
（
１
）

宇
野
浩
二
は
「
近
松
秋
江
論
」
（
大
正
八
年
九
月
）
で
、
秋
江
を
「
い
く

ら
目
の
前
で
喋
ら
れ
て
も
耳
を
傾
け
な
い
で
、
自
分
は
自
分
の
話
を
続
け

る
」
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
。
な
か
で
も
、
宇
野
が
秋
江
へ
の
愛
着
を
持

っ
て
語
る
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
、
秋
江
の
ひ
と
と
な
り
が
非
常
に
愉
快

に
伝
わ
っ
て
く
る
。

宇
野
が
大
阪
に
滞
在
し
て
い
た
時
、
東
京
へ
帰
る
汽
車
を
待
つ
た
め
に
散

歩
し
て
い
る
と
、
偶
然
秋
江
と
再
会
し
た
。
宇
野
が
こ
れ
か
ら
東
京
に
帰
る

旨
を
言
う
と
、
秋
江
は
「
一
汽
車
ぐ
ら
ゐ
遅
れ
て
も
い
、
だ
ら
う
」
と
彼
を

引
き
と
め
、
「
是
非
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
、
一
寸
、
一
寸
」
と
自
分
の
宿

ま
で
引
っ
張
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
辰
》
そ
し
て
、
「
君
は
そ
の
後
は
ど
う
し

愚
痴
な
し
に
暮
ら
せ
る
と
云
ふ
人
は
、
つ
ま
り
、
何
等
か
の
意
味
で
人

生
に
恵
ま
れ
て
を
る
の
か
な
。
又
、
さ
う
で
も
な
い
の
か
な
。

（
葛
西
善
蔵
「
愚
痴
と
ク
ダ
と
嫌
味
」
、
『
新
潮
」
、
大
正
十
阿
年
二
月
）

愚
痴
か
ら
心
境
へ

｜
、
は
じ
め
に

ｌ
近
松
秋
江
と
久
米
正
雄
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

た
」
や
「
暫
く
だ
っ
た
ね
え
」
な
ど
と
い
っ
た
挨
拶
ぬ
き
に
、
い
き
な
り
当

時
惚
れ
こ
ん
で
い
た
女
性
に
つ
い
て
話
し
だ
し
た
。
そ
の
話
の
印
象
を
宇
野

浩
二
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

殆
ど
具
体
的
な
こ
と
は
何
に
も
な
く
て
身
振
り
手
振
り
入
り
で
、
一
人

の
男
、
即
ち
君
（
秋
江
ｌ
引
用
者
注
）
が
一
人
の
女
に
ぞ
っ
こ
ん
惚

れ
た
こ
と
を
、
「
そ
の
女
が
君
、
そ
の
女
が
君
、
君
、
君
、
」
と
丁
度
興

奮
し
た
吃
音
者
が
物
が
う
ま
く
言
へ
な
い
や
う
に
、
如
何
に
惚
れ
た

か
、
如
何
に
そ
の
惚
れ
た
女
の
裸
が
美
し
い
か
、
そ
の
女
が
利
発
な
性

質
か
、
そ
の
女
の
髪
が
魅
力
が
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
、
思
ひ
余
っ
て

言
へ
な
い
の
を
、
言
は
う
言
は
う
と
骨
を
折
っ
て
ゐ
る
姿
だ
け
で
あ
っ

た
。

そ
し
て
一
通
り
、
そ
れ
で
も
話
終
る
の
を
侍
っ
て
、
僕
が
別
れ
よ
う

と
し
た
時
、
始
め
て
君
は
、
ぢ
や
あ
、
こ
れ
か
ら
直
な
ら
次
の
汽
車
に

間
に
合
ふ
か
ら
行
き
給
へ
、
と
斯
う
だ
。

（
宇
野
浩
二
「
近
松
秋
江
論
」
）

矢
口
貢
大
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が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
冬

手
さ
を
受
け
容
れ
、
芙
篁

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

聴
き
手
の
こ
と
を
顧
み
ず
饒
舌
に
語
る
秋
江
に
、
呆
れ
な
が
ら
も
憎
む
こ

と
が
で
き
ず
苦
笑
し
て
い
る
宇
野
の
さ
ま
が
、
眼
に
浮
か
ぶ
よ
う
だ
。

（
２
）

秋
江
の
終
生
の
友
人
で
あ
っ
た
正
宗
白
鳥
は
、
『
流
浪
の
人
」
（
昭
和
二
十

五
年
四
月
か
ら
六
月
）
で
、
秋
江
の
小
説
を
「
自
分
勝
手
な
自
己
弁
護
」
が

多
か
っ
た
と
し
て
い
た
が
、
ど
う
も
秋
江
そ
の
人
に
も
、
そ
の
よ
う
な
傾
向

が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
宇
野
や
白
鳥
は
、
そ
う
し
た
秋
江
の
自
分
勝

手
さ
を
受
け
容
れ
、
笑
う
こ
と
が
で
き
た
。
白
鳥
は
、
秋
江
に
つ
い
て
、
次

秋
江
の
自
分
勝
手
さ
に
人
間
的
な
面
白
さ
を
感
じ
て
、
笑
う
こ
と
が
で
き

る
か
否
か
ｌ
ど
う
も
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
が
、
秋
江
作
品
の
評
価
の
分
か

れ
目
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
「
自
分
勝
手
な
自
己

弁
護
」
ゆ
え
に
、
秋
江
の
作
品
を
蛇
蜴
の
ご
と
く
忌
み
嫌
う
文
学
者
は
、
当

時
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
論
で
取
り
あ
げ
た
い
の
は
、
む
し
ろ
秋

江
の
作
品
を
忌
み
嫌
い
罵
倒
し
た
人
々
の
言
説
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
的
は
ず
れ
な
罵
倒
な
ら
ば
う
っ
ち
ゃ
っ
て
お
け
ば
よ
い
も
の

だ
し
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
、
そ
れ
が
当
時
の
文
芸
思
潮
に
影
響
力

秋
江
は
隠
し
立
て
し
な
い
で
、
自
分
の
思
っ
た
事
感
じ
た
事
を
し
や
く

る
か
ら
、
人
間
性
が
分
っ
て
面
白
い
。
私
は
彼
に
よ
っ
て
い
か
に
多

く
、
人
の
心
の
動
き
を
知
っ
た
こ
と
か
。

（
正
宗
白
鳥
「
流
浪
の
人
」
）

さ
て
、
近
松
秋
江
に
与
え
ら
れ
た
罵
倒
と
し
て
、
ま
ず
は
赤
木
桁
平
の

（
３
）

ヨ
遊
蕩
文
学
」
の
撲
滅
」
（
大
正
五
年
八
月
）
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま

い
。
こ
の
論
考
で
赤
木
は
、
長
田
幹
彦
や
吉
井
勇
、
久
保
田
万
太
郎
、
後
藤

末
雄
、
そ
し
て
近
松
秋
江
を
痛
烈
に
罵
っ
た
。

赤
木
の
糾
弾
す
る
「
遊
蕩
文
学
」
と
は
「
遊
里
に
於
け
る
震
留
匡
オ
コ
匡
邑

エ
匡
『
①
。
ｇ
」
の
人
間
生
活
を
描
い
た
文
学
で
あ
り
、
「
人
間
の
遊
蕩
生
活
に
纒

絡
す
る
事
実
と
感
情
と
に
重
き
を
置
」
き
、
「
人
性
の
本
能
的
方
面
に
於
け

る
放
縦
淫
逸
な
る
暗
黒
面
を
主
題
」
と
し
た
文
学
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
遊

蕩
文
学
」
を
書
く
人
々
の
「
根
本
的
態
度
」
は
、
「
現
世
的
」
で
、
「
享
楽

的
」
で
、
「
主
情
的
」
で
「
頽
廃
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
重
ね
て
、

赤
木
は
「
人
生
に
対
す
る
真
面
目
な
懐
疑
と
苦
悶
と
の
洗
礼
に
よ
っ
て
見
出

さ
れ
た
最
後
の
誠
実
な
る
「
信
仰
筐
の
告
白
を
含
ま
な
い
享
楽
的
態
度
の

「
遊
蕩
文
学
」
は
、
無
価
値
で
あ
り
無
意
義
で
あ
る
と
す
る
。
文
学
は
、
作

を
も
つ
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
近
松
秋
江
に
与
え
ら
れ
た
、
そ
う
し

た
人
々
の
罵
倒
は
、
秋
江
の
作
品
の
自
分
勝
手
な
饒
舌
さ
（
お
も
に
「
愚

の
ろ
吋

痴
」
や
「
惚
気
」
と
い
う
言
葉
で
批
判
さ
れ
た
）
と
い
う
、
彼
の
作
品
の
長

所
と
短
所
と
が
交
差
し
た
場
を
指
し
て
行
わ
れ
た
た
め
、
不
思
議
な
説
得
力

を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
々
の
秋
江
へ
の
罵
倒
の
系
譜
を
見
て
い

く
こ
と
で
、
大
正
期
の
文
芸
思
潮
の
ひ
と
つ
の
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
き

