
樋
口
一
葉

「
う
ら
む
ら
さ
き
」

-
「
わ
れ
か
ら
」

「
女
の
欲
望
」

l

ー
「
カ
ネ
」

と

「
モ
ノ
」
と

は
じ
め
に

最
晩
年
の
一
葉
が
、
「
う
ら
む
ら
さ
き
」
(
『
新
文
壇
』
明
二
九
・
二
)
を
中
断

し
、
「
わ
れ
か
ら
」
(
『
文
芸
倶
楽
部
』
明
二
九
・
玉
)
を
書
い
た
こ
と
は
、

てコ

樋口一葉「うらむらさき」・「われからJ

の
謎
と
い
っ
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
女
性
の
不
義
を
描
い
た
と
い
う
点
か
ら
い

え
ば
、
「
う
ら
む
ら
さ
き
」
の
お
律
の
方
が
、
夫
を
裏
切
っ
て
も
自
分
の
恋
を
貫

く
女
性
と
し
て
一
途
で
あ
り
、
「
わ
れ
か
ら
」
の
、
物
へ
の
欲
望
に
目
が
く
ら
ん

だ
よ
う
な
美
尾
の
不
義
や
、
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
の
か
さ
え
は
っ
き
り
と
は
描

か
れ
ぬ
お
町
の
不
義
よ
り
も
、
分
か
り
ゃ
す
い
し
、
共
感
も
し
や
す
い
か
ら
で

あ
る
。
な
ぜ
、

一
葉
は
、
「
う
ら
む
ら
さ
き
」
を
中
断
し
て
、
「
わ
れ
か
ら
」
を

書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
「
わ
れ
か
ら
」
は
、
美
尾
の
物
語
と
、

お
町
の
物
語
が
、
ど
こ
で
繋
が

り
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
母
に
続

き
、
娘
も
不
義
を
犯
す
こ
と
に
、
「
遺
伝
的
な
性
格
」
や
、
「
血
の
宿
命
」
を
見

る
と
い
う
論
。
あ
る
い
は
、
「
旧
道
徳
に
対
決
し
よ
う
と
し
た
悲
壮
さ
」
や
、
「
抵

抗
」
を
見
る
論
。
ニ
組
の
夫
婦
の
破
綻
へ
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
る
論
。
「
夫
と
の
関

塚

本

章

子

係
の
中
で
身
悶
え
し
て
い
る
」
母
娘
の
二
つ
の
物
語
と
見
る
論
。
ま
た
、
二
つ

の
物
語
を
つ
な
ぐ
存
在
と
し
て
、
与
四
郎
に
注
目
し
た
論
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

そ
し
て
、
「
わ
れ
か
ら
」
に
つ
い
て
も
う
一
つ
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、
主
人

公
で
あ
る
お
町
の
崩
れ
て
い
く
よ
う
な
心
の
弱
さ
で
あ
る
。
「
に
ご
り
え
」
(
『
文

芸
倶
楽
部
』
明
二
八
・
九
)
の
お
力
は
、
「
持
た
れ
た
ら
嬉
し
い
か
添
う
た
ら
本

望
か
そ
れ
が
私
は
分
か
り
ま
せ
ぬ
」
と
い
う
。
こ
の
世
の
底
辺
で
酌
婦
と
い
う
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境
遇
を
引
き
受
け
、
深
い
苦
悩
を
抱
き
な
が
ら
、

お
力
は
そ
れ
で
も
一
人
で
生

一
葉
が
描
き
出
し
た
女
性
像
の
一
つ
の
極
北
で
あ

ろ
う
。
こ
の
お
力
を
描
き
出
し
た
一
葉
が
、
死
を
予
感
し
な
が
ら
、
「
う
ら
む
ら

さ
き
」
を
中
断
し
て
、
最
後
に
描
い
た
主
人
公
が
、
な
ぜ
お
町
だ
っ
た
の
か
。

「
う
ら
む
ら
さ
き
」
か
ら
「
わ
れ
か
ら
」

き
ょ
う
と
し
た
。
お
力
は
、

へ
と
い
う
展
開
の
な
か
に
、

そ
し

の
お
町
の
物
語
と
美
尾
の
物
語
の
二
重
構
造
の
な
か
に
、
描

か
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
な
の
か
。
そ
し
て
お
町
と
い

て
「
わ
れ
か
ら
」

う
人
物
が
最
後
に
描
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

「
う
ら
む
ら
さ
き
」
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
薮
禎
子
氏
が
言
う
よ
う
に
、
「
女

の
情
念
の
解
放
へ
の
夢
そ
の
も
の
」
と
、
手
放
し
で
言
え
る
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。
ま
た
氏
が
言
う
よ
う
に
、
「
わ
れ
か
ら
」
の
美
尾
の
不
義
は
「
一
葉
、
が
、
自
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己
の
内
な
る
夢
を
美
尾
に
お
い
て
実
現
し
て
い
る
」
と
、
肯
定
す
る
こ
と
が
で

(
1
0
)
 

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
女
性
の
な
か
に
あ
る
打
算
や
欲
望
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
て

い
く
男
性
や
世
間
の
ま
な
ざ
し
と
い
う
視
点
を
抜
き
に
し
て
は
、
こ
の
二
つ
の

小
説
は
と
ら
え
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

「
う
ら
む
ら
さ
き
」

か
ら
「
わ
れ
か
ら
」

へ
。
そ
こ
に
は
、
女
性
の
な
か
に

あ
る
「
結
婚
」
や
「
装
い
」

の
欲
望
を
、
男
性
や
世
間
が
女
性
を
見
つ
め
る
ま

な
ざ
し
と
、
資
本
主
義
の
進
展
と
と
も
に
新
た
な
「
神
」
と
し
て
君
臨
し
て
い

く
「
カ
ネ
」
と
「
モ
ノ
」

の
支
配
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
よ
う
す
る
、

葉

の
冷
徹
な
観
察
と
批
評
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
「
十
三
夜
」
(
『
文
芸
倶
楽
部
』
明
二

八
・
二
一
)
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
作
家
と
し
て
の
後
半
生
に
、

一
葉
が
人
妻
を
描
き
続
け
た
理
由
が
一
つ
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、

女
性
と
女
性
の
格
差
の
問
題
を
と
ら
え
な
が
ら
、
共
感
の
地
平
を
探
り
続
け
た

試
み
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
「
う
ら
む
ら
さ
き
」
に
つ
い
て
論
じ
た
後
、
「
わ
れ
か
ら
」

に
つ
い
て
考

察
し
て
い
き
た
い
。

お
律
の
夫
東
二
郎
は
、
「
毒
の
無
い
、
物
う
た
が
ひ
と
言
ふ
て
は
露
ほ
ど
も
お

持
ち
な
ら
ぬ
心
の
う
つ
く
し
い
人
」
と
い
う
お
律
の
言
葉
に
従
っ
て
、

愛
す
る
善
良
な
夫
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
理
解
さ
れ
て
き
た
。

