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八
七

一
　
愛
な
き
結
婚
の
憂
鬱

広
津
和
郎
の
「
や
も
り
」
は
大
正
八
年
一
月
「
新
潮
」
に
発
表
さ
れ
た
私
小
説
で

あ
る
。
大
正
四
年
一
月
に
下
宿
永
田
館
の
娘
神
山
ふ
く
と
ふ
と
し
た
過
ち
で
関
係
を

持
っ
た
広
津
自
身
の
身
辺
を
素
材
に
し
た
作
品
で
あ
る
。
子
ど
も
ま
で
産
ま
せ
た
女

性
と
結
婚
し
よ
う
か
別
れ
よ
う
か
と
苦
悩
し
な
が
ら
も
、
自
ら
結
論
を
見
出
せ
ず
、

大
正
五
年
八
月
師
崎
に
保
養
中
の
父
を
尋
ね
今
後
の
こ
と
を
相
談
し
よ
う
と
決
意
す

る
ま
で
の
一
年
半
余
り
の
私
生
活
が
「
私
」
の
回
想
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

私
は
そ
の
頃
苛
立
っ
て
い
た
と
述
べ
た
が
、
そ
の
苛
立
ち
の
原
因
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
正
月
頃
か
ら
宿
の
娘
で
あ
る
年
上
の
女
と
の
関
係
が

始
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
愛
情
か
ら
そ
う
い
う
こ
と

に
な
っ
た
の
な
ら
、
苛
立
ち
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
凡
そ
愛
情
と
い
う

も
の
と
は
程
遠
い
一
種
の
衝
動
的
な
も
の
で
、
烈
し
い
後
悔
が
直
ぐ
後
を
追
っ

か
け
て
来
た
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
た
。（『
年
月
の
あ
し
お
と
』「
群
像
」
・
昭
和
三

十
六
年
一
月
〜
）

広
津
が
毎
夕
新
聞
社
の
営
業
局
長
と
衝
突
し
社
を
退
職
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

も
、
も
と
も
と
退
屈
で
忙
し
い
ば
か
り
の
仕
事
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
た
の
が
原
因
だ

が
、
契
機
と
な
っ
た
の
は
こ
の
ふ
く
と
の
関
係
に
よ
る
苛
立
ち
で
あ
っ
た
。
外
で
は

面
白
く
も
な
い
仕
事
が
待
っ
て
お
り
、
内
で
は
「
牢
獄
の
監
房
」
の
よ
う
な
下
宿
部

屋
で
悶
々
と
す
る
日
々
が
待
っ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
内
憂
外
患
の
人
で
あ
っ
た
。
広

津
の
自
筆
年
譜
（『
現
代
日
本
文
学
全
集
四
八
』
改
造
社
・
昭
和
四
年
十
一
月
）
で
も
、

大
正
四
年
は
「
愉
快
な
ら
ざ
る
結
婚
生
活
」
の
「
最
も
心
暗
き
時
代
」
と
回
想
さ
れ

て
い
る
が
、
さ
ら
に
最
悪
な
こ
と
に
は
大
正
四
年
十
二
月
に
長
男
が
誕
生
す
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
「
衝
動
的
」
と
は
い
え
、
二
・
三
ヶ
月
も
肉
体
関
係
を
持
ち
続
け
れ

ば
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
。

一
方
に
傾
け
ば
無
責
任
に
な
り
、
一
方
に
傾
け
ば
又
自
滅
と
な
る
。
―
―
人

間
の
こ
の
感
情
は
不
思
議
な
作
用
を
我
々
の
生
活
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と

思
う
。（「
自
由
と
責
任
に
つ
い
て
の
考
察
」「
新
潮
」
・
大
正
七
年
七
月
）

は
じ
め
の
「
一
方
」
に
女
と
別
れ
る
を
、
後
の
「
一
方
」
に
結
婚
を
代
入
し
て
み

る
と
広
津
の
置
か
れ
た
状
況
が
よ
く
見
え
る
。「
無
責
任
」
な
こ
と
は
し
た
く
な
い

し
、「
自
滅
」
も
嫌
だ
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。「
や

も
り
」
の
「
私
」
も
、
本
心
は
「
彼
女
と
別
れ
た
い
と
い
う
一
念
」
で
あ
り
な
が
ら
、

罪
を
犯
し
た
と
い
う
意
識
か
ら
別
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
別
れ
る
と
「
二
人

の
間
に
一
生
不
快
な
記
憶
が
残
る
」
と
思
い
込
み
、
卑
怯
な
こ
と
は
す
る
ま
い
と

「
意
地
」
を
張
る
。
さ
ら
に
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
「
父
」
の
最
後
の
場
面
と
類
似
し
た

夢
を
見
て
、
妻
子
を
捨
て
た
時
の
良
心
の
呵
責
や
老
後
の
侘
し
さ
、
一
人
息
子
を
失
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う
こ
と
へ
の
恐
れ
な
ど
が
頭
を
駆
け
め
ぐ
り
、「
暗
い
圧
迫
」
に
お
し
つ
ぶ
さ
れ
そ

う
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
今
か
ら
改
め
て
彼
女
を
愛
そ
う
と
心
掛
け
」

よ
う
し
た
り
、「
意
志
だ
！
意
志
の
力
だ
！
」
と
自
己
を
鼓
舞
し
よ
う
と
す
る
。
し

か
し
、「
心
掛
け
」
や
「
意
志
」
か
ら
愛
が
生
ま
れ
て
く
る
は
ず
も
な
く
、「
私
」
は

「
不
決
断
の
憂
鬱
な
日
」
々
を
送
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
女
と
の
「
夫
婦
生
活
」

を
ず
る
ず
る
と
送
る
。

男
女
の
結
び
つ
き
を
翻
訳
語
の
「
愛
」
で
考
え
る
習
慣
が
日
本
の
知
識
階
級

の
間
に
出
来
て
か
ら
、
い
か
に
多
く
の
女
性
が
、
そ
の
た
め
に
絶
望
を
感
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
？
（
伊
藤
整
「
近
代
日
本
に
お
け
る
『
愛
』
の
虚

偽
」「
思
想
」
・
昭
和
三
十
三
年
七
月
）

伊
藤
整
は
、「
愛
」
と
い
う
言
葉
は
単
な
る
「
翻
訳
語
」
で
あ
り
、
日
本
で
は
そ

の
実
質
を
持
た
ず
、「
信
仰
に
よ
る
祈
り
、
懺
悔
な
ど
が
な
い
時
に
、
夫
婦
の
関
係

を
『
愛
』
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
に
は
、
大
き
な
、
根
本
的
な
虚
偽
が
実
在

し
て
い
る
」
と
断
罪
す
る
。「
愛
」
の
短
絡
的
な
輸
入
に
よ
っ
て
、
男
も
女
も
こ
の

「
怖
ろ
し
い
言
葉
」
に
振
り
回
さ
れ
裏
切
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
や
も
り
」
の
主
人
公
も
結
婚
に
は
純
粋
な
「
愛
」
が
必
要
で
あ
る
と
思
い

込
ん
で
い
る
知
識
人
の
一
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
愛
情
か
ら
持
っ
た
肉
体
関
係

な
ら
「
苛
立
ち
」
は
生
起
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
錯
覚
す
る
。
し
か
し
、
肉
体
関

係
は
い
つ
も
「
衝
動
的
」
な
も
の
で
あ
り
、
祭
り
の
後
の
寂
し
さ
は
愛
の
有
無
な
く

訪
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
長
年
の
夫
婦
生
活
の
中
で
互
い
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
間
欠

泉
の
よ
う
に
噴
き
出
す
た
び
に
苛
立
ち
は
生
ま
れ
て
く
る
。「
や
も
り
」
の
「
私
」

は
、
結
婚
に
は
愛
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
強
迫
観
念
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