た
い
。

二
、
赤
木
桁
平
と
〈
愚
痴
〉

一
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家
の
自
己
研
錯
に
よ
る
精
神
的
向
上
と
誠
実
な
態
度
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て

「
芸
術
」
と
な
る
と
い
う
の
だ
。
そ
し
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
機
会
と
、
あ
ら
ゆ
る

方
法
と
を
尽
し
て
、
か
、
る
「
遊
蕩
文
学
」
の
撲
滅
」
を
行
っ
て
い
く
と
宣

言
し
、
論
を
閉
じ
て
い
る
。

赤
木
は
、
文
学
の
な
か
に
作
家
の
「
態
度
」
、
と
く
に
、
人
間
生
活
に
お

け
る
誠
実
さ
が
現
れ
る
と
素
朴
に
信
じ
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
た
、
こ
の
論

は
、
そ
の
「
誠
実
な
る
態
度
」
を
、
作
家
に
強
制
す
る
よ
う
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
山
本
芳
明
は
、
そ
の
よ
う
な
赤
木
の
主
張
を
「
生
活
の
態
度
」
と

「
人
格
」
と
「
作
品
」
が
三
位
一
体
と
な
っ
た
、
大
正
六
年
の
「
文
壇
の
パ

ー
４
）

ラ
ダ
イ
ム
・
チ
ェ
ン
ジ
」
の
契
機
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

さ
て
、
赤
木
の
「
遊
蕩
文
学
」
に
対
す
る
形
容
に
は
、
実
は
「
愚
痴
」
と

い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
弓
遊
蕩
文
学
』
の
撲
滅
」
が
収
録
さ
れ
た

（
５
）

赤
木
の
評
論
集
「
芸
術
上
の
理
想
主
義
』
（
大
正
五
年
十
月
）
の
「
自
序
」

で
、
赤
木
は
、
自
身
の
芸
術
観
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

予
等
が
、
夢
寝
の
間
に
も
猶
ほ
寛
め
て
ゐ
る
も
の
は
、
今
す
こ
し
く

生
命
の
根
底
に
突
込
ん
だ
芸
術
で
あ
る
。
言
葉
を
換
へ
て
い
ふ
と
、
一

時
の
流
行
や
、
一
時
の
好
尚
に
司
配
さ
れ
な
い
だ
け
の
恒
久
性
を
保
証

さ
れ
た
芸
術
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
意
味
の
芸
術
は
、
疑
ひ
も
な
く
追
懐

哀
愁
の
み
を
こ
と
ゞ
す
る
情
緒
中
心
の
芸
術
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
愚

痴
愁
訴
中
心
の
芸
術
で
も
な
い
。

（
赤
木
桁
平
「
芸
術
上
の
理
想
主
義
こ

愚
痴
か
ら
心
境
へ

赤
木
の
「
誠
実
な
る
態
度
」
を
理
想
と
す
る
芸
術
観
と
相
反
す
る
も
の

が
、
「
愚
痴
愁
訴
中
心
の
芸
術
」
で
あ
っ
た
α
こ
の
「
愚
痴
」
の
文
学
が
、

赤
木
の
仇
敵
視
し
て
い
た
近
松
秋
江
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
赤
木
は
、
以
前
か
ら
秋
江
の
作
品
を
、
ヨ
痴
」
と
『
愚
』
と

の
貧
弱
な
る
相
」
を
見
い
だ
せ
る
の
み
だ
と
し
、
「
例
の
へ
な
へ
な
し
た
、

く
ど
い
、
ひ
っ
こ
い
、
女
の
腐
っ
た
や
う
な
男
の
、
あ
る
女
に
対
す
る
恋
情

を
、
こ
れ
も
例
に
よ
っ
て
、
あ
ま
っ
た
る
い
嫌
味
な
、
泣
く
が
ご
と
く
、
怨

む
が
ご
と
き
筆
致
に
託
し
て
、
く
だ
く
だ
し
く
描
き
出
し
た
も
の
」
と
酷
評

（
６
）

し
て
い
た
。
こ
う
し
た
赤
木
の
「
痴
」
と
「
愚
」
と
い
っ
た
形
容
や
、
訴
え

歎
く
よ
う
な
饒
舌
な
語
り
へ
の
否
定
は
、
秋
江
の
小
説
が
「
愚
痴
」
と
罵
倒

さ
れ
る
土
壌
と
な
っ
た
。

ま
た
赤
木
は
、
「
予
の
「
遊
蕩
文
学
撲
滅
論
』
に
対
す
る
緒
家
の
批
評
に

（
７
）

答
ふ
」
（
大
正
五
年
十
月
）
で
も
、
「
現
代
の
日
本
が
要
求
す
る
も
の
は
、
そ

ん
な
卑
怯
な
、
諦
め
的
な
、
愚
痴
っ
ぽ
い
廻
避
家
で
は
な
く
て
、
熾
烈
な
る

態
度
と
を
備
へ
た
、
整
れ
て
後
已
む
的
覚
悟
を
有
す
る
理
想
家
で
あ
る
」
と

説
き
、
彼
の
唱
え
る
誠
実
な
生
活
態
度
に
よ
る
小
説
に
「
愚
痴
」
を
対
置
さ

せ
て
い
る
の
だ
。

そ
れ
で
は
、
「
愚
痴
」
を
標
的
に
し
て
、
赤
木
が
生
み
出
そ
う
と
し
た

「
芸
術
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

（
８
）

は
、
谷
沢
永
一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
志
賀
直
哉
に
代
表
さ
れ
る
白
樺
派
の

緒
作
家
の
も
の
で
あ
っ
た
。
赤
木
は
白
樺
派
の
作
家
に
つ
い
て
「
白
樺
派
の

（
９
）

傾
向
、
特
質
、
使
命
」
（
大
正
五
年
十
月
）
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
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誠
実
な
生
活
態
度
の
芸
術
を
志
向
す
る
赤
木
が
最
も
期
待
を
寄
せ
て
い
た

の
が
白
樺
派
の
緒
作
家
で
あ
り
、
「
そ
の
未
来
に
対
し
て
予
が
最
も
多
く
期

待
を
有
す
る
も
の
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
志
賀
、
長
與
の
二
氏
」
で
あ
っ
た

と
い
う
。
こ
こ
で
も
は
や
り
、
赤
木
は
、
「
不
真
面
目
な
る
低
級
芸
術
」
に

つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
近
松
ら
の
「
愚
痴
」
の

作
家
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
た
赤
木
の
批
判
に
対
す
る
秋
江
の
反
応
は
、
「
散
歩
し
な

（
Ⅲ
）

が
ら
新
聞
を
見
て
ゐ
て
、
思
は
ず
噴
き
出
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
っ
た
、
す

《
Ⅱ
）

こ
ぶ
る
暢
気
な
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
日
光
よ
り
」
（
大
正
五
年
九

月
）
で
は
、
長
田
幹
彦
や
自
身
の
小
説
に
よ
っ
て
「
大
き
な
文
壇
が
毒
せ
ら

れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
日
本
の
文
壇
は
微
弱
で
あ
る
と
申
さ
ね
ば

な
ら
ぬ
」
と
語
り
、
実
際
そ
ん
な
影
響
力
は
な
い
の
で
「
心
配
御
無
用
」
と

予
は
あ
く
ま
で
白
樺
派
の
未
来
を
祝
福
し
た
い
。
殊
に
、
現
時
の
わ

が
国
に
於
け
る
が
ご
と
く
、
文
壇
の
一
角
に
不
真
面
目
な
る
低
級
芸
術

が
践
雇
し
て
、
ま
す
ま
す
そ
の
猛
威
を
振
は
ん
と
す
る
時
に
当
っ
て

は
、
如
何
な
る
意
味
に
於
い
て
も
、
白
樺
派
の
ご
と
き
真
剣
な
る
芸
術

家
の
群
れ
を
孵
み
育
て
る
こ
と
が
、
当
然
、
芸
術
に
携
は
る
も
の
、
責

務
で
あ
る
。
こ
の
点
に
至
る
と
、
白
樺
派
の
緒
作
家
は
そ
の
覚
悟
に
於

い
て
、
そ
の
稟
賦
に
於
い
て
、
そ
の
態
度
に
於
い
て
、
将
た
、
そ
の
精

力
に
於
い
て
、
優
に
現
時
の
文
壇
に
卓
越
し
た
地
歩
を
有
し
て
ゐ
る
が

ゆ
ゑ
に
、
十
分
予
等
の
期
待
に
報
ゆ
る
と
こ
ろ
が
あ
ら
う
と
思
ふ
。

（
赤
木
桁
平
「
白
樺
派
の
傾
向
、
特
質
、
使
命
」
）

ヨ
遊
蕩
文
学
』
の
撲
滅
」
か
ら
六
年
後
の
大
正
十
一
年
、
近
松
秋
江
は
そ

（
哩
）

の
代
表
作
に
数
え
ら
れ
る
「
黒
髪
』
三
部
作
を
発
表
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の