お
律
を

だ
が
、
「
車
を
言
ふ
て
や
ら
ぬ
か
、
何
う
で
歩
い
て
は
行
か
れ
ま
い
に
と
、
甘

た
る
き
言
葉
」
と
い
う
箇
所
の
、
「
甘
た
る
き
」
と
い
う
一
言
葉
に
、
私
は
あ
る
引

つ
掛
か
り
を
覚
え
る
。
彼
は
妻
に
何
を
求
め
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
考

え
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
東
二
郎
に
と
っ
て
お
律
は
、
自
分
の
力
で

lま

「
歩
け
ぬ
」
も
の
、
愛
玩
す
べ
き
、

い
た
い
け
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

東
二
郎
は
、
「
有
あ
ま
る
身
代
を
蔵
の
中
に
寝
か
し
て
」
、
「
名
ば
か
り
に
」
、
「
西

洋
小
間
物
の
庖
」
を
開
い
て
い
る
。
働
く
必
要
の
な
い
、
「
当
世
の
算
用
知
ら
ぬ

人
よ
し
男
」

で
あ
る
彼
が
開
い
て
い
る
こ
の
庄
は
、
半
ば
彼
の
趣
味
の
延
長
で

あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

西
洋
小
間
物
屋
と
は
、
当
時
最
も
「
ハ
イ
カ
ラ
」
な
場
所
の
一
つ
で
あ
る
。
『
明

治
事
物
起
源
』
(
一
九
九
七
・
玉
、
筑
摩
書
房
)

に
は
、
「
西
洋
小
間
物
の
新
奇

繊
巧
な
る
に
肱
惑
さ
れ
、
開
国
後
年
を
終
は
る
と
と
も
に
、
国
民
の
需
要
は
追

つ臼

々
多
し
。
」
、
「
唐
物
屋
の
名
称
も
、
明
治
二
十
年
頃
よ
り
西
洋
小
間
物
商
と
号
す

る
や
う
に
な
れ
り
。
(
略
)
そ
の
販
売
品
目
の
お
も
な
る
も
の
は
、
洋
服
附
属
品

一
切
、
欄
衣
と
ズ
ボ
ン
下
、
靴
下
、
猿
又
、
手
袋
、
釦
、
帽
子
、
手
巾
タ
オ
ル
、

化
粧
具
化
粧
品
、
学
校
用
具
、
シ
ョ
ー
ル
そ
の
他
の
雑
品
な
り
。
」
と
あ
る
。
庖

に
は
、
庖
主
の
目
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
西
洋
の
美
し
い

「
モ
ノ
」
た
ち
が
、
陳

列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
半
ば
道
楽
の
よ
う
に
西
洋
小
間
物
屋
を
開
く
東
二

郎
は
、
美
し
い

に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を
、
強
く
持
っ
て
い
る
。
さ
ら

「
モ
ノ
」

に
言
う
な
ら
、
彼
の
美
し
い
女
性
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
も
ま
た
、
強
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
庖
に
は
、
洋
服
、
化
粧
品
、
手
袋
、
帽
子
な
ど
女
性
の
外
見
を

美
し
く
作
り
上
げ
て
い
く
「
モ
ノ
」
も
、
東
二
郎
に
選
別
さ
れ
、
並
べ
ら
れ
て

い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

彼
は
、

た
と
え
無
意
識
で
は
あ
っ
て
も
、
自
分
の
そ
う
い
っ
た
目
に
か
な
う



女
性
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

お
律
は
東
二
郎
の

「
恋
女
房
」

で
あ
る
。
だ
が
お

律
を
見
つ
め
る
東
二
郎
の
目
は
、
美
し
い

「
モ
ノ
」
や
人
形
を
愛
玩
す
る
目
と

地
続
き
の
と
こ
ろ
に
あ
る
で
は
な
い
か
。

車
に
は

東
二
郎
が
、

「
直
切
っ
て
」

乗
ろ
う
と
一
言
う
お
律
に
、
「
所
帯
じ
み
た
事
を
」
と
い
う
の
は
、
彼
が
お
律
に
「
所

帯
じ
み
」
な
い
美
し
い
女
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
「
可
愛
ら
し
い
声
に
て
笑
」
う
お
律
に
「
恐
悦
顔
」
を
し
て
い
る
彼
の
ま

な
ざ
し
が
、
「
頭
巾
の
上
か
ら
耳
を
押
へ
て
急
ぎ
足
に
五
六
歩
か
け
出
」
し
、
「
冷

や
か
な
る
笑
み
」
を
浮
か
べ
る
お
律
の
真
実
の
姿
に
鋭
く
届
く
こ
と
は
な
い
。

お
律
は
「
歩
け
ぬ
」
女
で
は
な
い
。
「
か
け
出
」
し
て
い
く
女
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

お
律
は
決
し
て
、
被
害
者
で
は
な
い
。
彼
女
自
身
が
、
東

二
郎
の
要
望
に
応
え

「
可
愛
ら
し
い
声
に
て
笑
」

し、

「
奥
も
表
も
平
手
に
探

ん
で
、
美
く
し
い
聡
に
良
人
が
立
つ
腹
を
も
柔
げ
れ
ば
、

可
愛
ら
し
い
口
元
か

ら
お
客
様
へ
の
世
辞
も
出
る
。
」

と
い

p

つ

「
お
怜
倒
な
お
内
儀
さ
ま
」
を
装
つ

て
い
る
。
そ
し
て
、
お
律
の
結
婚
は
、
最
初
か
ら
嘘
で
塗
り
固
め
ら
れ
て
い
る
。

「
最
初
あ
の
家
に
嫁
入
り
す
る
時
か
ら
、
東
二
郎
ど
の
を
良
人
と
定
め
て
行
つ
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た
の
で
は
無
い
物
を
。
形
は
行
っ
て
も
心
は
決
し
て
遣
る
ま
い
と
極
め
て
置
い

と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
お
律
は
、
結
婚
前
か
ら
の
恋
人
で
あ
る
書

た
を
、
」

生
の
吉
岡
と
会
い
続
け
る
。

そ
れ
は
、

お
律
に
少
な
く
と
も
恋
心
は
抱
い
て
き

た
東
二
郎
の
無
自
覚
な
罪
よ
り
も
、
罪
と
い
う
な
ら
ば
、
な
お
罪
深
い
も
の
で

あ
る
。お

律
は
、
な
ぜ
東
二
郎
と
の
結
婚
を
拒
み
、
吉
岡
と
の
愛
を
貫
か
な
か
っ
た

の
か
。
何
か
、
拒
め
な
い
理
由
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば

「
わ
か

れ
道
」
(
『
国
民
之
友
』
明
二
九
・
こ

に
は
、
意
に
添
わ
ぬ
結
婚
を
強
い
ら
れ

た
と
き
、
井
戸
に
身
を
投
げ
て
死
を
選
ん
だ
紺
屋
の
お
絹
と
い
う
女
性
が
ち
ら

り
と
登
場
す
る
。
だ
が
お
律
は
、
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
選
択
は
し
な
か
っ
た
。