女
は
、
愛
な
ど
求
め
ず
、
肉
体
で
結
ば
れ
た
そ
の
結
果
だ
け
に
縋
り
つ
き
、
子
ど
も

の
「
父
親
」
だ
け
を
求
め
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
人
は
も
う
事
実
上
「
夫
婦
生
活
」

に
入
り
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
や
も
り
」
の
結
婚
生
活
の
悲
劇
が
あ
っ

た
。

「
兎
に
角
、
卑
怯
な
事
は
決
し
て
し
た
く
な
い
。
中
間
に
人
を
入
れ
て
、
そ

れ
で
以
て
世
間
並
の
解
決
を
つ
け
て
し
ま
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
方
法
は
取
り
た

く
な
い
。」（「
や
も
り
」）

こ
の
発
言
は
「
純
粋
な
意
味
で
の
道
徳
的
の
責
任
感
」
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
、

自
分
自
身
に
張
っ
た
「
意
地
」
だ
と
い
う
。
な
ん
で
あ
れ
、「
世
間
並
の
解
決
」
を

拒
否
す
る
、
こ
の
知
識
人
と
し
て
の
倫
理
感
が
、
先
の
「
愛
」
の
観
念
と
と
も
に
、

「
私
」
を
さ
ら
に
苦
し
め
る
。
卑
怯
な
ま
ね
は
で
き
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
自
力
で

関
係
を
解
消
す
る
勇
気
も
出
な
い
「
私
」
は
、
た
だ
い
た
ず
ら
に
時
を
重
ね
て
し
ま

う
。
そ
し
て
「
あ
あ
、
い
つ
か
時
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
！
」
と
嘆
く
し
か
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

広
津
は
他
の
愛
情
問
題
と
同
じ
よ
う
に
す
べ
て
を
時
の
流
れ
に
ま
か
せ
、
自

分
の
血
を
流
す
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。（
間
宮
茂
輔
『
広
津
和

郎
　
こ
の
人
と
の
五
十
年
』
理
論
社
・
一
九
六
九
年
一
二
月
）

あ
る
男
か
ら
一
白
水
星
の
卯
の
男
は
「
浮
気
者
の
人
情
家
」
で
、
自
分
で
苦
労
の

種
を
蒔
い
て
は
自
分
で
自
分
を
苦
し
め
る
と
言
わ
れ
た
「
私
」
は
、
自
分
の
星
ま
わ

り
を
噛
み
し
め
る
。
確
か
に
「
浮
気
者
の
人
情
家
」
ほ
ど
質
の
悪
い
も
の
は
な
い
。

「
浮
気
者
の
薄
情
家
」
な
ら
男
も
苦
し
ま
な
い
し
、
女
も
あ
き
ら
め
が
つ
く
。
優
し

さ
や
人
情
は
、
時
と
し
て
人
を
ひ
ど
く
傷
つ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
人
情
」
が
女

に
対
す
る
憐
れ
み
と
な
り
、
憐
れ
み
か
ら
夫
婦
生
活
を
始
め
れ
ば
い
い
の
だ
が
、
知

識
人
で
あ
る
「
私
」
の
頭
の
中
で
は
、
そ
こ
に
「
愛
」
や
「
倫
理
」
が
持
ち
こ
ま
れ
、
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「
憐
む
と
い
う
事
が
直
ち
に
愛
に
な
っ
た
ら
」
と
、
ま
た
不
毛
な
「
愛
」
に
立
ち
戻

っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
れ
も
束
の
間
の
幻
想
に
過
ぎ
ず
、「
私
」
は
ま
た
現
実

の
暗
い
壁
に
突
き
当
た
り
、
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
う
。「
愛
」「
倫
理
」「
人
情
」
と

い
っ
た
、
い
わ
ば
知
識
人
の
三
点
セ
ッ
ト
が
「
私
」
と
女
を
泥
沼
へ
と
追
い
こ
ん
で

い
っ
た
と
い
え
る
。

神
山
ふ
く
と
の
関
係
を
「
一
種
の
衝
動
的
な
も
の
」
と
言
い
つ
つ
、
そ
の
後
も

「
夫
婦
生
活
」
を
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
結
局
は
知
識
人
の
弱
さ
の
な

せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
浮
気
者
の
人
情
家
」
広
津
は
、
こ
の
ふ
く
と
の
関
係
の
後

も
、
両
手
に
火
傷
を
負
っ
た
女
給
Ｍ
子
や
画
家
に
レ
イ
プ
さ
れ
た
と
い
う
松
沢
は
ま

な
ど
複
雑
で
悲
し
げ
な
境
遇
を
持
っ
た
女
性
た
ち
に
「
人
情
」
を
発
動
し
、「
衝
動

的
」
に
関
係
し
て
は
切
る
こ
と
も
で
き
ず
苦
悩
し
続
け
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

二
　
長
男
溺
愛
と
喪
失
の
恐
怖

こ
の
「
愉
快
な
ら
ざ
る
結
婚
生
活
」
を
解
消
で
き
な
か
っ
た
大
き
な
要
因
は
、
長

男
の
出
産
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
が
「
日
に
月
に
成
長
し
て
行
く
」
の
を
見
る
に
つ
け
、

父
親
と
し
て
の
本
能
が
成
長
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
な
ら
「
で
き
ち
ゃ
っ
た

婚
」
と
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、「
私
」
に
は
女
に
対
す
る
「
愛
」
が
な
く
、
単
な
る

「
浮
気
」
で
「
僅
か
二
、
三
ヵ
月
」（『
年
月
の
あ
し
お
と
』）
の
肉
体
関
係
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
認
識
で
あ
る
か
ら
「
結
婚
」
は
で
き
な
い
。
か
と
い
っ
て
子
ど
も
、
し
か
も

長
男
を
手
放
し
た
く
は
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
。

併
し
、
自
分
に
果
し
て
子
供
が
手
放
せ
る
だ
ろ
う
か
？
…
…
若
し
今
は
一
種

の
興
奮
か
ら
そ
う
す
る
事
が
出
来
た
と
し
て
も
、
い
つ
か
は
、
そ
れ
が
苦
し
い

記
憶
と
な
っ
て
、
私
の
心
を
絞
め
つ
け
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
？
（
中
略
）
い

つ
か
の
晩
に
見
た
夢
が
、
彼
女
と
成
長
し
た
進
一
と
が
公
園
で
あ
そ
ん
で
い
る

あ
の
夢
が
、
私
の
心
の
底
を
掻
き
乱
し
て
来
る
。（「
や
も
り
」）

こ
の
「
私
」
の
夢
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
の
が
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
短
編

小
説
「
父
」
で
あ
る
。
文
部
省
に
勤
め
る
下
級
官
吏
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
テ
シ
エ
は
、

通
勤
の
乗
合
馬
車
で
若
い
娘
ル
イ
ズ
と
知
り
合
い
恋
に
落
ち
る
。
二
人
は
初
デ
ー
ト

の
時
に
結
ば
れ
る
が
、
ル
イ
ズ
は
罪
の
意
識
に
慓
く
。
一
旦
は
女
を
あ
き
ら
め
か
け

た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
女
は
彼
の
所
に
身
を
寄
せ
た
。
そ
し
て
三
ヶ
月
の
肉
体
関
係

を
持
っ
た
結
果
は
妊
娠
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
時
男
は
女
に
飽
き
か
け
て
き
た

時
分
で
、
別
れ
る
こ
と
し
か
頭
に
な
か
っ
た
。
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
困
り
は
て