作
品
も
ま
た
「
愚
痴
」
の
小
説
と
し
て
、
批
判
を
浴
び
る
こ
と
と
な
る
、
岡

（
Ｂ
｝

栄
一
郎
の
「
小
説
「
狂
乱
」
私
議
」
（
大
正
十
一
年
三
月
）
が
そ
れ
だ
。

岡
は
、
秋
江
の
「
狂
乱
」
を
評
し
て
、
徳
田
秋
声
と
長
田
幹
彦
を
折
衷
し

た
よ
う
な
小
説
だ
と
述
べ
、
そ
れ
が
秋
江
に
は
似
合
わ
な
い
と
す
る
。
そ
し

て
、
「
単
調
で
、
冗
々
た
る
愛
恋
の
情
が
纏
綿
」
し
て
お
り
、
飽
き
飽
き
す

る
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
赤
木
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
勝
手
で
饒
舌
な
語
り
、

す
な
わ
ち
「
愚
痴
」
に
対
す
る
批
判
が
は
じ
ま
る
。
全
く
「
反
省
」
を
欠
い

し
て
い
る
。
そ
し
て
秋
江
自
身
は
、
「
ま
す
ま
す
面
白
い
小
説
を
書
か
う
と

思
っ
て
」
お
り
、
「
私
は
と
て
も
長
田
君
や
吉
井
君
の
や
う
な
徹
底
的
享
楽

児
に
な
れ
ぬ
こ
と
を
悲
し
む
」
の
だ
と
、
赤
木
の
酷
評
に
本
気
で
取
り
あ
お

う
と
は
し
な
い
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
秋
江
の
反
応
は
、
赤
木
の
論
考
が
そ
れ
ほ
ど
影
響
力
を
持
つ

と
は
考
え
に
く
い
と
い
う
判
断
と
、
自
身
の
文
学
に
対
す
る
謙
遜
か
ら
起
こ

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
実
「
愚
痴
」
の
文
学
と
し
て
秋
江
作

品
を
引
き
合
い
に
出
し
、
人
格
主
義
的
な
作
品
評
価
を
提
唱
す
る
と
い
う
論

法
は
、
そ
の
単
純
明
快
な
構
図
ゆ
え
に
強
烈
な
伝
播
力
を
持
つ
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
日
本
の
「
文
壇
」
は
、
彼
が
考
え
る
ほ
ど
規
模
の
「
大
き
な
」

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
「
黒
髪
」
と
〈
愚
痴
〉

一
一
〈



岡
は
、
こ
う
し
た
自
分
勝
手
な
語
り
で
あ
る
「
愚
痴
」
を
、
赤
木
と
同
じ

よ
う
に
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
「
作
者
は
客
観
的
態

度
、
創
作
的
態
度
を
執
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
綿
々
と
怨
み
泣
き
に
泣

く
事
に
の
み
興
味
を
有
っ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
」
と
し
、
「
愚
痴
」
と
言
わ

れ
て
も
無
理
は
な
い
、
と
論
を
結
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
「
愚
痴
」
が
「
客
観
的
態
度
、
創
作
的
態
度
」

の
欠
如
の
現
れ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
赤
木
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ

た
「
愚
痴
」
は
、
作
家
の
誠
実
な
生
活
態
度
の
欠
如
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

た
が
、
岡
の
批
評
で
は
、
客
観
的
創
作
態
度
の
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い

た
性
格
の
主
人
公
が
、
「
舐
々
と
し
て
反
復
し
て
底
止
す
る
所
の
な
い
恋
情

の
説
明
」
を
過
剰
に
繰
り
返
す
さ
ま
は
、
ま
る
で
、
「
訴
へ
嘆
く
愚
痴
の
類

に
奔
っ
て
ゐ
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

愚
痴
は
な
る
べ
く
短
か
い
方
が
宜
し
い
。
短
け
れ
ば
、
相
当
聞
く
者
の

同
情
を
買
ふ
事
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
が
、
此
の
小
説
の
主
人
公
の
や

う
に
、
飽
く
事
な
く
愁
訴
せ
ら
れ
る
や
う
で
は
甚
だ
煩
い
も
の
で
あ

る
。
「
め
り
や
す
は
女
の
愚
痴
に
節
を
つ
け
」
と
云
ふ
が
め
り
や
す
の

や
う
な
短
い
も
の
だ
か
ら
聴
け
る
の
で
あ
る
。
稽
古
本
の
何
十
枚
も
、

愚
痴
で
埋
め
ら
れ
た
の
で
は
、
聞
く
人
の
迷
惑
で
あ
る
。
老
練
な
る
作

者
が
省
筆
を
用
ゐ
る
事
を
忘
れ
た
の
か
と
怪
し
む
の
も
、
敢
て
不
思
議

で
は
あ
る
ま
い
ｃ

（
岡
栄
一
郎
「
小
説
『
狂
乱
」
私
議
」
）

愚
痴
か
ら
心
境
へ

一
方
的
な
「
愚
痴
」
は
、
近
松
に
と
っ
て
こ
の
作
品
の
主
眼
で
あ
り
、
そ

れ
抜
き
で
は
、
こ
の
小
説
が
書
く
に
値
し
な
い
と
ま
で
語
る
。
こ
こ
に
、
岡

の
言
う
客
観
的
態
度
を
欠
い
た
「
愚
痴
」
に
こ
だ
わ
ろ
う
と
す
る
筆
者
の
姿

勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
こ
で
一
旦
立
ち
止
ま
っ
て
、
「
黒
髪
」
に
お
け
る
「
愚
痴
」
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
「
愚
痴
」
に
よ
る
秋
江
作
品
の
読
解
は
、
「
愚
痴
の
人
並
な

ら
ぬ
と
こ
ろ
が
目
付
き
ど
こ
ろ
と
し
て
書
き
た
か
っ
た
」
と
い
う
秋
江
の
狙

（
喝
）

い
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
存
在
し
た
。
な
か
で
も
、
遠
藤
英

（
焔
）

雄
の
「
近
松
秋
江
『
黒
髪
」
論
」
（
昭
和
五
十
七
年
一
月
）
は
、
『
黒
髪
』
に

お
け
る
「
愚
痴
」
と
「
い
き
」
に
着
目
し
、
「
作
家
イ
コ
ー
ル
『
私
」
」
と
い

る
の
で
あ
る
。
生
活
態
度
と
創
作
態
度
と
作
品
が
、
リ
ン
ク
し
て
い
る
枠
組

み
は
、
ま
さ
し
く
「
遊
蕩
文
学
」
論
争
か
ら
続
く
傾
向
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
岡
の
批
判
に
対
す
る
秋
江
の
反
応
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

貴
兄
（
岡
栄
一
郎
Ｉ
引
用
者
注
）
は
、
「
愚
痴
は
一
寸
く
ら
ゐ
は
利

き
目
が
あ
る
」
と
申
さ
れ
た
が
、
私
は
、
そ
の
愚
痴
の
人
並
な
ら
ぬ
と

こ
ろ
が
目
付
き
ど
こ
ろ
と
し
て
書
き
た
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
な
け
れ

ば
、
小
生
の
考
へ
で
は
、
書
く
に
価
せ
ぬ
の
で
、
読
者
に
は
御
迷
惑
で

も
、
そ
ん
な
一
方
な
ら
ぬ
愚
痴
や
、
他
人
が
見
れ
ば
馬
鹿
げ
て
ゐ
る
と

こ
ろ
が
、
書
い
て
見
た
か
っ
た
の
で
し
た
。

（
腱
）

（
近
松
秋
江
二
狂
乱
」
楽
屋
話
」
）
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う
型
か
ら
脱
出
を
試
み
る
秋
江
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
重
要
な
指
摘
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

も
っ
と
も
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
語
り
手
の
「
私
」
が
、
地
の
文
で
語

る
「
愚
痴
」
で
は
な
い
《
〕
「
私
」
は
、
お
園
や
そ
の
母
、
さ
ら
に
彼
ら
の
家

主
、
法
律
事
務
所
の
事
務
員
や
お
園
の
置
屋
の
主
人
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
作

中
人
物
に
対
し
て
「
愚
痴
」
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
黒

髪
」
に
は
、
そ
れ
を
聞
か
さ
れ
た
人
々
の
反
応
が
、
詳
細
に
描
き
こ
ま
れ
て

い
る
の
だ
。

例
え
ば
、
「
私
」
が
、
法
律
事
務
所
の
事
務
員
に
「
愚
痴
」
を
語
る
場
面

で
あ
る
。
あ
る
時
、
お
園
の
母
親
が
、
人
相
の
良
く
な
い
痘
痕
面
の
事
務
員

と
と
も
に
「
私
」
の
宿
を
訪
れ
る
。
そ
こ
で
、
事
務
員
は
、
お
園
の
精
神
異

常
の
代
償
を
払
え
と
「
私
」
に
要
求
す
る
。
「
私
」
は
、
金
を
払
う
代
わ
り

に
、
自
分
の
立
場
を
弁
明
し
は
じ
め
る
。

ま
る
で
小
説
の
よ
う
に
「
私
」
が
語
っ
て
い
る
の
は
自
分
勝
手
な
弁
明
、

「
愚
痴
」
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
小
説
で
「
私
」
が
登
場
人
物
に
語
る
「
愚