お
律
は
、
抵
抗
す
る
こ
と
な
く
東
二
郎
と
結
婚
し
た
。

そ
し
て
結
婚
後
、
泣
き

暮
ら
す
と
い
う
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。

お
律
は
、

可
愛
い
妻
を
演
じ
な
が
ら
、

夫
を
欺
い
て
吉
岡
と
会
い
続
け
る
と
い
う
、

し
た
た
か
な
選
択
を
し
た
の
で
あ

る
。
吉
岡
の
よ
う
な
ま
だ
職
業
の
定
ま
ら
ぬ
書
生
で
は
な
く
、
「
有
あ
ま
る
身
代

を
蔵
の
中
に
寝
か
」
す
財
産
を
持
ち
、

人
柄
も
い
い
男
性
を
結
婚
相
手
と
し
て

選
ぶ
打
算
が
、

お
律
の
側
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
が
、
多
分
に
家

の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

お
律
の
心
の
ど
こ
か
に
も
、
全
く

な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
、

お
律
は
、
結
婚
に
お

い
て
は
経
済
的
安
定
を
選
択
し

一
方
で
密
か
に
自
分
の

「
恋
」
を
も
維
持
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
う
ら
む
ら
さ
き
」

「
モ
ノ
」
を
所
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に
は
、
「
結
婚
」
と
い
う
制
度
が
、
男
の

有
し
愛
玩
す
る
よ
う
な
欲
望
と
、
女
の
側
の

「
カ
ネ
」

へ
の
打
算
に
よ
っ
て
な

さ
れ
て
お
り
、
高
い
精
神
の
結
び
つ
き
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
現
実
が

描
か
れ
で
も
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
、
女
の

「恋」

は
、
不
義
と
し
て
な

さ
れ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

明
治
前
期
の
、
精
神
的
に
結
び
つ
い
た
対
等
な
男
女

の

「
恋
愛
」

へ
と
い
う
恋
愛
神
聖
論
の
時
代
は
終
わ
り
、
「
う
ら

か
ら
「
結
婚
」

む
ら
さ
き
」
が
書
か
れ
た
明
治
二
九
年
頃
に
は

「
結
婚
」
も
ま
た
、
「
カ
ネ
」

と

「
モ
ノ
」

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、

お
律
に
は
ま
だ

人
を
純
粋
に
恋
す
る
心
が
あ
り
、

不
義
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
を
貫
こ
う
と
す
る

強
靭
さ
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、

お
律
に
、
既
成
道
徳
を
踏
み
外
し
て
も
情
熱
的

に
自
分
を
貫
く
新
し
い
女
性
と
い
う
、

む
し
ろ
大
き
な
魅
力
を
与
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
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し
か
し
、

そ
の
情
熱
ゆ
え
に
、
「
う
ら
む
ら
さ
き
」

は
中
断
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
「
カ
ネ
」
と
「
モ
ノ
」
に
支
配
さ
れ
た
世
界
に
は
、
こ
の
お
律
の
よ

う
な
一
途
な
恋
の
心
さ
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
、
「
う
ら
む
ら
さ
き
」

が
中
断
さ
れ
、
「
わ
れ
か
ら
」
が
描
か
れ
て
い
っ
た
理
由
な
の
で
は
な
い
か
。

次
に
、
「
わ
れ
か
ら
」
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

一一1
1

「
わ
れ
か
ら
」

の
主
人
公
の
名
前
は
、
金
村
町
で
あ
る
。
「
金
村
」
と
い
う
姓

「
カ
ネ
」
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
「
町
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
時
の
こ
と
は
、

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
女
は
容
貌
の
好
き
に
こ
そ
諸
人
の
愛
を
受
け
て

は
、
こ
の
小
説
に
お
い
て

果
報
こ
の
上
も
無
き
物
な
れ
、
小
野
の
夫
れ
な
ら
ね
ど
お
町
は
美
く
し
い
名
と

は
、
女
の
「
容
貌
の
美
」
を
示
し

家
内
い
さ
み
で
、
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
町
」

て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
お
町
の
母

の
名
も
美
尾
で
あ
り
、
「
美
」
と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
。
「
わ
れ
か
ら
」

に
と
っ
て
、
「
カ
ネ
」
と
「
女
の
容
貌
」

は
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

お
町
は
、
今
で
言
う
と
こ
ろ
の

生
ま
れ
て
遺
産
を
受
け
継
ぎ
、
政
治
家
の
妻
と
な
り
、
夫
は
婿
養
子
で
、
自
身
姑

「
セ
レ
ブ
」
な
妻
で
あ
る
。
財
産
家
の
家
に

に
気
を
遣
う
こ
と
も
な
い
。

子
ど
も
が
な
い
こ
と
を
除
け
ば
、
何
の
不
自
由
も

な
い
。
当
時
の
女
性
に
と
っ
て
は
、

一
つ
の
理
想
的
と
思
え
る
よ
う
な
境
遇
で

あ
る
。そ

ん
な
日
々
の
な
か
で
、
「
習
慣
の
恐
ろ
し
き
は
朝
飯
前
の
一
風
呂
、
」
、
「
さ

な
ご
入
れ
た
る
糠
袋
に
み
が
き
上
て
出
れ
ば
更
に
濃
い
化
粧
の
白
ぎ
く
、
是
れ

お
町
は
朝
か
ら
自
分
の
容
姿

も
今
更
や
め
ら
れ
ぬ
や
う
な
肌
に
な
り
ぬ
。
」
と
、

を
磨
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
年
を
言
は
£
二
十
六
、
遅
れ
咲
の
花
も
梢
に
し
ぼ
む
頃
な
れ
ど
、

扮
装
の
よ
き
と
天
然
の
美
く
し
き
と
二
つ
合
せ
て
五
つ
ほ
ど
は
若
う
見
ら
れ
ぬ

る
徳
の
性
、
」
、
「
金
歯
入
れ
た
る
口
元
に
」
と
あ
る
。
「
扮
装
の
よ
き
」
、
「
金
歯
」

と
あ
る
よ
う
に
、
金
村
家
の
財
力
が
お
町
の
美
を
磨
き
上
げ
て
い
る
。

夫
の
誕
生
日
に
は
、
「
新
調
の
三
枚
着
に
今
歳
の
流
行
を
知
ら
し
め
給
ふ
、
」

と
あ
る
よ
う
に
、

お
町
は
、
「
装
い
」
に
お
い
て
流
行
の
最
先
端
を
ゆ
く
フ
ア
ツ

シ
ヨ
ン
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
。

お
町
の
美
し
い
容
貌
は
、
金
村
家
の

「
カ
ネ
」
と

「
モ
ノ
」
と
、
時
間
的
余
裕
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
町
を
駆
り
立
て
て
い
る
の
は
、
「
良
人
の
君
も
ろ
共
川
崎
の
大
師
に
参
詣
の