た
男
は
、
最
後
の
手
段
と
し
て
こ
っ
そ
り
引
越
し
て
行
方
を
く
ら
ま
せ
て
し
ま
う
。

幾
年
か
の
後
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
は
年
を
と
り
相
変
わ
ら
ず
単
調
で
憂
鬱
な
官
吏
生
活
を

送
っ
て
い
た
。

あ
る
日
曜
日
の
こ
と
、
た
ま
た
ま
、
そ
の
日
、
彼
は
別
の
通
り
を
歩
い
て
い

た
の
で
、
モ
ン
ソ
ー
公
園
に
は
い
っ
て
み
た
。
晴
れ
た
夏
の
朝
だ
っ
た
。（
中

略
）
と
こ
ろ
が
、
と
つ
ぜ
ん
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
テ
シ
エ
は
ぞ
く
っ
と
し
た
。
一

人
の
婦
人
が
、
二
人
の
子
供
の
手
を
ひ
い
て
、
通
り
す
ぎ
て
ゆ
く
の
だ
。
十
ば

か
り
の
男
の
子
と
、
四
つ
の
女
の
子
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
女
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
中
略
）

彼
は
人
の
情
愛
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
年
老
い
た
独
身
者
と
し
て
、
み
じ
め

な
孤
独
の
な
か
で
、
身
も
世
も
あ
ら
ず
煩
悶
し
つ
づ
け
た
。
後
悔
や
、
羨
望
や
、

嫉
妬
や
、
ま
た
自
然
が
人
間
の
胎
内
に
入
れ
た
あ
の
幼
い
者
を
愛
そ
う
と
す
る

欲
望
か
ら
な
る
父
親
と
し
て
の
愛
の
ゆ
え
に
、
身
も
ち
ぎ
れ
る
思
い
で
、
は
げ

し
い
呵
責
に
、
苦
し
み
悩
み
つ
づ
け
た
。（
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
「
父
親
」
新
潮
文
庫
・

青
柳
瑞
穂
訳
）
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「
や
も
り
」
の
夢
は
、「
彼
女
を
捨
て
て
何
処
か
に
逃
げ
出
し
て
か
ら
幾
年
か
経

っ
て
、
公
園
で
彼
女
と
進
一
と
が
遊
ん
で
い
る
姿
を
見
か
け
て
、
後
悔
と
進
一
に
対

す
る
愛
と
に
堪
え
か
ね
て
、
そ
の
側
に
駆
け
寄
ろ
う
と
す
る
刹
那
眼
が
覚
め
た
」
と

記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
「
父
」
の
要
約
で
あ
る
。

さ
す
が
に
作
者
も
「
眼
が
覚
め
て
か
ら
、
何
だ
か
そ
れ
と
同
じ
話
を
前
に
も
一
度
聞

い
た
事
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
考
え
て
見
る
と
、
そ
れ
は
嘗
て
読
ん
だ
モ
オ
パ

ッ
サ
ン
の
『
父
』
の
最
後
の
場
面
で
あ
っ
た
。」
と
補
足
説
明
を
加
え
て
い
る
。
い

わ
ば
こ
れ
は
夢
の
種
明
か
し
で
あ
り
、
そ
の
「
種
」
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
出
来
事
を

重
層
化
さ
せ
る
働
き
を
負
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
や
も
り
」
の
夢
と
「
父
」
の
類
似
。
た
と
え
ば
三
ヵ
月
の
肉
体
関
係
、
し
か
も

単
に
女
の
肉
体
だ
け
が
目
的
で
愛
の
な
い
生
活
。
女
の
妊
娠
と
男
女
二
人
の
子
ど
も
。

（「
父
」
の
場
合
、
女
の
子
は
自
分
の
子
で
は
な
い
が
、
広
津
に
は
大
正
七
年
に
長
女
桃
子
が

誕
生
し
て
い
る
。）
そ
し
て
、
も
し
「
私
」
が
女
と
子
ど
も
を
捨
て
た
な
ら
ば
一
体
ど

う
な
る
の
か
。
そ
の
「
私
」
の
女
と
別
れ
た
後
の
悲
痛
な
心
境
を
代
弁
し
て
く
れ
て

い
る
の
が
、「
父
」
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
父
」
と
い
う
短
編
小

説
の
結
末
こ
そ
、
女
・
子
ど
も
を
捨
て
た
時
の
「
私
」
の
未
来
予
想
図
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
広
津
が
実
際
に
こ
の
よ
う
な
夢
を
見
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
詮
索

は
ま
っ
た
く
無
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
夢
そ
の
も
の
が
、
眼
が
覚
め
て
記
さ
れ
た
時

点
で
一
つ
の
「
創
作
」
で
あ
る
か
ら
だ
。
だ
か
ら
、
こ
の
夢
は
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の

「
父
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
い
。「
父
」
を
読
ん
だ
こ
と
の

あ
る
読
者
な
ら
、
こ
こ
で
「
私
」
を
フ
ラ
ン
ソ
ワ
に
投
影
し
て
、
ま
さ
し
く
「
私
」

の
心
情
を
重
層
的
に
と
ら
え
た
で
あ
ろ
う
し
、
読
ん
で
い
な
い
も
の
で
も
、
要
約
だ

け
で
「
私
」
の
苦
悩
は
推
し
測
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、「
や
も
り
」
で
の
夢
の
働
き
は
、「
私
」
の
い
ま
置
か
れ
て
い
る
境
遇
の

象
徴
化
で
あ
り
、
作
家
個
人
の
身
辺
雑
事
の
小
説
化
の
一
つ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ

た
。
こ
の
他
に
も
、
あ
る
夜
、
白
衣
を
着
た
老
人
が
枕
許
に
現
わ
れ
、「
早
く
此
家

を
立
退
け
」
と
叫
ぶ
「
不
思
議
な
夢
」
の
話
が
あ
る
。
そ
の
夢
を
見
た
「
私
」
は

「
心
に
た
だ
な
ら
ぬ
慴
え
」
を
感
じ
る
。
そ
し
て
そ
の
夢
の
お
告
げ
ど
お
り
に
な
っ

た
時
、「
私
」
は
長
男
「
進
一
の
宿
命
」
を
心
暗
く
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
夢
も
出

来
す
ぎ
と
い
う
よ
り
は
、
明
ら
か
に
自
己
の
行
為
の
正
当
化
の
た
め
の
跡
づ
け
で
あ

ろ
う
。
そ
の
正
否
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
も
夢
は
、
子
ど
も
と
「
私
」
の
宿
命
を
暗

示
さ
せ
、
そ
れ
を
色
濃
く
印
象
づ
け
る
働
き
を
し
て
い
る
。

僕
は
と
う
と
う
結
婚
す
る
事
に
決
心
し
た
。

―
最
大
原
因
は
、
云
う
ま
で

も
な
く
、
進
一
が
可
愛
い
か
っ
た
か
ら
だ
。
自
分
が
ど
う
し
て
も
、
進
一
を
手

放
し
た
く
な
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
自
分
が
進
一
を
愛
し
て
い
る
、
そ
れ
が
た

め
に
進
一
を
手
放
せ
な
い
。（「
波
の
上
」「
文
章
世
界
」
・
大
正
八
年
四
月
）

こ
の
長
男
進
一
に
対
す
る
「
私
」
の
愛
に
は
人
並
み
外
れ
た
も
の
が
あ
る
。

広
津
が
実
際
に
ふ
く
と
の
婚
姻
届
を
出
し
た
の
は
、
大
正
七
年
一
月
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
内
縁
の
夫
婦
生
活
が
終
わ
り
、
社
会
契
約
上
の
夫
婦

