列
挙
し
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
公
害
病
の
典
型
で
あ
る
水
俣
病
が
そ
れ
を
よ
く
説
明
し
て
く
れ
る
。
水

俣
病
は
チ
ッ
ソ
株
式
会
社
が
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
|
|
そ
れ
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
の
石
油
文
明
を
支
え
る
重
要
な
資
材

で
あ
っ
た
が
|
|
の
生
産
を
す
べ
て
に
優
先
さ
せ
た
が
た
め
に
、
不
知
火
海
の
魚
介
類
と
そ
こ
に
住
む
漁
民
た
ち
の
生
命
を
庇
め
で
は
ば
か

ら
な
い
、
と
い
う
意
識
構
造
の
中
か
ら
産
み
落
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
経
済
的
利
益
へ
の
飽
く
な
き
欲

望
が
渦
巻
い
て
も
い
、
そ
の
た
め
に
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
生
産
に
伴
う
有
機
水
銀
の
排
出
を
放
置
す
る
と
い
う
状
況
が
何
年
に
も
わ
た
っ

(579) -18-



て
続
い
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
人
間
を
ふ
く
む
生
命
と
い
う
も
の
へ
の
実
感
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
も
い

る
。
そ
し
て
そ
れ
へ
の
謙
虚
な
反
省
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
新
潟
水
俣
病
の
発
生
を
招
き
、
ま
た
す
べ
て
の
公
害
病
の
発
生
の
原
因
と

も
な
っ
て
い
よ
う
。

あ
る
い
は
近
代
に
お
け
る
都
市
へ
の
人
口
集
中
と
い
う
事
態
も
、
〈
生
命
リ
ア
リ
ズ
ム
の
喪
失
〉
と
い
う
問
題
を
深
く
内
包
し
て
い
る
。

近
代
工
業
文
明
は
資
本
主
義
経
済
の
も
と
に
、
そ
の
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
に
都
市
に
多
く
の
人
聞
を
呼
び
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
商
工

業
や
住
宅
の
用
地
確
保
の
た
め
に
、
都
市
の
自
然
は
壊
さ
れ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
無
機
質
の
空
間
が
生
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
い
き
お

い
そ
こ
に
営
ま
れ
て
い
た
生
態
系
は
壊
さ
れ
貧
困
化
し
、
生
命
を
実
感
で
き
な
い
人
間
と
場
所
が
増
殖
し
て
ゆ
く
。
大
都
市
は
い
わ
ば
〈
生

命
リ
ア
リ
ズ
ム
の
喪
失
〉

の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
場
所
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
実
の
虚
像
化
と
い
う
現
象
を
強
力
に
押
し
進
め
て
い
る
。
生
命
も
そ
の
〈
現
実
の
虚
像
化
〉
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
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ま
た
さ
ら
に
近
代
を
特
徴
づ
け
る
通
信
技
術
の
発
達
は
、
電
話
、
テ
レ
ビ
を
越
え
た
そ
の
極
地
と
で
も
一
一
一
一
口
う
べ
き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技
術

「
殺
ス
」
「
死
ネ
」
と
い
う
言
葉
が
ネ
ッ
ト
上
に
氾
濫
す
る
状
況
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
私
た
ち
が
日
常
生
活
の
中
で
最
も
文
明
と
い
う
も
の
を
享
受
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
家
電
製
品
も
、
実
は
そ
の
背
後
に

〈
生
命
リ
ア
リ
ズ
ム
の
喪
失
〉
と
い
う
問
題
を
ま
ぎ
れ
も
な
く
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
確
保
と
い
う
点
に
か
か
っ

て
い
る
の
だ
。
家
電
製
品
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
供
給
さ
れ
な
け
れ
ば
無
用
の
長
物
に
等
し
い
。
そ
こ
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
確
保
の
現
場
に
自
を
転
じ

て
み
よ
う
。
日
本
の
電
力
供
給
は
、
い
ま
だ
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
数
値
化
に
程
遠
く
、
目
下
火
力
(
石
炭
と
石
油
)
と
原
子
力
と
水
力
に
頼
つ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
生
命
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
火
力
は
地
球
温
暖
化
に
よ
る
生
物
相
の
貧
困
化
及
び
資
源

の
酒
渇
化
を
招
く
可
能
性
を
苧
み
、
水
力
は
河
川
と
海
の
生
態
系
を
破
壊
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
原
子
力
は
、
そ
の
放
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射
性
排
出
物
に
よ
っ
て
人
間
を
は
じ
め
と
す
る
も
ろ
も
ろ
の
生
命
と
生
態
系
に
決
定
的
な
打
撃
を
与
え
て
い
く
。
つ
ま
り
家
電
製
品
は
、
そ
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れ
ら
の
犠
牲
な
し
に
稼
動
で
き
な
い
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
意
識
で
き
る
電
力
の
消
費
者
は
き
わ
め
て
少
数
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
そ
う
な
の

か
と
言
え
ば
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
生
産
地
と
消
費
地
が
ま
っ
た
く
別
だ
か
ら
で
あ
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
者
の
圧
倒
的
多
数
た
る
都
市
住
民