道
す
が
ら
停
車
場
の
群
集
に
、
あ
れ
は
新
橋
か
、
何
処
の
で
有
ら
う
と
明
か
れ

て
、
奥
様
と
も
言
は
れ
ぬ
る
身
な
が
ら
是
れ
を
浅
か
ら
ず
嬉
し
う
て
、
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い
つ
し

か
好
み
も
其
様
に
、
」
と
あ
る
よ
う
に
、
世
間
の
「
群
集
」
の
視
線
で
あ
る
。
そ

に
よ
っ
て
冷
徹
に
値
踏
み
す
る
視
線

の
視
線
は
、
女
を
「
容
貌
」
や
「
装
い
」

で
あ
る
。
「
新
橋
か
、
何
処
の
で
有
ら
う
』
と
い
う
さ
さ
や
き
は
、
美
し
い
女
を

商
品
と
し
て
値
踏
み
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
お
町
は
、
そ
の

視
線
の
期
待
に
積
極
的
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の

「
群
集
」

の
お
町
の
物
語
と
美
尾
の
物
語
を

の
視
線
が
、
「
わ
れ
か
ら
」

つ
な
い
で
い
る
。
二
つ
の
物
語
は
、
女
に
「
容
貌
」
や
「
装
い
」

の

「
美
」
を

求
め
る

「
世
間
」
と
、

そ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
女
性
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
接

合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
町
の
母
、
美
尾
は
、
「
世
間
」

の
視
線
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
て
い
く
。



浮
世
に
鏡
と
い
ふ
物
の
な
く
ば
、
我
が
妨
き
も
醜
き
も
知
ら
で
、
分
に
安

じ
た
る
思
ひ
、

九
尺
二
間
に
楊
貴
妃
小
町
を
隠
く
し
て
、
美
色
の
前
だ
れ

掛
奥
床
し
う
て
過
ぎ
ぬ
ベ
し

万
づ
に
淡
々
し
き
女
子
心
を
来
て
揺
す
る

様
な
人
の
賞
め
詞
に
、
思
は
ず
赫
と
上
気
し
て
、

美
尾
は
自
分
の
身
な
り
を
気
に
し
は
じ
め
る
。
「
見
て
呉
れ
の
浮
気
に
成
」

た
美
尾
は
、
「
補
祥
の
袖
も
欲
し
う
、
半
天
の
襟
の
観
光
が
糸
ば
か
り
に
成
し
を

淋
し
が
る
」
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
「
世
間
の
持
上
げ
し
」
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
世
間
」

は
、
美
尾
を
見
つ
め
続
け
る
。

見
る
人
毎
に
賞
め
そ
や
し
て

こ
れ
ほ
ど
の
容
貌
を
埋
れ
木
と
は
可
惜
し

い
も
の
、
出
て
居
る
人
で
有
う
な
ら
恐
ら
く
島
原
切
つ
て
の
美
人
、

上ヒ

'" 

物
は
あ
る
ま
い
と
て
口
に
税
が
出
ね
ば
我
お
も
し
ろ
に
人
の
女
房
を
評
し

豆
腐
か
ふ
と
て
岡
持
さ
げ
て
表
へ
出
れ
ば
、
通
り

す
が
り
の
若
い
輩
に
振
か
へ
ら
れ
て
、
惜
し
い
女
に
服
粧
が
悪
る
い
な
ど

た
て
る
白
痴
も
あ
り
、

吠
然
と
笑
は
れ
る
、

「
世
間
」

「
容
貌
」
を
値
踏
み
し
、

は
、
美
尾
の

そ
の

「
装
い
」
を
笑
う
。
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そ
の
日
は
、
女
性
を
「
容
貌
」

で
選
別
し
、
「
カ
ネ
」
と
「
モ
ノ
」
と
に
取
り
想

か
れ
て
、
「
貧
し
さ
」
を
噺
笑
す
る
視
線
で
あ
る
。
美
尾
は
深
く
傷
つ
き
、
「
不

覚
に
袖
を
や
し
ぼ
」

る
の
で
あ
る
。

「
世
間
」

美
尾
は
、

の
視
線
を
自
分
自
身
の
も
の
と
し
て
し
ま
っ
て
い

こ
の

る
。
美
尾
は
、
こ
の
視
線
の
期
待
す
る
と
こ
ろ
に
積
極
的
に
答
え
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。

美
尾
の

「
装
い
」
に
対
す
る
執
着
は
強
い
。
「
四
丁
目
の
薬
師
様
に
て
買
ふ
て

貰
ひ
し
洋
銀
の
指
輪
を
大
事
ら
し
う
白
魚
の
や
う
な
、
指
に
は
め
、

馬
爪
の
さ

し
櫛
も
世
に
あ
る
人
の
本
甲
ほ
ど
に
は
嬉
し
が
り
し
物
な
れ
ど
も
、
」
と
あ
る
。

ま
た
、
与
四
郎
と
花
見
に
出
か
け
る
際
に
も
、
「
随
分
と
も
有
る
限
り
の
体
裁
を

つ
く
り
て
、
取
っ
て
置
き
の
一
て
う
羅
も
良
人
は
黒
紬
の
紋
っ
き
羽
織
、
女
房

は
唯
一
筋
の
博
多
の
帯
し
め
て
、
昨
日
甘
へ
て
買
ふ
て
貰
ひ
し
黒
ぬ
り
の
駒
下

駄
、
よ
し
ゃ
畳
は
擬
ひ
南
部
に
も
せ
よ
、

比
ぶ
る
物
な
き
時
は
嬉
し
く
て
立
出

イコ

ぬ
、
」
と
あ
る
。
だ
が
こ
の
花
見
で
、
美
尾
は
華
族
の
一
行
に
出
会
う
。

見
れ
ば
何
処
の
華
族
様
な
る
べ
き
、
(
略
)
派
手
な
る
は
曙
の
振
袖
緋
無
垢

を
重
ね
て
、
老
け
形
な
る
は
花
の
木
の
間
の
松
の
色
、

い
つ
見
て
も
飽
か

ぬ
は
黒
出
た
ち
に
瞳
甲
の
さ
し
物
、
今
様
な
ら
ば
襟
の
聞
に
金
ぐ
さ
り
の

ち
ら
つ
く
べ
き
な
り
し
、
車
は
八
百
謄
に
止
ま
り
て
人
は
奥
深
く
居
る
を

美
尾
は
華
族
の
一
行
を
見
て
、
身
に
付
け
て
い
る
「
モ
ノ
」
の
差
を
、
一
一
百
い

ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
る
。
花
見
で
あ
る
の
に
、

換
え
れ
ば
富
の
差
を
、

誰
も
花
の
美
な
ど
見
て
い
な
い
。
見
て
い
る
の
は
自
分
の
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「状設い」