此
方
は
、
わ
ざ
と
捌
け
た
伝
法
な
口
の
利
き
様
に
な
っ
て
、
四
五
年
前

か
ら
の
女
と
の
経
緯
を
、
そ
の
男
に
は
、
口
を
挿
入
れ
る
隙
も
な
い
く

ら
ゐ
に
、
二
時
間
ば
か
り
、
ま
る
で
小
説
の
筋
で
も
話
し
て
聴
か
す
や

の
る
け

う
に
、
と
こ
ろ
ト
ー
惚
気
ま
で
交
へ
て
、
立
て
つ
、
§
け
に
話
し
て
き
か

せ
た
。

（
近
松
秋
江
『
黒
髪
乞

事
務
員
の
噺
弄
は
、
「
私
」
の
お
園
に
惚
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
自
惚

れ
へ
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
「
私
」
が
、
「
い
や
、
笑
ひ
事
ぢ

や
あ
り
ま
せ
ん
」
と
「
愚
痴
」
を
続
け
よ
う
と
す
る
の
を
、
「
い
や
、
君
は

馬
鹿
だ
。
は
、
ゞ
、
君
、
出
て
ゐ
る
女
は
、
君
、
君
一
人
だ
け
が
客
ぢ
や
な

い
、
ほ
か
に
も
多
勢
そ
ん
な
男
が
あ
る
も
の
…
…
」
と
取
り
合
わ
な
い
。
自

分
自
身
の
立
場
の
弁
明
に
終
始
す
る
「
私
」
に
と
っ
て
、
ほ
か
に
も
客
が
居

る
と
い
う
指
摘
は
考
え
ら
れ
な
い
視
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、

「
私
」
の
「
愚
痴
」
は
聞
く
に
値
し
な
い
も
の
と
し
て
男
に
処
理
さ
れ
て
い

痴
」
は
、
主
に
「
女
と
の
経
緯
」
で
あ
り
、
そ
の
経
緯
と
は
「
私
」
が
お
園

に
い
か
に
惚
れ
て
い
る
か
、
お
園
に
金
を
送
る
た
め
に
ど
れ
だ
け
苦
労
し
た

か
、
そ
れ
な
の
に
お
園
は
ど
う
し
て
自
分
に
冷
た
く
当
た
る
の
か
と
い
っ
た

内
容
で
あ
る
。
さ
て
、
「
私
」
は
事
務
員
の
男
の
話
を
聞
こ
う
と
も
せ
ず
、

長
時
間
に
わ
た
っ
て
自
分
勝
手
に
語
っ
て
い
る
。
す
る
と
、
事
務
員
の
男
は

話
に
釣
り
込
ま
れ
、
噴
き
出
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
君
は
女
に
甘
い
・
君
は
下
手
だ
。
そ
ん
な
君
、
女
に
た
ず
遠
方
か
ら

金
を
送
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
も
の
か
。
さ
う
い
ふ
時
に
は
君
が
自
分

で
金
を
持
っ
て
京
都
に
来
て
、
さ
あ
、
金
は
こ
、
に
用
意
し
て
有
る
、

廃
め
て
自
分
の
方
に
来
る
か
ど
う
す
る
か
と
向
う
の
腹
を
確
か
め
て
、

此
方
の
い
ふ
事
を
聴
く
な
ら
、
金
を
出
し
て
遣
ら
う
と
い
ふ
調
子
で
行

か
に
や
駄
目
ぢ
や
・
」

（
近
松
秋
江
「
黒
髪
」
）

■■■■■■■■■■■
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る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
後
半
の
「
私
」
が
お
園
の
家
の
隣
家
の
仕
出
し
屋
に
連
れ
込
ま
れ

る
場
面
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
「
私
」
が
、
「
私
に
と
っ
て
は
又
一
と
口

に
申
す
こ
と
の
出
来
な
い
深
い
訳
が
あ
る
の
で
す
か
ら
。
：
．
：
」
と
「
愚
痴
」

を
語
り
を
は
じ
め
よ
う
と
す
る
と
、
仕
出
し
屋
の
老
婆
は
「
あ
ゞ
い
や
、
も

う
、
そ
の
訳
が
よ
う
な
い
。
そ
れ
は
聰
か
い
で
も
解
っ
て
ま
す
」
と
聞
こ
う

と
も
し
な
い
。
饒
舌
で
自
分
勝
手
な
語
り
を
拒
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
愚
痴
」
に
よ
っ
て
自
己
弁
明
し
よ
う
と
試
み
る
「
私
」

が
、
そ
の
相
手
に
拒
絶
や
無
視
、
噺
弄
さ
れ
た
り
す
る
と
い
う
構
図
は
、
こ

の
小
説
の
語
り
手
を
、
よ
り
愚
か
で
滑
稽
な
人
物
に
瞳
め
る
効
果
が
あ
る
。

そ
し
て
、
『
黒
髪
』
に
お
け
る
、
「
愚
痴
」
は
、
後
半
の
松
井
と
い
う
置
屋

で
の
女
主
人
と
の
会
話
に
お
い
て
決
定
的
な
破
綻
を
迎
え
る
の
だ
。
「
私
」

が
お
園
の
精
神
異
常
の
真
否
を
女
主
人
に
確
か
め
る
と
、
女
主
人
は
そ
れ
を

肯
定
し
、
さ
ら
に
そ
の
原
因
を
「
私
」
の
女
に
送
り
続
け
た
手
紙
で
あ
っ
た

と
決
め
つ
け
る
。
こ
れ
に
対
し
、
語
り
手
の
「
私
」
は
、
地
の
文
で
次
の
よ

う
に
弁
解
す
る
。

な
る
ほ
ど
さ
う
思
は
れ
る
の
も
全
く
無
根
の
事
実
で
も
な
い
。
去
年

の
春
ま
だ
私
が
東
京
に
ゐ
て
京
都
に
来
な
い
時
分
、
も
う
何
年
に
か
わ

た
る
度
々
の
送
金
の
使
途
に
つ
い
て
委
し
い
返
事
を
聞
か
う
と
し
て

も
、
い
つ
も
柳
に
風
と
受
け
流
し
て
ば
か
り
い
て
少
し
も
要
領
を
得
た

こ
と
を
い
っ
て
よ
越
さ
な
か
っ
た
の
で
、
随
分
思
い
き
っ
た
神
経
質
的

な
激
し
い
こ
と
を
書
い
て
怨
ん
だ
り
脅
か
し
た
り
す
る
や
う
な
こ
と
を

愚
痴
か
ら
心
境
へ

も
ち
ろ
ん
「
私
」
が
送
っ
て
い
た
手
紙
の
内
容
は
、
自
分
が
送
っ
た
金
で

お
園
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
も
ど
か
し
さ
を
書
い
た
「
愚
痴
」
だ
。
そ
れ
に

対
す
る
お
園
の
反
応
が
精
神
の
異
常
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の

「
私
」
の
「
愚
痴
」
が
い
か
に
度
を
越
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。

そ
れ
を
聞
き
、
き
ま
り
の
悪
く
な
っ
た
「
私
」
は
、
女
主
人
に
対
し
て
も

「
愚
痴
」
を
試
み
よ
う
と
す
る
。

同
情
に
訴
え
る
た
め
長
々
と
自
分
勝
手
な
「
愚
痴
」
を
語
ろ
う
と
す
る

「
私
」
に
対
し
、
女
主
人
は
「
あ
ん
た
は
ん
そ
ん
な
こ
と
を
お
い
ひ
や
し
た

か
て
、
お
園
さ
ん
に
は
も
う
ず
っ
と
前
か
ら
三
野
村
さ
ん
と
い
ふ
人
が
お
し

た
が
な
“
三
野
村
さ
ん
が
今
ま
で
生
き
と
っ
た
ら
と
う
に
夫
婦
に
な
っ
て
は

る
」
と
、
「
私
」
の
「
愚
痴
」
を
溌
ね
つ
け
、
「
私
」
が
お
園
と
三
野
村
と
の

「
こ
ん
な
こ
と
は
も
う
幾
十
度
と
な
く
知
り
飽
き
て
ゐ
ら
れ
る
貴
方
が

た
に
向
っ
て
今
更
こ
ん
な
土
地
に
有
り
う
ち
の
話
を
す
る
も
愚
痴
の
や

う
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
為
め
に
、
私
は
と
て
も
一
と
口
や
こ
た
口
に
い

へ
な
い
苦
心
を
し
て
来
た
の
で
す
。
」

私
は
専
ら
女
主
人
の
同
情
に
訴
へ
る
つ
も
り
で
肺
肺
の
底
か
ら
出
る

熱
い
息
と
一
緒
に
託
ち
顔
に
さ
う
伝
っ
た
。

い
っ
て
よ
こ
し
た
の
は
事
実
で
あ
っ
た
。

（
近
松
秋
江
『
黒
髪
」
）

（
近
松
秋
江
『
黒
髪
」
）

一

九



恋
愛
に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
う
な
る
と
、

『
黒
髪
」
の
末
文
の
よ
う
に
、
「
私
」
は
も
は
や
「
愚
痴
」
を
語
る
相
手
を
見

失
い
、
た
だ
「
自
分
の
境
涯
」
が
憐
れ
だ
と
思
う
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
あ