に
、
そ
れ
を
生
産
す
る
地
方
の
現
場
で
何
が
起
っ
て
い
る
の
か
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
し
、
消
費
者
も
そ
れ
を
知
ろ
う
と
は
し
な
い
。
従
っ
て

こ
う
い
う
状
況
の
中
で
は
、
〈
生
命
リ
ア
リ
ズ
ム
の
喪
失
〉
が
都
市
民
を
中
心
に
恒
常
化
さ
れ
て
い
っ
て
当
然
な
の
で
あ
る
。
な
お
近
代
に

お
け
る
大
量
破
壊
兵
器
の
開
発
が
、
刀
や
槍
と
は
異
な
っ
て
生
命
を
奪
う
実
感
を
限
り
な
く
無
に
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
戦
争
と
い
う

場
に
お
け
る
〈
生
命
リ
ア
リ
ズ
ム
の
喪
失
〉
を
引
き
起
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
な
問
題
だ
が
、
も
は
や
そ
れ
に
触
れ
る
ス
ペ
ー
ス
は
な
い
。

さ
て
こ
こ
ま
で
論
を
進
め
て
く
れ
ば
、
私
た
ち
は
冒
頭
の
祝
島
の
問
題
に
す
ぐ
さ
ま
繋
が
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
長
島
の
原
発
建
設
は
、
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こ
う
し
た
〈
生
命
リ
ア
リ
ズ
ム
の
喪
失
〉
と
い
う
問
題
を
も
ろ
に
露
出
さ
せ
て
現
実
化
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
海

浜
の
自
然
環
境
を
破
壊
し
た
上
で
の
海
水
温
の
上
昇
と
放
射
性
排
出
物
の
放
出
は
、
ま
ち
が
い
な
く
当
該
地
域
の
生
物
や
住
民
の
生
命
に
影

響
を
与
え
る
。
ま
た
原
発
は
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
に
よ
る
事
故
の
可
能
性
を
も
秘
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
生
命
の
脅
威
へ
の
想
像
力
が
原
発
の

建
設
を
推
進
す
る
側
に
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
〈
生
命
リ
ア
リ
ズ
ム
の
喪
失
〉
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
言
え

ト

ι
λ
ノ
。

か
つ
て
祝
島
が
宗
教
的
な
聖
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
冒
頭
に
書
い
た
。
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
か
は
決
め
得
な
い
に
し
て
も
、
宗
教
的
な
聖

域
で
あ
っ
た
こ
と
は
そ
こ
で
神
へ
の
祈
り
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
昔
も
今
も
変
ら
な
い
が
神
に
祈
る
こ
と
と
言
え
ば
、
生
命
の

安
全
と
魂
の
平
安
の
二
つ
以
外
に
な
い
は
ず
だ
。
つ
ま
り
祝
島
と
そ
の
一
帯
は
、
古
来
生
命
の
安
全
が
願
わ
れ
た
所
な
の
だ
。
そ
こ
に
生
命

の
安
全
を
脅
か
す
原
発
が
造
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
が
言
お
う
と
し
て
い
る
古
代
と
近
代
の
対
立
構
造
と
は
、
こ
う
い
う
こ



と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
近
代
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
人
聞
か
ら
い
の
ち
の
実
感
を
奪
い
取
っ
て
い
く
装
置
と
し
て
働
く
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

灰
谷
健
次
郎
(
「
世
に
も
美
し
く
、
そ
し
て
世
に
も
恐
ろ
し
い
物
語
」
『
灰
谷
健
次
郎
の
発
言
』
〈6
〉
岩
波
書
店
)
が
伝
え
る
、
沖
縄
・
渡

嘉
敷
島
の
年
寄
り
の
言
葉
が
耳
に
残
る
。

い
の
ち

も
の
は
た
ん
な
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
も
の
に
は
み
な
生
命
が
あ
る
。
人
間
は
そ
れ
を
金
に
換
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
ダ
メ
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

文
明
は
一
方
で
経
済
的
価
値
す
な
わ
ち
金
を
生
む
の
で
あ
り
、
文
明
と
金
は
ほ
と
ん
ど
等
記
号
で
結
ぼ
れ
て
い
る
。
近
代
が
そ
の
文
明
と
金

の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
渡
嘉
敷
島
の
年
寄
り
が
言
う
よ
う
に
そ
こ
に
い
る
人
間
は
ダ
メ
に
な
っ
て
い
く
し
か

な
い
の
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
私
た
ち
に
そ
の
「
ダ
メ
に
な
っ
て
い
く
」
覚
倍
が
あ
る
の
、
だ
ろ
う
か
。

付
記引

用
本
文
な
ど
の
歴
史
的
仮
名
遣
い
は
す
べ
て
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。
ま
た
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
極
楽
寺
御
住
職
吉
岡
光
雄
氏
か
ら
御

教
示
を
悉
く
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
な
お
本
稿
は
二
O
O

八
年
度
慶
麿
義
塾
学
事
振
興
資
金
に
基
く
研
究
成
果
で
あ
る
。
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