で
あ
り

他
人
の

「
装
い
」
と
の
比
較
で
あ
る
。

そ
の
と
き
か
ら
、
美
尾
は

「
は
か
な
き
夢
に
心
の
狂
ひ
て
」
、
「
お
前
様
い
つ

ま
で
是
れ
だ
け
の
月
給
取
っ
て
お
出
遊
ば
す
お
心
ぞ
、
」
と
、
与
四
郎
に
強
く
「
カ

ネ
」
を
求
め
始
め
る
。
当
時
に
お
い
て
、
女
性
の
「
装
い
」
は
、
父
か
夫
の
財

力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

美
尾
は

つ
い
に
夫
と
産
ま
れ
た
ば
か
り
の
お
町
を
捨
て
て
出
奔
す
る
。

お

そ
ら
く
美
尾
は
、
先
に
出
発
し
た
母
の
も
と
へ

つ
ま
り
財
力
の
有
る

「
従
三

位
の
軍
人
様
」

の
も
と
へ
立
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
鏡
台
の
引
き
出
し
に
は
、
二

十
枚
の

「
新
紙
幣
」
が
、
「
此
金
は
町
に
乳
の
粉
を
」
と
い
う
手
紙
と
と
も
に
置

か
れ
て
い
た
。
美
尾
は
、

お
町
へ
の
母
と
し
て
の
愛
を
も
「
カ
ネ
」
に
換
算
し

て
出
て
行
く
の
で
あ
る
。

与
四
郎
は
怒
気
心
頭
し

そ
の
後
「
カ
ネ
」

の
亡
者
と
な
り
、
莫
大
な
財
産
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を
築
く
。
与
四
郎
に
と
っ
て
美
尾
は

「
幼
馴
染
の
妻
」

で
あ
り
、
彼
は
「
天
に

も
地
に
も
二
つ
な
き
物
と
捧
げ
持
ち
て
」
誠
実
に
尽
く
し
て
い
た
。
「
こ
の
与
四

郎
に
も
恋
は
有
け
り
、
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
与
四
郎
と
美
尾
に
は
、
幼
馴
染
み

の
恋
、
例
え
ば
「
た
け
く
ら
べ
」
(
『
文
学
界
』
明
二
八
・
一

1
二
九
・
一
)

美
登
利
と
信
如
、
「
十
三
夜
」
の
録
之
助
と
お
関
の
よ
う
な
恋
が
あ
っ
た
は
ず
で

あ
り
、
「
斯
く
て
終
ら
ば
千
歳
も
美
く
し
き
夢
の
中
に
過
ぬ
ベ
う
ぞ
見
え
し
。
」

と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

し
ば
ら
く
は
幸
せ
な
日
々
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

与
四
郎
と
美
尾
の
物
語
は
、
そ
の
よ
う
な
純
愛
が
、
結
婚
後
「
カ
ネ
」
と
「
モ

ノ
」
の
前
で
敗
れ
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
与
四
郎
も
ま
た
、
「
世
間
」
と
同
じ
よ
う
に
、
女
性
に
「
容
貌
」

の
美

を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

子
供
に
名
を
付
け
る
と
き
、

い
く
つ
か

の
く
じ
の
な
か
に
「
町
」
と
い
う
名
を
入
れ
た
の
は
、
与
四
郎
で
あ
っ
た
。

の
く
じ
が
引
か
れ
、
「
女
は
容
貌
の
好
き
に
こ
そ
諸
人
の
愛
を
受
け
て
果
報
こ
の

上
も
無
き
物
な
れ
、

小
野
の
夫
れ
な
ら
ね
ど
お
町
は
美
く
し
い
名
と
」
家
中
が

い
さ
み
た
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
与
四
郎
は
、
や
は
り
美
尾
の

「
容
貌
」

に
惹
か
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ず
、
皮
肉
な
こ
と
に
、

そ
の

「
容
貌
」
に
よ
っ

て
裏
切
ら
れ
て
い
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
両
親
の
物
語
の
上
に
、

お
町
と
い
う
存
在
が
あ
る
。
「
カ
ネ
」
と

「
モ
ノ
」

の
支
配
に
よ
っ
て
、

お
町
か
ら
は
徹
底
的
に
「
愛
」
が
排
除
さ
れ
て

い
る
。
母
を
知
ら
ず
、

父
か
ら
は
拒
絶
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
夫
恭
助
は
、
「
カ

ネ
」
ゆ
え
に
お
町
と
結
婚
し
た
の
で
あ
る
。
恭
助
は
お
町
に
対
し
て
、

人
形
妻

で
あ
る
こ
と
以
上
の
期
待
は
何
も
し
て
い
な
い
。
お
町
は
、

い
つ
ま
で
も
娘
の

よ
う
に
夫
と
一
緒
に
「
人
形
」
を
買
い
に
出
か
け
、
夫
の
誕
生
日
の
宴
会
に
は

美
し
く
装
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。

お
町
が
浮
気
を
責
め
て
も
、

恭
助
は
「
同
藩
の
津
木
が
言
葉
の
い
と
ゑ
を
違
へ
ぬ
世
は
来
る
と
も
、
此
約
束

は
決
し
て
違
へ
ぬ
、
」
と
い
う
、

冗
談
混
じ
り
の
返
答
し
か
与
え
て
い
な
い
。
そ

の
言
葉
は
、
本
気
で
お
町
に
向
き
合
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
に
は
結
婚

。コ

以
前
か
ら
の
女
性
が
あ
り
、
そ
の
女
性
と
の
聞
に
男
の
子
ま
で
も
う
け
て
い
る
。

彼
は
「
カ
ネ
」
ゆ
え
に
お
町
を
臨
し
、
「
愛
」
は
別
の
と
こ
ろ
で
維
持
し
て
き
た

の
で
あ
る
。

お
町
に
子
ど
も
が
な
い
と
い
う
設
定
も
ま
た
、
彼
女
が
愛
す
る
こ
と
や
愛
さ

れ
る
こ
と
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
。
お
町
は
、
「
カ
ネ
」

の
世
界

に
よ
っ
て

「
愛
」
を
失
っ
た
存
在
と
し
て
、
虚
無
の
な
か
に
生
き
て
い
る
の
で

あ
る
。次

に
、

お
町
の
虚
無
感
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

そ
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お
町
と
い
う
存
在
は
、
「
カ
ネ
」
と
「
モ
ノ
」
に
支
配
さ
れ
て
い
っ
た
夫
婦
の