ブ
（
》
Ｃ

こ
の
よ
う
に
、
「
黒
髪
」
に
お
い
て
は
、
語
り
手
が
登
場
人
物
に
「
愚

痴
」
を
語
り
、
さ
ら
に
そ
の
失
敗
を
描
く
こ
と
で
、
「
読
者
に
は
御
迷
惑
で

も
、
そ
ん
な
一
方
な
ら
ぬ
愚
痴
や
、
他
人
が
見
れ
ば
馬
鹿
げ
て
ゐ
る
と
こ

ろ
」
を
描
く
と
い
う
秋
江
の
意
図
は
成
功
し
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
「
黒

髪
」
の
語
り
手
が
地
の
文
で
行
っ
て
い
た
自
己
弁
明
も
、
お
園
に
送
っ
た

「
愚
痴
」
の
手
紙
の
異
常
さ
と
、
自
分
勝
手
な
恋
愛
の
破
綻
を
描
く
事
に
よ

り
、
あ
え
て
そ
の
信
癒
性
に
疑
問
符
が
付
さ
れ
る
よ
う
な
構
造
と
な
っ
て
い

る
の
だ
。
「
愚
痴
」
を
語
っ
て
い
る
「
私
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
こ
と
さ
ら

愚
か
な
自
分
勝
手
な
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
岡
の
よ
う
に
そ
れ
を
作
者
秋
江
の
創
作
態
度
に
直
接
結
び
つ
け

て
し
ま
う
の
は
錯
誤
で
あ
る
。
大
岡
昇
平
は
、
近
松
作
品
が
「
情
痴
を
真
実

と
称
す
る
も
の
を
目
指
し
な
が
ら
、
そ
の
間
に
生
れ
て
来
る
虚
構
の
妙
」
が

（
ゞ
Ⅳ
｝

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
卓
見
で
あ
る
。
た
と
え
、
秋
江
自
身
の
ひ

と
と
な
り
に
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
自
分
勝
手
な
愚
行

と
饒
舌
を
こ
と
さ
ら
強
調
し
て
い
る
秋
江
は
、
作
品
の
語
り
手
と
は
異
な

り
、
や
は
り
醒
め
て
い
る
の
だ
。

赤
木
や
岡
の
よ
う
に
、
作
中
の
「
愚
痴
」
を
筆
者
の
「
愚
痴
」
と
し
て
批

判
す
る
こ
と
は
、
秋
江
の
作
品
に
対
す
る
批
評
と
し
て
は
上
滑
り
し
た
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
、
し
か
し
、
近
松
秋
江
の
「
愚
痴
」
を
、
安
易
に
秋
江
の

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
近
松
秋
江
の
作
品
が
「
愚
痴
」
と
し
て
罵

倒
さ
れ
る
際
に
は
、
秋
江
に
よ
っ
て
作
為
的
に
自
分
勝
手
さ
が
強
調
さ
れ
た

「
愚
痴
」
を
、
秋
江
自
身
の
「
愚
痴
」
と
イ
コ
ー
ル
で
結
び
つ
け
て
し
ま
う

と
い
う
錯
誤
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
自
分
勝
手
な
「
愚

痴
」
に
対
置
す
る
も
の
と
し
て
、
赤
木
桁
平
は
「
誠
実
な
る
態
度
」
を
、
岡

栄
一
郎
は
客
観
的
な
「
創
作
的
態
度
」
を
挙
げ
て
い
た
。
最
後
に
、
こ
う
し

た
秋
江
を
「
愚
痴
」
と
罵
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
の
一
つ
と
し

て
、
大
正
十
四
年
に
久
米
正
雄
の
主
張
し
た
「
心
境
小
説
」
を
加
え
た
い
と

田
噌
っ
。

（
肥
）

従
来
、
久
米
正
雄
の
昌
私
』
小
説
と
『
心
境
』
小
説
」
（
大
正
十
五
年
一一

四
）

・
五
月
）
は
、
「
心
境
小
説
」
の
客
観
性
の
欠
如
を
指
摘
す
る
中
村
武
羅
夫

（
鋤
）

や
生
田
長
江
の
論
考
に
対
す
る
、
「
心
境
小
説
」
側
か
ら
の
は
じ
め
て
の
反

論
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
久
米
正
雄
自
身
の
「
愚

痴
」
を
乗
り
越
え
る
物
語
と
し
て
「
心
境
小
説
」
を
捉
え
て
み
た
い
。

大
正
五
年
の
漱
石
の
死
か
ら
、
そ
の
長
女
・
筆
子
に
思
い
を
寄
せ
は
じ
め

「
生
活
態
度
」
や
「
創
作
的
態
度
」
に
結
び
つ
け
て
し
ま
う
と
い
う
論
法

は
、
こ
の
後
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
が
、
久
米
正
雄
の
「
心
境
小
説
」
論
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
「
愚
痴
」

を
回
避
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
「
心
境
小
説
」
と
い
う
概
念
を
産
み
出
す

こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。

四
、
久
米
正
雄
と
〈
愚
痴
〉
ｌ
「
心
境
小
説
」
の
生
成

一

一
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た
久
米
正
雄
は
、
鏡
子
未
亡
人
か
ら
筆
子
と
の
結
婚
の
内
諾
を
と
り
つ
け

る
。
し
か
し
、
漱
石
の
弟
子
た
ち
の
反
対
に
あ
っ
た
り
、
親
友
・
松
岡
讓
が

ラ
イ
バ
ル
と
し
て
現
れ
た
り
と
次
々
問
題
が
持
ち
上
が
り
、
大
正
六
年
、
結

婚
の
話
は
破
談
と
な
っ
て
し
ま
う
。
結
局
、
松
岡
が
筆
子
の
夫
と
な
り
、
久

米
は
失
恋
の
末
、
最
大
の
友
人
を
失
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
所
謂

（
副
｝

『
破
船
』
事
件
で
あ
る
。

久
米
は
、
そ
の
後
、
こ
の
失
恋
事
件
に
つ
い
て
書
い
た
自
伝
的
作
品
を

続
々
と
発
表
し
た
。
「
敗
者
」
（
『
中
央
公
論
』
、
大
正
七
年
十
二
月
）
、
「
良
友

悪
友
」
亀
文
章
世
界
』
、
大
正
八
年
十
月
）
、
「
帰
郷
」
（
『
人
間
」
、
大
正
八
年

十
一
月
）
、
「
和
霊
」
（
「
改
造
』
、
大
正
十
年
四
月
）
、
「
破
船
』
（
「
主
婦
の

友
』
、
大
正
十
一
年
一
月
か
ら
十
二
月
）
と
続
き
「
墓
参
」
亀
改
造
』
、
大
正

十
四
年
一
月
）
に
終
る
一
連
の
小
説
群
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
失
恋
小
説
は
当

初
、
自
分
の
立
場
か
ら
語
り
続
け
る
「
愚
痴
」
の
多
い
小
説
で
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
「
帰
郷
」
で
は
、
恋
に
破
れ
て
故
郷
に
帰
る
「
私
」
の
心
中
が
次
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

今
度
は
誰
も
彼
も
が
、
私
の
不
幸
に
表
面
は
同
情
し
乍
ら
、
内
心
は
喜

ん
で
ゐ
る
の
だ
、
と
考
へ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
同
情
を
受
け
て
ゐ
る

事
は
解
っ
て
ゐ
た
。
そ
の
好
意
に
対
し
て
は
、
そ
ん
な
事
を
考
へ
て
は

済
ま
ぬ
と
思
ひ
乍
ら
、
私
に
は
あ
ら
ゆ
る
友
だ
ち
が
、
私
の
失
脚
を
望

ん
で
ゐ
た
や
う
に
思
は
れ
た
。
そ
し
て
私
の
此
の
破
局
を
、
「
ざ
ま
を

見
ろ
」
と
ま
で
は
ひ
ど
く
な
い
に
し
て
も
、
「
そ
れ
見
ろ
」
位
な
気
持

ち
で
見
て
ゐ
る
や
う
に
邪
推
さ
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
・
・
・

愚
痴
か
ら
心
境
へ

「
敗
れ
た
恋
に
未
練
を
持
っ
て
、
徒
ら
に
友
だ
ち
に
泣
い
て
訴
へ
」
る
こ

と
が
多
い
「
私
」
は
、
帰
郷
に
際
し
て
、
今
度
は
そ
の
「
愚
痴
」
を
聞
い
て

く
れ
た
友
人
を
右
の
よ
う
に
怨
む
。
こ
の
「
私
」
は
、
決
し
て
自
分
自
身
の

非
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
自
分
勝
手
な
人
物
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
「
私
」
の

態
度
は
、
「
他
人
は
悉
く
無
情
で
あ
る
、
自
分
の
こ
の
切
な
る
心
を
到
底
察

し
て
は
く
れ
な
い
」
と
語
る
「
黒
髪
』
の
語
り
手
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
い

ブ
（
》
○

こ
の
よ
う
に
、
久
米
も
、
秋
江
の
『
黒
髪
」
と
同
じ
よ
う
な
「
愚
痴
」
に

満
ち
た
失
恋
小
説
を
書
い
て
い
た
。
し
か
し
、
久
米
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、