と
な
っ
た
。「
や
も
り
」
で
も
女
に
別
れ
を
切
り
出
し
、「
進
一
は
や
っ
ぱ
り
俺
に
呉

れ
」
と
迫
っ
た
が
、「
あ
た
し
ど
ん
な
事
が
あ
っ
た
っ
て
、
進
一
を
放
し
は
し
な
く

っ
て
よ
」
と
応
酬
さ
れ
た
「
私
」
に
は
、
も
は
や
結
婚
す
る
道
し
か
な
か
っ
た
。
女

と
の
結
婚
生
活
に
は
何
の
喜
び
も
見
出
せ
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
テ
シ
エ
の
よ
う

に
最
愛
の
息
子
は
失
い
た
く
な
い
と
い
う
中
で
の
苦
渋
の
決
断
で
あ
っ
た
。

間
宮
茂
輔
は
、
広
津
の
長
男
溺
愛
ぶ
り
を
、「
頭
が
よ
く
て
敏
感
な
賢
樹
（
小
説
で

は
進
一
）
に
対
す
る
愛
は
な
み
な
み
で
な
い
も
の
が
あ
っ
た
」（
前
述
書
）
と
回
想
し

て
い
る
。
ま
た
間
宮
の
家
に
遊
び
に
来
た
賢
樹
を
わ
ざ
わ
ざ
迎
え
に
来
た
広
津
の
眼

に
は
「
い
と
お
し
さ
が
あ
ふ
れ
、
賢
樹
、
賢
樹
と
そ
の
名
」
を
呼
び
続
け
る
ほ
ど
で

あ
っ
た
と
い
う
。
実
は
、
こ
の
広
津
和
郎
・
賢
樹
の
父
子
関
係
は
、
そ
の
ま
ま
和
郎

と
父
柳
浪
と
の
関
係
と
相
似
を
な
し
て
い
る
。
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明
治
と
い
う
時
代
の
一
つ
の
特
徴
は
父
子
の
対
立
、
父
子
の
相
克
に
在
っ
た

と
い
え
る
よ
う
に
お
も
う
が
、
広
津
父
子
の
ば
あ
い
は
、
悪
く
い
う
と
《
惚
れ

合
っ
た
》
よ
う
な
愛
情
で
か
た
く
結
ば
れ
て
い
た
。
広
津
は
「
父
さ
ん
は
、
父

さ
ん
が
」
と
い
い
、
父
・
柳
浪
は
「
和
が
、
和
は
、
和
に
」
と
い
う
。（
間
宮

茂
輔
・
前
述
書
）

江
口
渙
も
『
わ
が
文
学
半
生
記
』（『
青
木
文
庫
・
一
九
五
三
年
七
月
）
で
広
津
父
子

の
関
係
を
「
不
思
議
な
も
の
に
思
わ
れ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
。
柳
浪
・
和
郎
・
賢

樹
と
続
く
父
子
愛
は
、
小
説
「
や
も
り
」
で
も
次
の
場
面
に
象
徴
的
に
描
写
さ
れ
て

い
る
。

進
一
が
「
七
月
の
投
げ
坐
り
を
し
始
め
た
頃
」、「
私
」
の
下
宿
の
部
屋
の
向
い
の

物
干
場
に
進
一
の
お
し
め
が
干
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
お
し
め
が
ひ
ら
ひ
ら
す
る
度
に
、

「
お
前
が
父
な
の
だ
ぞ
。
俺
達
は
お
前
の
子
供
の
た
め
に
役
を
つ
と
め
て
い
る
の
だ

ぞ
！
」
と
叫
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。
し
か
し
、
何
と
そ
の
お
し
め
は
、
か
つ
て

両
親
に
買
っ
て
も
ら
っ
た
裕
衣
で
、
鎌
倉
の
海
に
そ
れ
を
着
て
行
き
「
浜
で
会
う
総

て
の
少
女
に
な
つ
か
し
さ
」
を
覚
え
た
、「
私
」
の
青
春
の
想
い
出
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
「
私
」
に
無
断
で
解
か
れ
、
お
し
め
に
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
女
の
行
為
は
、「
私
」
の
明
る
く
美
し
か
っ
た
過
去
の
想
い
出
の

解
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
現
在
の
夫
婦
生
活
へ
の
絶
望
を
象
徴
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
お
し
め
は
ま
た
父
・
私
・
子
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
す
も
の
で
も

あ
る
。「
私
」
は
こ
れ
に
よ
っ
て
眼
前
に
出
現
さ
せ
ら
れ
た
家
庭
生
活
を
嫌
が
応
で

も
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
裕
衣
は
両
親
と
「
私
」
の
家
庭
を
表
わ
し
、
お

し
め
は
「
私
」
と
子
ど
も
の
家
庭
を
象
徴
す
る
。
こ
の
二
つ
の
家
庭
を
つ
な
ぐ
も
の

が
、
こ
の
お
し
め
で
あ
っ
た
。

子
ど
も
の
お
し
め
に
よ
っ
て
、
父
親
・
家
庭
と
い
う
も
の
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
、
父

親
と
し
て
の
本
能
に
目
覚
め
て
き
た
「
私
」
に
は
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
「
父
」
の
よ

う
に
子
ど
も
を
喪
失
す
る
こ
と
を
極
端
に
恐
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
　
現
実
逃
避

―
夜
歩
き
と
海
と
父

気
弱
な
る
斥
候
の
ご
と
く

お
そ
れ
つ
つ

深
夜
の
街
を
一
人
散
歩
す
（
石
川

木
『
一
握
の
砂
』
明
治
四
十
三
年
十
二
月
）

長
男
進
一
に
対
し
て
は
愛
を
感
じ
な
が
ら
も
、
着
物
を
ぐ
ず
ぐ
ず
に
着
て
身
だ
し

な
み
も
し
な
い
女
に
は
、
相
変
わ
ら
ず
「
嫌
悪
の
情
」
し
か
持
て
な
か
っ
た
。
そ
の

「
私
」
の
部
屋
の
隣
に
は
、
三
十
二
三
歳
の
歯
科
医
学
校
志
望
の
浪
人
生
が
い
つ
も

大
声
を
は
り
上
げ
て
本
を
読
ん
で
い
る
。
ま
た
母
屋
に
は
「
始
終
私
の
一
挙
一
動
を

睨
ん
で
い
る
よ
う
な
眼
付
」
き
を
し
た
彼
女
の
母
親
が
い
る
。
そ
し
て
、
自
分
の
愛

す
る
子
ど
も
が
、
ま
る
で
「
敵
国
の
手
」
に
と
ら
え
ら
れ
て
ち
や
ほ
や
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
「
淋
し
い
腹
立
た
し
さ
と
苛
立
」
と
に
悩
ま
さ
れ
、「
私
」
は
「
気
弱
な
る

斥
候
の
ご
と
く
」、
敵
地
を
忍
ん
で
通
過
す
る
よ
う
な
「
警
戒
の
気
分
」
で
家
を
出

る
。
そ
し
て
東
京
の
町
を
当
て
も
な
く
ほ
っ
つ
き
歩
く
の
で
あ
る
。

夜
一
人
で
又
朝
重
を
聴
き
に
行
く
。
女
の
義
太
夫
を
聴
い
て
い
る
と
総
て
イ

ヤ
な
気
分
が
洗
わ
れ
る
よ
う
な
気
持
が
す
る
。
翌
日
の
午
后
ま
で
は
此
気
持
が

も
っ
て
い
る
。（
志
賀
直
哉
日
記
・
明
治
四
十
五
年
三
月
三
十
一
日
）

敵
国
か
ら
無
事
逃
れ
出
た
「
私
」
は
、
四
五
人
の
友
人
の
家
を
順
に
尋
ね
た
り
、

暗
く
な
る
ま
で
た
だ
当
て
も
な
く
東
京
の
町
を
さ
ま
よ
い
歩
き
、
銀
座
通
を
何
度
も

往
復
す
る
。
そ
れ
は
居
場
所
の
な
い
淋
し
さ
を
、
群
集
の
中
で
紛
ら
わ
せ
よ
う
と
し
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な
が
ら
も
、
ま
す
ま
す
孤
独
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
行
為
で
あ
っ
た
。