物
語
の
上
に
あ
る
。

そ
れ
は
、

一
組
の
夫
婦
と
い
う
よ
り
は
、

そ
う
い
う
価
値

観
を
持
っ
た
「
世
間
」
が
、

そ
し
て
そ
の
価
値
観
を
内
面
化
し
て
い
っ
た
美
尾

と
、
与
四
郎
、
が
、
生
み
出
し
た
も
の
で
も
あ
る
。

お
町
は
、
心
を
病
ん
だ
女
性
で
あ
る
。
「
奥
様
は
お
血
の
故
で
折
ふ
し
欝
ぎ
症

に
も
お
成
り
遊
す
し
真
実
お
悪
い
時
は
暗
い
処
で
泣
い
て
居
ら
っ
し
ゃ
る
が
お

持品刑」

お
町
は
心
に
常
に
漠
然
と
し
た
不
安
を
抱
え
て
い
る
。

で
あ
り
、

お
町
は
庭
に
出
る
。
そ
し
て
稲
荷
の
社
前

で
、
「
人
な
き
に
鈴
の
音
か
ら
ん
と
し
て
、
幣
束
の
紙
ゆ
ら
ぐ
も
淋
し
。
町
子
は

夫
の
誕
生
祝
い
の
席
を
逃
れ
て
、



俄
か
に
物
の
お
そ
ろ
し
く
、
」
と
、
心
の
中
の
虚
し
さ
を
真
正
面
か
ら
感
じ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

祝
宴
の
後

お
町
は

「
沈
み
に
沈
ん
で
」
、
夫
に
「
私
は
貴
君
に
捨
て
ら
れ
は

為
ぬ
か
と
存
じ
ま
し
て
、
夫
れ
で
此
様
に
淋
し
う
思
ひ
ま
す
る
」
と
、
訴
え
る
。

「
貴
郎
は
こ
れ
よ
り
禰
ま
す
/
¥
の
御
出
世
を
遊
し
て
、
世
の
中
庚
う
な
れ
ば

次
第
に
御
器
量
ま
し
給
ふ
、
」

の
に
、
自
分
は

「
有
限
だ
け
の
家
の
内
に
朝
夕
物

お
も
ひ
の
苦
も
知
ら
で
、
唯
ぼ
ん
や
り
と
過
し
ま
す
る
身
の
、
遂
ひ
に
は
倦
か

れ
ま
す
る
や
う
に
成
り
て
、
悲
し
か
る
べ
き
事
今
お
も
ふ
て
も
愁
ら
し
、
」
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

一
見
何
の
苦
労
も
な
い
裕
福
な
家
の
中
で
、
何
か

世
の
中
と
関
わ
る
こ
と
も
な
く
、

消
費
し
て
い
る
だ
け
の
者
の
不
安
が
あ
る
。

を
生
産
す
る
こ
と
も
な
く
、

た
だ
ひ
た
す
ら

お
町
の
心
は
、

い
っ
そ
う
欝
屈
し
て
い
く
。
「
我
れ
と
我
が
身
に
持
て
脳
み
て

奥
さ
ま
不
覚
に
打
ま
ど
ひ
ぬ
、
(
略
)
淋
し
き
ま
L

に
琴
取
出
し
独
り
好
み
の
曲

を
奏
で
る
に
、
我
れ
と
我
が
調
哀
れ
に
成
り
て
、

(
略
)
涙
ふ
り
こ
ぼ
し
て
押
や

り
ぬ
。
」
と
、
不
安
定
に
揺
れ
動
く
の
で
あ
る
。

樋口一葉「うらむらさきJ. rわれから」

こ
の
よ
う
な
お
町
の
心
に
気
付
い
た
の
は
、
書
生
の
千
葉
で
あ
っ
た
。
中
働

き
の
福
を
通
し
て
、
千
葉
は
、
「
そ
れ
は
大
層
な
神
経
質
で
、
悪
る
く
す
る
と
取

と
、
お
町
を
案
じ
、
幼
友
達
で
「
病
死
し
た
可

か
へ
し
の
付
か
ぬ
事
に
な
る
」

憐
な
子
」
に
お
町
を
な
ぞ
ら
え
た
と
い
う
。

夫
が
、
結
婚
前
か
ら
別
に
家
を
持
ち
、
男
の
子
ま
で
も
う
け
て
い
た
こ
と
を

知
っ
た
後
、

お
町
の
心
は
ま
す
ま
す
崩
れ
て
い
く
。
「
お
痛
の
起
る
癖
っ
き
て
、

は
げ
し
き
時
は
仰
向
に
朴
れ
て
、
今
に
も
絶
え
入
る
ば
か
り
の
苦
る
し
み
、
」
、
「
日

毎
夜
毎
に
度
か
さ
な
れ
ば
、
力
あ
る
手
に
つ
よ
く
押
へ
て
、

一
時
を
兎
角
ま
ぎ

ら
は
す
」

ほ
ど
の
こ
と
に
な
り
、
「
夜
と
い
は
ず
夜
中
と
言
は
ず
、
」
千
葉
を
呼

び
立
て
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
町
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
「
カ

ネ
」
と
「
モ
ノ
」

の
世
の
中
が
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
、
心
の
病
で
あ
る
。

そ
し
て
千
葉
の
介
抱
は
、
「
人
の
目
に
あ
や
し
く
」
な
り
、

お
町
と
千
葉
は
ス

キ
ヤ
ン
ダ
ル
を
好
む
世
間
の
噂
話
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
く
。

お
町
と
千
葉
の
間

に
不
義
の
事
実
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
は
、

発
表
当
時
か
ら
疑
問
視
さ
れ
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
「
う
ら
む
ら
さ
き
」

の
お
律
が
、

一
途
に
貫
い
た
よ
う
な
激
し
い
情
熱
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

美
尾
の
物
語
に
は
、
「
貧
し
さ
」
を
瑚
笑
す
る
世
間
の
視
線
が
描
か
れ
て
い
る

と
述
べ
た
が
、

「
世
間
」

は
、
同
時
に
富
を
嫉
む
も
の
で
も
あ
る
。
「
車
は

こ
の

八
百
膳
に
止
ま
り
て
人
は
奥
深
く
居
る
を
、
憎
く
さ
げ
な
評
い
う
て
見
送
る
も

あ
り
、
」
と
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
、
世
間
が
、
「
持
つ
者
」
に
対
す
る
憎
悪
を
露