そ
こ
に
は
な
か
っ
た
。
久
米
正
雄
は
、
大
正
十
年
一
月
に
、
自
身
の
失
恋
小

説
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
『
』

自
分
達
の
周
囲
を
、
出
来
る
だ
け
真
実
に
見
極
め
て
ゆ
き
た
い
と
い

ふ
の
は
、
芸
術
家
の
抑
へ
る
こ
と
の
出
来
な
い
要
求
で
あ
る
。
芸
術
家

に
取
っ
て
は
自
分
及
そ
の
周
囲
を
は
っ
き
り
視
て
置
く
必
要
が
あ
る
。

云
っ
て
も
「
招
か
れ
ざ
る
客
」
に
し
ろ
『
善
友
悪
友
」
に
し
ろ
、
さ
う

い
ふ
意
味
に
於
て
自
分
に
取
っ
て
は
一
種
の
完
成
へ
の
道
程
で
、
真
面

目
な
も
の
で
あ
る
。

．
と
思
ふ
と
、
私
に
は
矢
つ
張
り
俺
の
悲
し
み
を
頒
っ
て
呉
れ
る
も
の

は
、
俺
自
身
の
外
に
は
な
い
と
云
ふ
、
分
り
切
っ
た
孤
独
の
念
に
捉
へ

ら
れ
た
。

（
久
米
正
雄
「
帰
郷
」
）

一
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こ
う
し
た
「
愚
痴
」
っ
ぽ
い
失
恋
小
説
は
、
あ
く
ま
で
も
、
未
完
成
の
も

の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
久
米
の
目
指
す
「
完
成
」
こ
そ
、
「
愚
痴
」
を

脱
却
し
た
「
心
境
小
説
」
で
あ
っ
た
。

大
正
十
五
年
に
発
表
さ
れ
た
ヨ
私
」
小
説
と
『
心
境
」
小
説
」
は
、
こ

う
し
た
自
伝
的
小
説
を
「
私
小
説
」
と
定
義
し
、
そ
れ
が
「
本
格
小
説
」
に

対
し
て
、
「
小
説
の
本
道
」
で
あ
る
と
語
る
。
さ
ら
に
久
米
は
、
そ
の
「
私

小
説
」
は
、
ヨ
自
分
』
を
描
い
て
も
、
充
分
『
他
』
に
通
ず
る
」
も
の
だ
と

す
る
。
先
程
見
て
来
た
自
分
勝
手
な
「
愚
痴
」
か
ら
は
、
正
反
対
の
主
張
で

あ
る
が
、
こ
こ
に
久
米
の
狙
い
が
あ
る
。
久
米
は
、
自
伝
的
な
小
説
を
通
し

て
、
こ
の
自
分
勝
手
な
「
愚
痴
」
か
ら
の
脱
却
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
の

だ
。
そ
し
て
、
こ
の
自
伝
的
な
小
説
を
「
私
小
説
」
と
「
心
境
小
説
」
と
に

分
け
る
要
素
が
「
心
境
」
の
有
無
な
の
で
あ
る
。

真
の
意
味
の
「
私
小
説
」
は
、
同
時
に
「
心
境
小
説
」
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
此
の
心
境
が
加
は
る
事
に
依
っ
て
、
実
に
「
私
小
説
」
は

「
告
白
」
や
「
俄
悔
」
と
微
妙
な
界
線
を
画
し
て
、
芸
術
の
花
冠
を
受

く
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
な
き
「
私
小
説
」
は
、
そ
れ
こ
そ
一
時
文

壇
で
称
呼
さ
れ
た
如
く
、
人
生
の
紙
屑
小
説
、
糠
味
噌
小
説
、
乃
至
は

の
ろ
け

く
だ

単
な
る
惚
気
、
愚
痴
、
管
に
、
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。

（
久
米
正
雄
ヨ
私
」
小
説
と
「
心
境
』
小
説
」
）

（
型
）

（
久
米
正
雄
「
大
正
十
年
文
壇
予
想
」
）

「
心
境
」
の
な
い
「
私
小
説
」
は
「
愚
痴
」
に
過
ぎ
な
い
と
語
る
久
米
正

雄
は
、
自
分
自
身
が
失
恋
の
「
愚
痴
」
を
「
心
境
」
に
よ
っ
て
止
揚
し
え
た

と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
高
見
順
は
、
久
米
が
こ
の
「
心
境
」
論
を
語
る

際
に
、
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
が
近
松
秋
江
の
『
黒
髪
』
で
あ
っ
た
こ
と
を

（
麓
）

指
摘
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
久
米
は
こ
う
し
た
秋
江
の
「
愚
痴
」
の

よ
う
な
「
私
小
説
」
を
、
踏
み
台
に
す
る
こ
と
で
「
心
境
小
説
」
と
い
う
概

念
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
久
米
正
雄
が
「
心
境
小
説
」
論
の
発
表
の
一
カ
月
前
に
早
稲
田

第
一
高
等
学
院
で
行
っ
た
講
演
の
内
容
か
ら
わ
か
る
。
こ
れ
は
論
考

弓
私
」
小
説
と
『
心
境
」
小
説
」
の
基
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
だ
。

（
鋼
）

講
演
会
で
、
久
米
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

心
境
と
は
そ
の
人
の
気
持
の
世
界
で
、
私
は
人
生
を
悟
へ
の
道
を
見
、

従
っ
て
心
境
を
完
成
す
る
の
が
人
生
最
後
の
意
味
あ
る
仕
事
と
考
へ

る
。
で
私
小
説
が
正
し
い
と
云
っ
て
も
、
た
ず
自
分
の
経
験
し
た
行
為

を
書
き
並
べ
て
も
仕
方
な
く
、
そ
の
背
後
に
作
者
の
心
境
が
あ
っ
て
、

そ
の
世
界
か
ら
作
者
の
行
為
や
心
理
を
照
し
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
批
判
、
観
照
の
世
界
が
そ
の
小
説
に
裏
打
ち
さ
れ
て
居
ら
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
私
小
説
の
価
値
は
表
現
方
法
の
巧
拙
よ
り
も
何

よ
り
も
こ
の
作
者
の
自
分
を
眺
め
る
腹
の
据
ゑ
所
の
高
低
に
あ
る
と
見

解
さ
れ
る
。
近
松
秋
江
氏
の
「
黒
髪
」
な
ど
も
此
の
点
に
於
て
私
は
不

満
で
あ
る
。

（
Ａ
Ｂ
Ｃ
「
谷
崎
、
芥
川
、
三
上
、
久
米
四
氏
の
講
演
」
）

一
一
一
一



久
米
の
目
指
す
「
心
境
」
は
、
近
松
秋
江
の
自
分
勝
手
な
「
愚
痴
」
を
脱

し
た
「
悟
り
」
の
「
心
境
」
で
あ
っ
た
。
で
は
、
近
松
秋
江
の
「
黒
髪
』

が
、
そ
の
よ
う
な
「
心
境
」
に
ほ
ど
遠
い
「
愚
痴
」
の
よ
う
な
「
私
小
説
」

な
ら
ば
、
久
米
が
そ
れ
に
対
置
さ
せ
て
い
る
「
悟
り
」
の
「
心
境
」
を
描
い

た
「
心
境
小
説
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
こ
れ
は
、
久
米
が
「
心

境
小
説
」
論
を
発
表
す
る
の
と
同
年
同
月
に
発
表
し
、
「
破
船
」
事
件
後
の

最
後
の
小
説
で
あ
る
「
墓
参
」
の
こ
と
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
小
説
で
は
、
語
り
手
の
「
私
」
が
、
Ｍ
（
松
岡
が
モ
デ
ル
）
の
「
破

（
お
｝

船
』
事
件
を
も
と
に
し
た
小
説
を
読
み
、
「
腹
の
定
ま
っ
た
安
堵
を
覚
へ
」
、

「
こ
ん
な
心
境
に
留
ま
っ
て
ゐ
た
の
か
。
是
で
は
、
憎
む
な
ら
徹
底
的
に
憎

む
、
と
云
ふ
程
の
事
で
な
く
、
相
手
の
行
為
に
対
す
る
認
識
不
足
で
、
た
Ｆ

単
純
に
私
を
や
っ
つ
け
た
い
意
志
の
み
が
先
だ
ち
、
毫
末
も
其
小
さ
い
心
境

か
ら
、
脱
け
出
さ
う
と
云
ふ
努
力
の
な
い
の
を
私
は
は
っ
き
り
と
見
て
取
」

る
。
そ
し
て
結
婚
を
機
に
、
義
絶
さ
れ
て
い
る
Ｎ
家
の
墓
参
り
へ
昼
に
行
く

の
で
あ
る
鯵

こ
れ
ま
で
、
Ｎ
先
生
の
弟
子
た
ち
や
家
族
に
会
う
の
が
恐
ろ
し
く
、
夜
中

に
し
か
Ｎ
先
生
の
墓
参
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
「
私
」
は
、
無

事
、
昼
間
に
墓
参
り
す
る
こ
と
が
で
き
、
「
か
う
し
て
昼
、
会
っ
て
も
差
支

え
な
い
積
り
で
、
お
参
り
に
来
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
心
地
」
を
Ｎ
先
生
の