活
動
写
真
に
入
っ
て
は
み
た
も
の
の
、
そ
れ
は
「
何
等
の
興
味
」
も
起
こ
さ
せ
な

か
っ
た
。
そ
ん
な
「
私
」
が
「
一
ヵ
月
に
二
十
三
晩
」
も
通
っ
た
の
は
、
女
義
太
夫

で
あ
っ
た
。「
し
ん
み
り
し
た
、
そ
の
底
に
浮
世
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
と
い
っ
た
よ
う

な
、
悲
し
い
厭
世
的
」
な
情
調
が
、
ま
さ
し
く
「
浮
世
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
」
仕
組
み

に
苛
立
つ
「
私
」
の
心
を
静
か
に
包
ん
で
く
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
音
楽
は
紛
れ
も
な

く
古
今
東
西
、
心
の
癒
し
で
あ
っ
た
。
特
に
悲
歌
は
、
そ
れ
に
感
情
移
入
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
現
実
の
悲
し
み
を
昇
華
さ
せ
て
く
れ
る
。「
私
」
は
毎
夜
義
太
夫
を
聴

く
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
の
安
定
を
図
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

夜
が
更
け
、「
電
車
線
路
の
敷
石
の
上
を
、
こ
つ
り
こ
つ
り
」
歩
い
て
行
く
時
、

「
私
」
の
心
は
ま
わ
り
の
静
寂
と
と
も
に
次
第
に
落
ち
着
い
て
い
く
。
そ
し
て
自
省

の
念
が
起
こ
り
、
彼
女
を
憐
れ
む
心
が
胸
に
こ
み
上
げ
、「
そ
う
だ
、
明
日
か
ら
は
、

又
新
た
に
努
力
を
し
よ
う
」
と
決
意
す
る
。
し
か
し
、
下
宿
に
帰
り
廊
下
を
一
歩
歩

く
た
び
に
、「
今
外
で
考
え
た
す
べ
て
の
決
心
を
く
つ
が
え
し
て
し
ま
う
よ
う
な
堪

ら
な
い
憂
鬱
」
が
襲
い
、「
た
ま
ら
な
く
嫌
だ
と
い
う
感
じ
」
が
こ
み
上
げ
て
く
る

の
で
あ
っ
た
。
娘
義
太
夫
の
切
な
い
情
調
は
、「
私
」
の
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
絶
望
感

を
癒
し
て
く
れ
る
し
、
夜
歩
き
は
そ
の
静
け
さ
の
中
で
苛
立
ち
を
沈
静
化
さ
せ
る
が
、

現
実
の
「
浮
世
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
」
苛
烈
さ
は
、
そ
ん
な
す
べ
て
を
飲
み
こ
ん
で
し

ま
う
。

七
月
の
夏
の
太
陽
。
毎
日
の
不
眠
。
都
会
の
喧
嘩
。
神
経
衰
弱
に
陥
っ
た
「
私
」

は
、
つ
い
に
下
浦
（
現
在
の
三
浦
市
）
に
転
地
し
、「
海
沿
い
の
小
さ
な
宿
屋
の
、
海

に
面
し
た
二
階
の
一
室
」
で
生
活
す
る
こ
と
に
な
る
。「
私
」
に
と
っ
て
海
は
癒
し

の
風
景
で
あ
っ
た
。
広
津
は
現
実
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
状
況
に
陥
っ
た
と
き
、
決

ま
っ
て
海
に
逃
亡
す
る
。
大
正
四
年
の
春
に
は
、
神
山
ふ
く
と
の
煩
し
さ
や
苛
立
ち

か
ら
逃
れ
る
た
め
、
宇
野
浩
二
と
三
保
の
松
原
に
行
き
、
そ
こ
で
三
か
月
ほ
ど
過
ご

し
て
い
る
。
大
正
五
年
七
月
に
は
、「
や
も
り
」
で
描
か
れ
る
よ
う
に
東
京
と
下
浦

の
間
を
二
三
日
お
き
に
往
復
し
て
い
る
し
、
大
正
五
年
八
月
の
父
を
尋
ね
て
の
師
崎

行
で
は
、
陸
路
も
あ
っ
た
が
蒲
群
か
ら
の
船
旅
を
選
択
し
て
い
る
。
こ
の
船
旅
も
癒

し
の
空
間
で
あ
っ
た
。「
や
も
り
」
で
も
「
ほ
ん
と
う
に
、
少
し
の
誇
張
で
も
な
く
、

そ
の
時
分
の
私
に
少
し
で
も
お
ち
つ
き
を
与
え
て
呉
れ
た
の
は
、
そ
の
往
復
に
乗
る

汽
船
の
中
だ
け
」
で
、「
船
の
中
が
一
番
幸
福
」
で
あ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
大

正
七
年
三
月
に
は
、
長
女
桃
子
が
誕
生
し
た
あ
と
、
そ
の
現
実
か
ら
逃
れ
る
た
め
伊

豆
の
西
海
岸
を
船
で
ま
わ
っ
て
い
る
。
狩
野
川
の
汽
船
発
着
場
の
側
で
休
ん
だ
所
は
、

や
は
り
「
小
さ
な
宿
屋
の
二
階
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
海
に
出
る
と
、
何
と
な
く

晴
々
し
た
気
持
」（「
波
の
上
」）
が
し
て
く
る
と
い
い
、「
僕
は
下
田
に
行
こ
う
と
思

う
。
も
っ
と
行
け
る
な
ら
、
も
っ
と
行
き
た
い
気
が
す
る
。
少
し
で
も
長
く
海
を
眺

め
て
い
た
い
」
と
逃
避
に
耽
け
る
。

し
か
し
、
都
会
の
夜
歩
き
や
娘
義
太
夫
が
束
の
間
の
慰
安
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ

た
の
と
同
様
、
い
つ
ま
で
も
海
辺
や
船
上
の
人
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

見
知
ら
ぬ
土
地
の
海
辺
。
見
知
ら
ぬ
人
と
の
船
上
の
旅
。
だ
が
自
由
は
孤
独
を
自
覚

さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
孤
独
か
ら
ま
た
自
省
の
心
が
生
ま
れ
て
く
る
。

「
私
」
は
転
地
先
で
夕
方
に
な
る
と
「
淋
し
い
心
を
抱
き
」
な
が
ら
、
と
ぼ
と
ぼ

と
小
さ
な
宿
へ
帰
っ
て
く
る
。
あ
る
時
、
一
匹
の
蜻
蛉
が
つ
い
つ
い
と
自
由
に
飛
ん

で
い
る
の
を
見
て
、「
心
が
妙
に
淋
し
い
静
け
さ
」
を
感
じ
な
が
ら
子
ど
も
の
こ
と

を
考
え
る
。
そ
し
て
「
今
度
東
京
に
帰
っ
て
行
っ
た
ら
、
何
か
が
自
分
を
待
っ
て
い

る
」、「
自
分
の
今
の
苦
し
み
を
救
っ
て
呉
れ
る
新
し
い
解
決
の
仕
方
」
が
待
っ
て
い

て
、
何
も
か
も
う
ま
く
い
く
と
期
待
感
に
震
え
る
。
し
か
し
、
東
京
の
土
を
踏
む
や

い
な
や
「
不
快
と
圧
迫
」
が
ま
た
襲
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
二
日
か
三
日
お
き
に