骨
に
表
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
人
々
の
視
線
は
、

お
町
の
物
語
に
も
張
り
巡
ら
さ
れ
、

お
町
を

翻
弄
し
て
い
く
。

お
町
と
千
葉
の
不
義
の
疑
惑
は
、
福
が
目
当
て
に
し
て
い
た

お
町
の
衣
類
を
も
ら
え
な
か
っ
た
こ
と
が
発
端
と
な
り
、
噂
と
し
て
広
が
っ
て

い
く
。
「
か
ね
て
あ
ら
/
¥
心
組
み
の
、
奥
様
お
着
下
し
の
本
結
城
、
あ
れ
こ
そ

は
我
が
物
の
頼
み
空
し
う
、

い
ろ
ノ
¥
千
葉
の
厄
介
に
成
た
れ
ば
と
て
、
こ
れ

を
新
年
着
に
仕
立
て
』
遣
は
さ
れ
し
、
其
恨
み
骨
髄
に
徹
り
て
そ
れ
よ
り
の
見

る
目
横
に
か
逆
に
か
、
女
髪
結
の
留
を
捉
ら
へ
て
珍
事
唯
今
出
来
の
顔
つ
き
に
、

例
の
口
車
く
る
ノ
¥
と
や
れ
ば
」
、
噂
は
町
中
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
持
つ
女
へ
の
、
持
た
ざ
る
女
の
嫉
み
が
と
げ
の
よ
う
に
隠
さ
れ
て

い
る
。金

村
家
を
取
り
巻
く
世
間
の
ま
な
ざ
し
は
、
そ
も
そ
も
冷
や
や
か
で
あ
っ
た
。

「
人
の
生
血
を
し
ぼ
り
た
る
報
ひ
か
、

五
十
に
も
足
ら
で
急
病
の
脳
充
血
、



樋口一葉「うらむらさきJ. rわれからJ

よ
し
ゃ
葬
儀
の
造
花
、

派
手
に
美
事
な
造
り
は
す

朝
に
此
世
の
税
を
納
め
て
、

る
と
も
、
辻
に
立
っ
て
見
る
人
に
爪
は
ぢ
き
を
さ
れ
て
後
生
い
か
ジ
と
思
は
る

L

様
成
し
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
カ
ネ
」

の
鬼
と
な
り
、
財
産
を
築
い
た
与
四

「
落
葉
た
く
な
る
畑
の
末
か

郎
へ
の
憎
悪
が
あ
っ
た
。
そ
の
名
残
は

(
略
)
裏

通
り
の
町
屋
の
方
へ
朝
毎
に
磨
く
を
、
夫
れ
金
村
の
奥
様
が
お
目
覚
だ
と
人
わ

る
口
の
一
つ
に
数
へ
れ
ど
も
、
」
と
、

お
町
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

福
の
衣
服
に
対
す
る
欲
望
は
、
悪
意
と
な
っ
て
お
町
と
千
葉
の
ス
キ
ャ
ン
ダ

ラ
ス
な
噂
を
生
み
、
世
間
の
金
村
家
に
対
す
る
嫉
み
に
よ
っ
て
広
が
り
、
恭
助

の
耳
に
届
き
、
恭
助
は
お
町
に
別
居
を
一
言
い
渡
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
お
町
は
、

養
子
で
あ
る
夫
に
よ
っ
て
、

そ
し
て
や
が
て
は
夫
が
妾
に
生
ま
せ
た
男
の
子
に

よ
っ
て
、
財
産
も
家
も
奪
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
カ
ネ
」
が
あ
り

「
モ
ノ
」
に
満
た
さ
れ
て
い
て
も
、

お
町
は
決
し
て
幸
福

に
は
な
れ
な
い
。

心
に
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
虚
無
感
を
抱
え
心
身
共
に
病
ん
で

い
く
お
町
を
、
嫉
み
に
満
ち
た
「
世
間
」

の
視
線
が
陥
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
取
り
て
見
給
へ
、
我
れ
を
ば
捨
て
』
御
覧
ぜ
よ
、

一
念
が
御
座
り
ま
す
る

と
て
、

は
た
と
白
硯
む
」

お
町
の
叫
び
は
、
「
カ
ネ
」

の
世
の
中
の
犠
牲
者
と
し

て
の
叫
び
で
あ
る
。
こ
の
叫
び
に
、
や
は
り

「
カ
ネ
」

の
世
の
中
に
苦
し
ん
だ

「
大
つ
ご
も
り
」

の
お
峯
や
、
「
に
ご
り
え
」

の
お
力
や
、
「
た
け
く
ら
べ
」

美
登
利
た
ち
の
嘆
き
と
、
共
鳴
し
あ
う
地
点
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

「
う
ら
む
ら
さ
き
」

は
明
治
二
九
年
二
月
に
、
「
わ
れ
か
ら
」

は
同
年
五
月
に

発
表
さ
れ
て
い
る
。

日
清
戦
争
後
、

日
露
戦
争
へ
と
向
か
う
こ
の
時
代
は
、
産

業
が
発
達
し
、
資
本
主
義
が
完
成
し
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

そ
の

弊
害
も
意
識
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
例
え
ば
次
の
資
料
は
、
欧
米
社
会
に
お
い
て
、

産
業
の
拡
大
が
も
た
ら
し
た
弊
害
を
以
下
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

既
に
社
会
生
存
の
目
的
を
異
に
す
、
社
会
の
倫
理
も
亦
異
な
ら
ざ
る
べ
か

ら
ず
。
階
級
組
織
の
下
に
於
て
は
生
産
者
は
貴
族
僧
侶
に
隷
属
し
、
克
く

其
命
に
服
し
た
り
。
然
れ
と
も
自
由
生
産
の
時
代
に
於
て
は
主
従
の
関
係

を
認
め
ず
、
独
立
独
行
を
以
て
其
理
想
と
せ
り
、
膏
に
労
働
者
の
有
す
る

生
活
の
理
想
一
変
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、
従
来
治
者
た
る
の
地
位
を
占
め

し
貴
族
財
産
家
の
理
想
も
亦
一
変
し
た
り
。
彼
等
は
曾
て
国
民
を
教
訓
し
、

其
平
和
を
維
持
し
、
其
幸
福
を
増
進
す
る
を
以
て
己
れ
の
任
務
と
な
せ
り
。
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今
や
則
ち
然
ら
ず
。
其
需
む
る
所
の
も
の
は
一
個
人
一
家
の
安
逸
に
し
て
、