墓
前
で
報
告
す
る
、
そ
し
て
、
「
さ
う
だ
。
是
で
い
、
の
だ
。
幸
か
不
幸

か
、
誰
に
も
会
は
ず
、
唇
二
人
、
曇
っ
た
空
の
下
で
、
し
ん
み
り
墓
参
り
を

済
ま
し
た
だ
け
で
、
そ
れ
で
い
、
の
だ
。
そ
れ
こ
そ
お
前
の
半
生
を
被
っ
て

ゐ
た
、
あ
の
事
件
の
終
り
に
相
応
は
し
い
の
だ
」
と
、
こ
の
出
来
事
を
『
破

愚
痴
か
ら
心
境
へ

船
」
事
件
の
総
括
と
位
置
づ
け
る
。

久
米
は
、
「
墓
参
」
で
、
「
小
さ
い
心
境
」
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
「
私
小

説
」
的
作
家
と
し
て
Ｍ
を
据
え
、
そ
れ
に
対
し
て
「
私
」
を
腹
の
定
ま
っ
た

「
心
境
小
説
」
の
書
き
手
と
し
て
造
形
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
小
説
は
、
や
は
り
「
私
」
の
「
腹
の
定
ま
っ
た
落
ち
着
い
た
心
境
」

へ
い
た
る
変
化
を
描
く
久
米
に
と
っ
て
の
「
心
境
小
説
」
だ
っ
た
の
だ
。
江

口
漠
は
、
こ
の
久
米
の
「
墓
参
」
の
「
心
境
小
説
」
と
し
て
の
意
図
を
、
明

一
一
妬
）

確
に
説
明
し
て
い
る
。

江
口
が
、
「
善
良
な
人
間
性
で
昇
華
」
し
た
「
心
境
」
に
、
相
反
す
る
思

考
を
「
愚
痴
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
点
を
、
見
逃
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
久
米
の
「
心
境
」
と
「
愚
痴
」
と
を
対
置
さ
せ
る
狙
い
は
、
江
口
の

よ
う
な
評
者
が
そ
の
小
説
を
読
ん
で
右
の
よ
う
に
明
瞭
に
伝
わ
る
ほ
ど
、
確

固
た
る
土
壌
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
経
緯
を
見
る
と
、
久
米
正
雄
は
、
近
松
秋
江
の
重
美
』
に
、

そ
れ
ま
で
久
米
が
書
い
た
こ
の
系
列
の
作
品
で
は
、
失
恋
に
つ
い
て
の

愚
痴
が
あ
ま
り
に
め
ん
め
ん
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
し
ば
し
ば
読

者
の
反
感
を
買
っ
た
ほ
ど
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
「
墓
参
」
で
は
、

そ
の
愚
痴
が
も
は
や
愚
痴
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
愚
痴
と
な
る
べ
き
は

ず
の
痴
情
を
、
久
米
の
善
良
な
人
間
性
で
昇
華
さ
せ
る
こ
と
で
美
し
い

杼
情
に
ま
で
高
め
て
い
る
。

（
江
口
漠
「
久
米
正
雄
論
」
）

一
一
一
一
一



自
身
の
「
破
船
」
事
件
を
扱
っ
た
「
墓
参
」
以
前
の
作
品
を
、
重
ね
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
自
身
の
「
悟
へ
の

道
」
の
完
成
、
つ
ま
り
「
心
境
小
説
」
の
完
成
と
し
て
「
墓
参
」
し
た
の
で

あ
る
。さ

て
、
も
う
一
つ
、
久
米
の
「
心
境
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
久
米

の
造
語
で
あ
り
、
「
墓
参
」
の
中
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
「
微
苦
笑
」
が
あ

げ
ら
れ
る
。
「
微
苦
笑
」
と
は
、
久
米
の
定
義
に
よ
る
と
、
「
三
十
而
立
し
得

た
、
生
活
及
芸
術
上
の
一
種
の
態
度
」
で
あ
り
、
「
静
か
な
る
抱
括
」
ま
た

（
訂
）

は
「
謙
遜
な
る
迎
接
」
で
あ
る
と
い
う
。

前
田
愛
は
、
こ
の
久
米
の
「
微
苦
笑
」
を
、
「
松
岡
に
向
け
ら
れ
た
憎
悪

と
愛
着
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
「
苦
笑
」
と
「
微
笑
」
の
小
サ
イ
ク
ル
に
昇

（
記
）

華
さ
れ
て
」
い
っ
た
も
の
だ
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
言
い
方
を
換
え
れ

ば
、
他
者
（
た
と
え
ば
松
岡
）
の
立
場
に
立
っ
て
相
手
の
心
情
を
推
し
量

り
、
ま
た
自
分
は
そ
れ
を
、
感
情
を
波
立
て
ず
に
迎
え
る
と
い
う
態
度
で
あ

り
、
相
手
の
気
持
ち
を
考
慮
し
な
い
自
分
勝
手
な
「
愚
痴
」
を
昇
華
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
「
私
小
説
」
と
「
心
境
小
説
」
と
を
弁
別

す
る
要
素
で
あ
り
、
久
米
正
雄
に
と
っ
て
は
、
「
客
観
化
」
さ
れ
た
「
私
小

説
」
の
姿
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
久
米
の
「
、
心

境
」
は
、
中
村
光
夫
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
個
の
芸
術
観
と
い
う
よ

（
羽
）

り
、
世
間
智
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
志
賀
直
哉

を
中
心
と
す
る
「
心
境
小
説
」
神
話
が
生
成
さ
れ
て
い
く
契
機
と
な
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
志
賀
直
哉
は
、
「
愚
痴
」
に
対
抗
す
る
た
め
の
文

学
と
し
て
赤
木
が
挙
げ
た
作
家
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の

「
愚
痴
」
を
既
め
て
新
し
い
文
芸
思
潮
を
作
ろ
う
と
す
る
力
が
、
い
か
に
当

時
の
文
学
者
に
地
続
き
に
共
有
さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

こ
う
し
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
赤
木
桁
平
に
は
じ
ま
り
、
岡
栄
一
郎
や
久

米
正
雄
は
、
近
松
秋
江
を
「
愚
痴
」
の
文
学
と
し
て
仮
想
敵
視
す
る
こ
と

で
、
自
分
達
の
人
格
主
義
的
な
文
学
観
を
提
唱
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ

は
作
中
人
物
の
「
愚
痴
」
を
近
松
秋
江
の
「
愚
痴
」
と
見
倣
し
て
し
ま
う
倒

錯
を
犯
す
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
一
連
の
秋

江
へ
の
罵
倒
の
リ
レ
ー
は
、
『
黒
髪
』
の
価
値
如
何
を
決
定
づ
け
る
も
の
で

は
な
い
に
し
ろ
、
「
心
境
小
説
」
と
い
う
「
近
代
文
学
史
」
に
残
る
奇
妙
な

概
念
を
生
成
す
る
ま
で
に
至
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
一
連
の
「
愚

痴
」
批
判
を
系
譜
と
し
て
み
て
い
く
た
め
に
は
、
秋
江
だ
け
で
な
く
、
葛
西

善
蔵
な
ど
の
同
時
代
の
作
家
に
与
え
ら
れ
た
評
言
も
つ
ぶ
さ
に
読
ん
で
い
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
試
み
の
中
で
大
正
期
の
文
芸
思
潮
の
新
た

な
一
面
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

宰
汪（

１
）
宇
野
浩
二
「
近
松
秋
江
論
」
、
「
文
章
世
界
』
、
大
正
八
年
九
月
。

（
２
）
正
宗
白
鳥
「
流
浪
の
人
」
、
昭
和
二
十
六
年
一
月
、
河
出
書
房
。

初
出
は
、
「
近
松
秋
江
」
、
『
文
藝
」
、
昭
和
二
十
五
年
四
月
か
ら
六

［
ロ
四
○

（
３
）
赤
木
桁
平
ヨ
遊
蕩
文
学
』
の
撲
滅
」
、
「
読
売
新
聞
」
、
大
正
五

年
八
月
六
・
八
日
。

（
４
）
山
本
芳
明
「
大
正
六
年
ｌ
文
壇
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
チ
ェ
ン

二

四



ジ
」
、
『
文
学
者
は
つ
く
ら
れ
る
」
、
平
成
十
二
年
十
二
月
、
ひ
つ
じ

書
房
・
初
出
は
、
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
」
、
平
成
七
年
三

月
。

（
５
）
赤
木
桁
平
「
芸
術
上
の
理
想
主
義
」
、
大
正
五
年
十
月
、
洛
陽
堂

書
店
。

（
６
）
赤
木
桁
平
「
近
松
秋
江
氏
の
態
度
を
論
ず
」
、
「
時
事
新
報
」
、
大

正
四
年
八
月
二
十
五
か
ら
二
十
八
日
。

（
７
）
赤
木
桁
平
「
予
の
「
遊
蕩
文
学
撲
滅
論
』
に
対
す
る
緒
家
の
批

評
に
答
ふ
」
、
『
中
央
公
論
』
、
大
正
五
年
十
月
。

（
８
）
谷
沢
永
一
は
、
『
大
正
期
の
文
芸
評
論
」
（
昭
和
三
十
七
年
一

月
、
塙
書
房
）
で
、
赤
木
の
白
樺
派
に
対
す
る
意
見
を
整
理
し
、
赤

木
の
批
評
が
「
大
正
五
年
と
い
う
日
付
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
き
、