汽
船
で
往
復
し
た
挙
句
、「
私
」
は
ま
た
「
あ
の
憂
鬱
な
自
分
の
部
屋
」
に
戻
ら
ざ

る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
っ
た
。

私
は
父
と
そ
う
し
て
向
い
合
っ
て
い
る
と
次
第
に
安
ら
か
な
気
持
に
な
っ
て
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来
た
。
子
供
の
時
分
か
ら
父
の
前
で
感
ず
る
あ
の
安
心
が
胸
に
来
る
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
父
と
さ
え
一
緒
な
ら
ば
ど
ん
な
に
不
幸
に
陥
っ
て
も
ど
ん
な
に
ひ
ど

い
目
に
遭
っ
て
も
我
慢
出
来
る
と
云
う
気
が
し
て
来
る
の
で
あ
る
。（「
若
き
日
」

大
正
七
年
十
月
）

柳
浪
・
和
郎
父
子
の
「
相
互
の
愛
と
理
解
」（
間
宮
・
前
述
書
）
に
つ
い
て
は
先
に

見
た
と
お
り
で
あ
る
。「
私
」
に
と
っ
て
父
は
精
神
的
支
柱
で
あ
り
、「
現
在
の
焦
燥
」

を
癒
し
て
く
れ
る
唯
一
の
存
在
で
あ
っ
た
。
師
崎
に
療
養
中
の
父
を
尋
ね
る
旅
は
、

単
な
る
逃
避
で
は
な
く
、「
私
」
の
救
済
を
求
め
る
旅
で
あ
っ
た
。
父
を
訪
ね
る
そ

の
日
は
、
象
徴
的
に
も
「
嵐
の
後
の
静
か
な
、
平
和
な
晴
天
」
で
あ
っ
た
。「
桜
の

木
立
の
間
か
ら
洩
れ
る
光
が
地
面
に
真
黄
色
な
条
を
す
う
す
う
っ
と
描
い
て
」
い
る

景
色
や
父
に
会
う
光
景
、
師
崎
の
海
岸
の
景
色
、
ど
れ
も
が
「
私
」
を
明
る
く
し
て

く
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
い
た
事
態
の
解
決
の

光
が
、
父
に
打
ち
明
け
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
射
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

小
説
「
や
も
り
」
の
最
後
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。

東
京
駅
の
中
央
の
大
時
計
は
、
丁
度
十
一
時
二
十
分
前
を
指
し
て
い
た
。

こ
こ
に
は
、
あ
と
一
時
間
あ
ま
り
で
日
付
け
が
変
わ
り
さ
え
す
れ
ば
、
時
が
す
べ

て
を
解
決
し
新
た
な
日
々
が
始
ま
る
よ
う
な
、
明
る
い
予
感
に
包
ま
れ
て
い
る
「
私
」

が
い
る
。
娘
義
太
夫
や
夜
歩
き
に
逃
避
し
、
日
々
の
安
楽
を
得
な
が
ら
も
現
実
に
容

赦
な
く
う
ち
砕
か
れ
、
海
に
逃
避
し
て
も
逃
げ
き
れ
な
か
っ
た
憂
鬱
が
、
最
後
に

「
父
」
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

四
　
小
動
物
へ
の
眼
差
し

―
二
匹
の
や
も
り

長
い
あ
い
だ
キ
ン
を
貫
い
て
い
た
釘
は
、
抜
け
た
あ
と
も
、
な
お
キ
ン
の
腹

部
に
傷
を
与
え
た
。
や
が
て
、
キ
ン
は
畳
の
上
に
落
ち
た
。
哲
之
は
四
つ
ん
這

い
に
な
っ
て
、
キ
ン
を
恐
る
恐
る
掌
に
乗
せ
、
木
箱
の
中
に
入
れ
た
。（
中
略
）

「
死
ね
へ
ん
ぞ
。
死
ね
へ
ん
ぞ
」

と
言
っ
た
。

「
俺
、
夢
を
見
た
ん
や
。
も
う
、
だ
い
ぶ
前
の
こ
と
に
な
る
な
ァ
。
蜥
蜴
に
な

っ
て
何
回
も
生
ま
れ
た
り
死
ん
だ
り
し
て
い
た
」（
中
略
）

「
こ
れ
は
絶
対
に
春
の
光
や
。
キ
ン
ち
ゃ
ん
、
釘
を
抜
い
た
ら
春
が
来
た
な
ァ
」

（
宮
本
輝
『
春
の
雪
』
文
芸
春
秋
・
一
九
八
四
年
十
二
月
）

死
ん
だ
父
親
の
借
金
を
抱
え
母
親
と
別
居
し
た
大
学
生
の
哲
之
。
手
形
の
決
済
を

迫
る
や
く
ざ
か
ら
逃
れ
、
大
阪
郊
外
の
安
ア
パ
ー
ト
に
こ
っ
そ
り
移
っ
た
晩
、
電
気

も
な
い
真
っ
暗
な
中
で
、
手
さ
ぐ
り
で
柱
に
打
ち
つ
け
た
釘
に
貫
ぬ
か
れ
た
蜥
蜴
。

こ
の
身
動
き
が
と
れ
ぬ
ま
ま
何
と
か
生
き
て
い
る
蜥
蜴
の
「
キ
ン
ち
ゃ
ん
」
は
、
大

学
生
の
鬱
屈
し
た
生
活
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
ホ
テ
ル
の
ア
ル
バ
イ
ト
で
の
様
々
な
出

来
事
と
屈
辱
。
恋
人
の
陽
子
が
他
の
男
に
取
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
不
安
。

や
く
ざ
の
恫
喝
と
暴
力
。
こ
の
様
な
状
況
の
中
で
、
主
人
公
哲
之
は
「
キ
ン
ち
ゃ
ん
」

に
語
り
か
け
、
慰
め
ら
れ
、
励
ま
さ
れ
、
そ
し
て
感
情
移
入
し
、
自
己
を
見
つ
め
て

い
く
。「
キ
ン
」
と
い
う
小
動
物
は
自
己
の
投
影
で
あ
っ
た
。

志
賀
直
哉
の
『
城
の
崎
に
て
』（
大
正
六
年
五
月
）
で
の
蜂
や
鼠
、
い
も
り
な
ど
の

動
物
の
死
も
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
自
己
の
生
命
を
新
し
く
見
つ
め
認
識
し
な
お
し
て

い
く
一
つ
の
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
い
も
り
は
偶
然
石
に
当
た
っ
て
死
に
、

自
分
は
電
車
に
は
ね
ら
れ
て
も
偶
然
に
死
な
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
宿
命
の
よ
う
な

「
生
き
物
の
淋
し
さ
」
を
、
主
人
公
は
い
も
り
の
身
に
な
っ
て
感
じ
て
い
る
の
で
あ
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っ
た
。

広
津
和
郎
に
も
小
動
物
を
効
果
的
に
登
場
さ
せ
た
作
品
は
多
く
あ
り
、
そ
れ
ら
は

『
動
物
小
品
集
』（
一
九
七
八
年
二
月
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
広
津
桃
子
が

あ
と
が
き
で
「
父
の
も
つ
一
面
、
私
の
口
か
ら
言
う
の
も
お
か
し
い
が
、
や
さ
し
さ

と
い
う
の
か
、
動
物
た
ち
に
よ
せ
る
細
か
い
心
遣
い
が
思
わ
」
れ
る
と
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
こ
れ
は
広
津
の
佳
作
集
で
あ
る
。「
あ
る
夜
」（
大
正
七
年
四
月
）
で
の

「
げ
じ
げ
じ
」
の
生
態
の
細
や
か
な
観
察
、「
線
路
」（
大
正
七
年
十
月
）
で
の
「
蛇
」

の
死
に
よ
せ
る
思
い
な
ど
は
「
や
も
り
」
に
通
底
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
は
か
な

く
淋
し
い
小
動
物
の
生
命
に
対
す
る
作
者
の
細
や
か
な
心
情
が
う
か
が
え
る
。

「
や
も
り
」
で
「
私
」
の
住
む
下
宿
は
、「
牢
獄
」
で
あ
り
「
敵
国
」
で
あ
っ
た
。

ま
っ
た
く
心
の
落
ち
つ
く
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
が
、
唯
一
「
私
」
の
心
を
慰
め
て

く
れ
る
存
在
が
二
匹
の
や
も
り
で
あ
っ
た
。
母
屋
か
ら
廊
下
を
渡
っ
て
「
私
」
の
部

屋
に
通
じ
る
梯
子
の
下
の
白
壁
に
立
て
か
け
て
あ
る
古
い
障
子
が
二
匹
の
ね
ぐ
ら
で

あ
る
。
二
匹
は
「
恐
ら
く
そ
れ
は
夫
婦
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
」
と
根
拠
は
な
い
が
、

「
私
」
は
そ
う
推
測
す
る
。
か
つ
て
は
悪
魔
の
よ
う
に
毛
嫌
い
し
て
い
た
こ
の
虫
に
、

今
の
「
私
」
は
「
一
種
何
と
も
言
わ
れ
な
い
興
味
」
を
見
出
し
、「
退
屈
と
憂
鬱
と

不
快
と
が
私
の
全
身
を
圧
し
」
て
来
る
と
き
、
終
夜
彼
ら
の
行
動
と
生
態
を
見
つ
め

続
け
る
の
で
あ
っ
た
。

私
が
あ
の
牢
獄
の
監
房
の
よ
う
な
自
分
の
部
屋
で
、
憂
鬱
と
良
心
の
呵
責
と

此
人
生
の
味
気
な
さ
と
に
悩
み
な
が
ら
、
人
々
の
寝
し
ず
ま
っ
た
夜
を
、
ひ
と

り
ぽ
つ
ね
ん
と
起
き
て
い
る
時
、
あ
の
二
匹
の
や
も
り
は
、
相
変
わ
ら
ず
私
の

部
屋
の
梯
子
の
下
の
白
壁
に
、
や
が
て
近
づ
い
て
来
る
冬
眠
の
準
備
に
と
、
小

虫
の
餌
食
を
探
し
て
い
た
。

―
彼
等
は
六
月
頃
に
較
べ
る
と
、
一
層
そ
の
身

体
が
肥
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
何
か
充
ち
足
り
た
と
言
っ
た
よ
う
な
、
一

種
の
満
足
気
な
気
分
が
、
そ
の
醜
く
肥
っ
た
か
ら
だ
か
ら
、
発
散
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
た
。（
中
略
）「
彼
等
は
彼
等
の
分
を
守
っ
て
」
さ
も
こ
う
い
っ
た

風
に
。
や
も
り
は
や
も
り
並
に

―
私
は
そ
ん
な
事
を
考
え
た
。
彼
等
の
焦
燥

の
少
し
も
な
さ
そ
う
な
、
充
ち
足
り
た
よ
う
に
見
え
る
生
活
、（
中
略
）
頭
が

憂
鬱
の
た
め
に
一
種
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
に
な
っ
て
来
る
時
に
は
、
実
際
、
私
は

彼
等
醜
い
小
さ
な
虫
の
、
少
し
の
動
揺
も
な
い
生
活
が
、
自
分
の
お
ち
つ
き
の

な
い
、
苛
立
た
し
い
生
活
と
引
較
べ
て
、
考
え
ら
れ
さ
え
し
て
来
る
の
で
あ
っ

た
。

「
私
」
の
苛
立
た
し
さ
と
焦
燥
に
満
ち
た
結
婚
生
活
。
そ
れ
と
比
較
さ
れ
る
や
も

り
の
「
少
し
の
動
揺
も
な
い
」「
充
ち
足
り
た
」
夫
婦
生
活
。
こ
の
二
匹
の
や
も
り

の
生
活
に
「
私
」
は
夫
婦
生
活
の
一
つ
の
好
ま
し
い
あ
り
様
を
投
影
し
て
い
る
。
冬

眠
の
準
備
の
た
め
に
夫
婦
共
同
で
働
く
姿
。
そ
し
て
毎
夜
毎
夜
、
自
分
の
領
分
の
中

で
「
倦
み
も
せ
ず
疲
れ
も
せ
ず
」
生
き
て
い
る
姿
。「
私
」
は
そ
こ
に
こ
れ
か
ら
の

自
分
た
ち
夫
婦
の
生
き
様
を
重
ね
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ン
テ
リ

で
あ
る
が
ゆ
え
の
苦
悩
、
愛
や
倫
理
や
意
地
を
捨
て
去
っ
て
、
自
分
の
「
分
を
守
っ

て
」
生
き
て
い
く
あ
り
様
を
、
こ
の
や
も
り
の
生
活
か
ら
読
み
と
ろ
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

宝
暦
十
二
の
春
、
遠
江
春
谷
の
駅
。
横
山
某
が
居
家
の
壁
…
…
俗
に
い
う
守

宮
虫
真
中
を
釘
に
さ
し
通
さ
れ
…
…
さ
る
に
て
も
廿
五
年
の
月
日
、
何
と
し
て

か
、
か
く
生
き
な
が
ら
へ
ぬ
ら
ん
…
…
こ
の
雌
雄
数
年
の
間
、
喰
物
を
運
び
喰

は
せ
た
る
と
見
え
た
り
。（
西
村
白
鳥
『
煙
霞
綺
談
』
一
七
七
三
年
）

志
賀
直
哉
の
『
暗
夜
行
路
』（
大
正
十
一
年
七
月
前
編
）
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、

恋
愛
の
情
は
い
つ
ま
で
も
続
か
な
い
。
た
と
え
愛
し
あ
っ
て
結
婚
し
た
と
し
て
も
、

は
じ
め
の
蝋
燭
は
あ
る
時
燃
え
尽
く
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
常
燈
明
」
で
あ
る
た
め
に
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は
、
第
二
第
三
第
四
と
蝋
燭
を
次
か
ら
次
に
と
次
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

言
う
。

そ
れ
が
夫
婦
生
活
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
蝋
燭
を
次
ぐ
行
為
は
夫
婦
の
交
互
の
共
同

作
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
ち
ら
か
一
方
の
努
力
だ
け
で
は
灯
は
消
え
て
し
ま

う
。「
や
も
り
」
の
「
私
」
は
女
に
対
す
る
愛
が
な
い
と
い
う
が
、
愛
が
な
け
れ
ば

そ
こ
か
ら
始
め
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
愛
は
子
ど
も
の
登
場
な
ど
人
生
の
節

目
の
様
々
な
出
来
事
に
よ
っ
て
姿
を
変
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

夫
婦
の
共
同
作
業
の
典
型
は
子
育
て
で
あ
る
。「
私
」
も
彼
女
と
の
結
婚
生
活
に

は
「
何
の
光
明
の
予
想
」
も
つ
か
な
い
が
、「
彼
女
が
子
供
を
心
か
ら
愛
し
て
い
る

と
い
う
事
」
は
充
分
承
知
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
人
に
知
ら
せ
な
い
父
親
の
子
を