『
白
樺
』
が
よ
う
や
く
同
人
雑
誌
と
し
て
第
一
期
の
使
命
を
終
え
、

主
な
構
成
メ
ン
バ
ー
を
一
般
文
壇
へ
送
り
出
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期

に
、
彼
ら
（
白
樺
派
の
作
家
ｌ
引
用
者
注
）
が
お
お
よ
そ
ど
の
よ

う
な
受
け
取
ら
れ
方
を
し
て
い
た
か
、
そ
う
い
う
同
時
代
の
標
準
的

通
念
を
写
し
だ
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。

（
９
）
赤
木
桁
平
「
白
樺
派
の
傾
向
、
特
質
、
使
命
」
、
『
新
潮
」
、
大
正

五
年
十
月
。

（
皿
）
近
松
秋
江
「
遊
蕩
文
学
論
者
を
笑
ふ
」
、
「
新
公
論
」
、
大
正
五
年

十
月
。

（
Ⅱ
）
近
松
秋
江
「
日
光
よ
り
」
、
「
読
売
新
聞
』
、
大
正
五
年
九
月
。

（
ｕ
）
『
黒
髪
』
は
、
大
正
十
三
年
七
月
に
新
潮
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
作

愚
痴
か
ら
心
境
へ

品
で
、
「
黒
髪
」
含
改
造
」
、
大
正
十
一
年
一
月
）
、
「
狂
乱
」
含
改

造
」
、
大
正
十
一
年
四
月
）
、
「
霜
凍
る
宵
」
（
「
新
小
説
」
、
大
正
十
一

年
五
月
）
、
「
霜
凍
る
宵
続
編
」
二
新
小
説
」
、
大
正
十
一
年
七

月
）
を
一
つ
に
ま
と
め
長
編
小
説
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本

論
で
の
軍
髪
」
の
引
用
は
八
木
書
店
版
「
近
松
秋
江
全
集
」
第
四

巻
（
平
成
四
年
十
二
月
）
に
拠
っ
た
。

（
Ｂ
）
岡
栄
一
郎
「
小
説
「
狂
乱
」
私
議
」
、
「
読
売
新
聞
」
、
大
正
十
一

年
三
月
三
十
日
。

（
ｕ
）
近
松
秋
江
「
狂
乱
」
楽
屋
話
」
、
「
読
売
新
聞
』
、
大
正
十
一
年

四
月
一
・
二
・
四
日
。

（
旧
）
高
見
順
、
寺
田
透
、
勝
本
清
一
郎
、
猪
野
謙
二
の
「
座
談
会

佐
藤
春
夫
・
久
保
田
万
太
郎
・
室
生
犀
星
・
宇
野
浩
二
な
ど
」
含
座

談
会
大
正
文
学
史
一
、
昭
和
四
十
年
四
月
、
岩
波
書
店
）
の
な
か
で

勝
本
清
一
郎
は
、
秋
江
に
つ
い
て
「
始
終
現
実
生
活
の
愚
痴
が
出
て

く
る
ん
だ
ｃ
愚
痴
の
ワ
ク
の
中
に
い
て
も
そ
の
常
識
性
が
ど
っ
か

で
、
突
破
で
き
な
い
と
：
：
：
」
と
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
小
島
信
夫
は
、
「
私
の
作
家
評
伝
・
近
松
秋
江
ｌ
同
じ

川
岸
」
（
「
潮
」
、
昭
和
四
十
八
年
八
月
）
で
、
「
秋
江
の
フ
ァ
ン
達
は

こ
の
作
者
が
あ
い
か
わ
ら
ず
放
浪
生
活
を
し
、
ウ
カ
ッ
な
恋
愛
を

し
、
愚
痴
を
い
い
、
愚
弄
さ
れ
な
が
ら
「
黒
髪
』
の
よ
う
な
作
品
を

書
い
て
貰
い
た
い
よ
う
な
も
の
だ
、
と
批
評
を
し
た
も
の
だ
」
と
語

り
、
「
秋
江
の
女
た
ち
は
グ
チ
を
い
わ
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
『
別
れ
た
妻
』
の
女
も
、
『
黒
髪
」
の
女
も
、
「
舞
鶴
心
中
」

一

一
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の
女
も
グ
チ
る
」
と
、
秋
江
作
品
の
女
性
の
愚
痴
に
着
目
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
彼
女
た
ち
は
、
「
彼
が
世
話
物
ふ
う
に
グ
チ
る
と
、

高
飛
車
に
別
種
の
グ
チ
、
彼
が
驚
く
よ
う
な
グ
チ
を
つ
き
つ
け
て
く

る
」
と
し
た
。

（
略
）
遠
藤
秀
雄
「
近
松
秋
江
「
黒
髪
」
論
」
、
「
日
本
文
学
研
究
」
、
昭

和
五
十
七
年
一
月
。

（
Ⅳ
）
大
岡
昇
平
「
秋
江
」
、
「
日
本
現
代
文
学
全
集
妬
近
松
秋
江
・

葛
西
善
蔵
集
」
月
報
、
昭
和
四
十
年
十
月
、
講
談
社
。
な
お
引
用

は
、
「
大
岡
昇
平
全
集
田
」
（
平
成
七
年
三
月
、
筑
摩
書
房
）
よ
り
。

（
肥
）
久
米
正
雄
ヨ
私
」
小
説
と
「
心
境
」
小
説
」
、
「
文
芸
講
座
」
、

大
正
十
五
年
一
・
五
月
。

（
旧
）
中
村
武
羅
夫
「
本
格
小
説
と
心
境
小
説
と
」
、
一
新
小
説
」
、
大
正

十
三
年
一
月
。

（
別
）
生
田
長
江
「
日
常
生
活
を
偏
重
す
る
悪
傾
向
ｌ
を
論
じ
て
随

筆
、
心
境
小
説
等
の
諸
問
題
に
及
ぶ
ｌ
」
、
「
新
潮
」
、
大
正
十
三

年
七
月
。

（
皿
）
「
破
船
」
事
件
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
小
谷
野
敦
「
恋
愛
の
昭
和

史
」
（
文
春
文
庫
、
平
成
二
十
年
、
文
藝
春
秋
社
）
に
詳
し
い
。
ま

た
、
久
米
正
雄
『
破
船
」
（
「
主
婦
の
友
」
、
大
正
十
一
年
一
月
か
ら

十
二
月
）
や
、
菊
池
寛
「
友
と
友
の
間
」
（
昭
和
二
十
三
年
一
月
、

東
方
社
）
に
も
詳
し
く
そ
の
経
緯
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
躯
）
久
米
正
雄
「
大
正
十
年
文
壇
予
想
」
、
『
新
潮
」
、
大
正
十
年
一

［
ロ
ｕ
○

※
本
稿
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
六
日
に
行
わ
れ
た
第
五
十
四
回
立
命

館
大
学
日
本
文
学
会
大
会
で
の
発
表
内
容
を
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た

も
の
で
あ
る
。
引
用
は
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
、
適
宜
ル
ビ
を
ふ

っ
た
ｃ

（
や
ぐ
ち
．
こ
う
だ
い
本
学
博
士
前
期
課
程
）

（
羽
）
高
見
順
「
純
文
学
攻
撃
へ
の
抗
議
」
、
「
群
像
」
、
昭
和
三
十
七
年

一
月
｛
。

（
型
）
Ａ
Ｂ
Ｃ
「
谷
崎
、
芥
川
、
三
上
、
久
米
四
氏
の
講
演
」
、
「
文
章

倶
楽
部
」
、
大
正
十
三
年
十
一
月
。

（
妬
）
久
米
正
雄
は
、
前
出
ヨ
私
」
小
説
と
「
心
境
」
小
説
」
で
、

「
心
境
と
は
、
是
を
最
も
俗
に
解
り
易
く
云
へ
ぱ
、
一
個
の
「
腰
の

据
わ
り
」
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
早
稲
田
第
一
高
等
学

校
の
講
演
会
で
は
、
「
心
境
」
を
「
腹
の
据
ゑ
所
」
（
前
出
「
谷
崎
、

芥
川
、
三
上
、
久
米
四
氏
の
講
演
」
）
と
し
て
い
た
。

（
恥
）
江
口
漠
「
久
米
正
雄
論
」
、
「
現
代
日
本
文
学
全
集
妬
里
見
弾

久
米
正
雄
集
」
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
、
筑
摩
書
房
。

（
訂
）
久
米
正
雄
『
微
苦
笑
芸
術
（
感
想
小
品
叢
書
こ
、
大
正
十
三
年

二
月
、
新
潮
社
。

（
肥
）
前
田
愛
「
久
米
正
雄
の
位
置
」
、
「
成
躁
国
文
」
、
昭
和
四
十
四
年

三
月
。

（
羽
）
中
村
光
夫
「
風
俗
小
説
論
」
、
昭
和
二
十
六
年
三
月
、
河
出
書

房
。
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