抱
い
て
い
る
女
の
身
の
辛
さ
も
考
え
て
下
さ
い
」
と
言
っ
た
時
の
女
の
姿
に
、「
頼

り
な
い
女
性
の
淋
し
い
哀
し
げ
な
表
情
」
を
素
直
に
認
め
る
の
で
あ
っ
た
。「
愛
」

と
い
う
翻
訳
語
の
な
い
時
、
夫
婦
の
結
び
つ
き
は
、
同
情
や
哀
れ
み
や
慈
し
み
か
ら

も
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
現
代
の
幼
児
虐
待
が
は
び
こ
る
社
会
で
は
考
え
ら
れ
な
い

が
、
こ
の
頃
は
ま
だ
「
子
は
鎹
」
と
な
り
得
た
時
代
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
や
も
り
」

主
人
公
の
夫
婦
生
活
の
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
後
、
つ
い
に
「
私
」
は
父

に
す
べ
て
を
打
ち
明
け
、
現
状
を
打
開
す
る
方
向
へ
と
動
く
の
で
あ
る
。

電
車
に
乗
っ
て
、
東
京
駅
に
行
く
間
に
、
私
は
今
の
や
も
り
の
事
を
考
え
た
。

見
え
な
か
っ
た
も
う
一
匹
は
ど
う
し
た
ろ
う
と
思
っ
た
。（
中
略
）
或
は
そ
ん

な
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
た
と
か
病
気
と
か
い
う
事
は
少
し
も
な
く
、
唯
偶
然
に
、

（
中
略
）
姿
を
見
せ
な
か
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。（
中
略
）
私
は

自
分
の
生
活
を
、
長
い
間
じ
っ
と
見
守
っ
て
、
何
も
彼
も
承
知
し
て
い
な
が
ら
、

何
も
言
わ
ず
に
黙
っ
て
い
て
呉
れ
た
親
し
い
友
の
一
人
の
安
否
を
気
遣
う
よ
う

な
、
そ
う
い
っ
た
懸
念
を
感
じ
な
が
ら
、
東
京
駅
の
前
で
電
車
を
降
り
た
。

こ
の
見
え
な
か
っ
た
や
も
り
は
一
体
何
を
表
わ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
親
し

い
友
」
と
あ
る
が
、
主
人
公
の
「
私
」
は
、
こ
の
や
も
り
夫
婦
に
自
己
を
投
影
し
て

い
る
。
だ
か
ら
、
残
っ
た
一
匹
の
「
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
尻
尾
」
を
振
り
な
が
ら
、

「
妙
に
淋
し
く
」
見
え
た
そ
の
姿
に
は
、
夫
婦
の
ど
ち
ら
か
が
欠
け
た
「
淋
し
さ
」

が
反
映
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
最
後
に
一
匹
に
な
っ
た
や
も
り
は
、
長
年
連
れ

そ
っ
た
伴
侶
を
失
っ
た
時
の
悲
し
み
の
よ
う
な
影
を
引
き
ず
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
時
の
心
情
に
は
、「
愛
」
や
「
倫
理
」、「
人
情
」
と
い
っ
た
よ
う
な
観
念
的
な

も
の
は
な
い
。
自
然
に
湧
き
出
て
く
る
悲
し
み
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
匹
の
や
も
り
に
は
、
自
然
と
調
和
し
、
自
然
の
中
で
共
同
し
て

分
を
わ
き
ま
え
な
が
ら
生
き
て
い
く
夫
婦
生
活
の
あ
り
よ
う
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

五
　
終
わ
り
に

広
津
和
郎
が
神
山
ふ
く
と
の
愛
の
な
い
結
婚
生
活
を
描
い
た
作
品
と
し
て
は
、
こ

の
「
や
も
り
」
の
他
に
大
正
七
年
一
月
「
新
潮
」
に
発
表
さ
れ
た
「
師
崎
行
」、
大

正
八
年
四
月
「
文
章
世
界
」
に
発
表
さ
れ
た
「
波
の
上
」
の
三
作
が
あ
る
。「
師
崎

行
」
は
、「
や
も
り
」
の
中
で
も
触
れ
た
が
、
師
崎
に
保
養
中
の
父
を
尋
ね
、
こ
の

愛
の
な
い
関
係
や
長
男
の
誕
生
を
知
ら
せ
、「
私
」
の
精
神
的
支
柱
で
あ
る
父
と
の

同
居
で
現
状
を
打
開
し
よ
う
と
す
る
話
で
あ
る
。
実
際
、
大
正
五
年
十
一
月
に
は
、

妻
や
長
男
と
片
瀬
に
家
を
持
ち
、
師
崎
の
両
親
を
迎
え
て
い
る
。「
波
の
上
」
は
、

こ
の
片
瀬
時
代
か
ら
、
大
正
七
年
三
月
長
女
桃
子
の
誕
生
直
後
、
伊
豆
の
西
海
岸
へ

逃
げ
出
し
た
時
の
心
境
を
「
兄
」
へ
の
手
紙
と
い
う
形
で
綴
っ
た
作
品
で
あ
る
。
こ

の
三
作
は
い
う
な
ら
、
愛
な
き
結
婚
三
部
作
と
呼
ん
で
も
よ
く
、
作
家
広
津
和
郎
の

「
私
小
説
」「
心
境
小
説
」
と
見
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
師
崎
行
」

も
、「
波
の
上
」
は
書
簡
形
式
と
い
う
小
説
の
装
い
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
ど
ち
ら
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も
単
な
る
日
常
私
生
活
の
苦
悩
の
告
白
と
い
う
域
を
出
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
や

も
り
」
は
、
こ
の
二
作
と
比
較
す
る
と
小
説
と
し
て
の
完
成
度
は
高
い
。

「
や
も
り
」
と
い
う
象
徴
的
タ
イ
ト
ル
と
「
や
も
り
」
や
「
鳥
」「
蜻
蛉
」
な
ど

小
動
物
に
仮
託
さ
れ
た
心
情
、
ま
た
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
「
父
」
を
下
敷
に
し
た
夢
や

老
人
の
お
告
げ
の
夢
の
配
置
。
こ
れ
も
「
私
」
の
境
遇
や
心
情
の
象
徴
化
の
手
法
で

あ
っ
た
。
そ
の
他
、
下
宿
の
小
さ
な
庭
に
あ
る
柿
の
木
の
季
節
の
変
化
や
旅
立
つ
前

の
嵐
の
後
の
東
京
の
街
の
様
子
な
ど
巧
み
な
自
然
描
写
の
挿
入
。
そ
し
て
最
後
、
東

京
駅
で
降
り
立
つ
と
こ
ろ
で
終
わ
る
構
成
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
小
説
的
結
構
そ
の
も

の
で
、
読
者
に
様
々
な
解
釈
の
余
地
を
与
え
る
結
末
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

先
に
触
れ
た
「
や
も
り
」
の
最
後
の
場
面
の
解
釈
も
、
広
津
個
人
の
そ
の
後
の
履
歴

か
ら
読
む
と
夫
婦
生
活
の
破
綻
と
受
け
取
っ
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
師
崎
の
父
へ
救

済
を
求
め
る
旅
は
仄
明
る
さ
に
包
ま
れ
て
お
り
、
破
綻
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
遠
い
。
や

は
り
、
二
匹
の
や
も
り
に
は
、「
私
」
た
ち
夫
婦
の
姿
を
重
ね
て
み
る
見
方
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
旅
立
ち
は
、「
私
」
た
ち
夫
婦
の
再
生
へ
の
模
索
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
作
品
「
や
も
り
」
は
、
単
に
広
津
和
郎
の
「
私
小
説
」
と
い
う
よ
り

は
、
当
時
の
イ
ン
テ
リ
が
持
つ
精
神
的
な
弱
さ
や
結
婚
観
が
よ
く
表
わ
さ
れ
て
お
り
、

大
正
の
時
代
相
の
一
つ
と
し
て
、
普
遍
的
な
小
説
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

（
本
学
非
常
勤
講
師
）
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