或
は
邸
宅
を
壮
麗
に
し
、
或
は
遊
鵬
、
乗
馬
に
耽
け
り
。
生
活
の
目
的
に

至
り
て
は
事
も
労
働
者
に
異
な
る
所
な
し
。
故
に
富
者
は
国
民
の
敬
愛
を

受
く
る
の
威
信
な
く
、
貧
者
は
之
を
保
護
誘
披
す
る
の
階
級
な
く
、
実
に

此
の
時
代
に
於
て
は
カ

l
ラ
イ
ル
が
評
せ
し
如
く
「
現
金
の
勘
定
は
人
間

の

と
人
聞
と
を
接
合
せ
し
む
る
惟
一
の
連
鎖
な
り
」
と
言
は
ざ
る
へ
か
ら
す
。

(
「
近
世
の
経
済
と
其
倫
理
」
『
六
合
雑
誌
』
第
一
八
三
号
、
明
二
九
・
二
)

富
め
る
者
も
貧
し
き
者
も
、
皆
「
カ
ネ
」

と
だ
け
を
目
的
に
し
て
い
る
。

の
虜
と
な
り
、
私
腹
を
肥
や
す
こ

日
本
で
も
、
同
様
の
こ
と
が
お
き
て
い
る
。
『
六

合
雑
誌
』
第
一
九

O
号
(
明
二
九
・

一
O
)
「
唯
物
的
文
明
に
対
す
る
精
神
的
方

面
」
と
い
う
記
事
に
は
、
「
今
眼
を
転
じ
て
我
邦
の
状
態
を
観
る
に
物
質
的
文
明

の
潮
流
は
泊
天
の
勢
を
以
て
全
国
の
人
心
を
感
溺
せ
ん
と
し
つ
L

あ
り
、
」
と
あ



る
ま
た
、

尾
崎
紅
葉
の

明
治
三

O

「
金
色
夜
叉
」
が
発
表
さ
れ
始
め
る
の
は
、

年
一
月
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
全
て
が
「
カ
ネ
」
に
支
配
さ
れ
る
世
の
中
で
、
「
愛
」

カ3

「
カ
ネ
」

の
前
で
裏
切
ら
れ
て
い
く
と
い
う
、
「
わ
れ
か
ら
」
と
同
じ
問
題
が

描
か
れ
て
い
る
。
女
主
人
公
宮
も
ま
た
、
「
わ
れ
か
ら
」

の
美
尾
の
よ
う
に
「
カ

ネ
」
に
惹
か
れ
て
貫
一
と
の

「
愛
」
を
捨
て
、
富
山
に
嫁
ぐ
。

宮
を
富
山
へ
や
る
と
宮
の
父
に
告
げ
ら
れ
た
貫
一
は
、
宮
に
、
「
富
山
へ
嫁
く
、

そ
れ
は
立
派
な
生
活
を
し
て
、
栄
曜
も
出
来
ゃ
う
し
、
楽
も
出
来
ゃ
う
、
け
れ

ど
も
那
箇
の
財
産
は
決
し
て
息
子
の
嫁
の
為
に
費
さ
う
と
て
作
ら
れ
た
財
産
で

は
な
い
、

と
云
ふ
事
を
お
前
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
よ
。
愛
情
の
無
い
夫
婦
の

聞
に
、
立
派
な
生
活
が
何
だ
!
栄
曜
が
何
だ
!
」
と
言
っ
て
、
思
い
と
ど
ま
ら

せ
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
宮
は
富
山
に
嫁
ぐ
の
で
あ
る
。

『
六
合
雑
誌
』
第
一
二
八
号
(
明
三
二
・
二
)
「
時
評
」
「
時
事
雑
感
」
に
は
、

次
の
よ
う
な
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

利
巧
な
る
当
世
の
女
子
は
金
銭
あ
る
所
に
嫁
す
る
を
知
れ
り
、
利
欲
の
為

樋口一葉「うらむらさきJ. rわれからJ

に
は
人
の
妾
た
る
を
以
て
己
の
権
利
の
如
く
に
思
へ
り
、
真
に
相
思
相
恋

の
情
を
以
て
其
夫
を
選
ぶ
者
能
く
幾
人
ぞ
、
鳴
呼
男
女
の
婚
姻
は
利
益
の

問
題
と
な
れ
り
、
金
銭
の
問
題
と
な
れ
り
、

風
教
の
衰
微
一
に
蓋
に
至
れ

る
か
、
(
略
)
婦
人
が
其
冠
た
る
真
の
愛
情
を
失
ひ
た
る
徴
也
、
精
神
的
恋

愛
の
衰
ふ
る
は
人
心
の
俗
化
せ
る
著
し
き
徴
也
、
世
の
女
子
唯
金
銭
の
為

に
婚
し
、
若
し
く
は
獣
欲
の
為
に
婚
す
る
か
、
其
動
産
視
せ
ら
る
L

固
よ

り
也
、
(
略
)
鳴
呼
当
世
の
女
子
は
堕
落
し
ぬ
、

日
清
戦
争
前
後
、
女
性
の
生
き
方
は
反
動
の
時
代
を
迎
え
て
い
た
。
欧
化
主

義
的
女
子
教
育
は
、
明
治
二

0
年
代
前
半
か
ら
後
退
の
傾
向
を
見
せ
、
女
大
学

的
な
意
識
が
復
活
す
る
。

日
清
戦
争
後
、
国
家
主
義
の
ム
口
頭
と
と
も
に
そ
の
傾

向
は
強
ま
り
、

か
つ
て
隆
盛
を
見
た
男
女
同
権
論
や
恋
愛
神
聖
論
は
衰
退
し
て

日
清
戦
争
以
降
、
資
本
主
義
の
進
展
は
、
拝
金
主
義
の
時
代

い
た
の
で
あ
る
。

を
生
み
、
女
性
も
ま
た
、
「
カ
ネ
」
と
「
モ
ノ
」
に
支
配
さ
れ
て
い
く
。
「
結
婚
」

は
「
精
神
的
恋
愛
」
と
は
切
り
離
さ
れ
、
「
カ
ネ
」

の
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
、

そ
の
後
の
時
代
に
、

ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
く
る
。
少
し

辿
る
。
孤
剣
生
「
乞
食
的
結
婚
」
(
『
週
刊
平
民
新
聞
』
第
三
七
号
、

明
三
七
・

七
・
二
四
)

に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

晴
の
結
婚
と
云
ふ
こ
と
は
富
貴
の
人
や
爵
禄
の
人
に
嫁
す
る
こ
と
に
あ
ら

ず
や
、
思
ふ
に
良
縁
を
得
ん
と
欲
す
る
処
女
の
理
想
は
、

氏
な
く
し
て
玉

の
輿
に
乗
ら
ん
で
ふ
醜
業
婦
の
理
想
と
異
な
ら
ざ
る
也

只
其
文
字
の
聯
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か
腕
曲
な
る
に
過
ぎ
ず
、
(
略
)
深
窓
に
養
は
れ
た
る
良
家
の
処
女
と
称
す

る
も
の
が
、
挙
っ
て
賎
妓
の
風
采
を
模
倣
し
、
艶
姿
矯
態
を
つ
と
め
て
差

ぢ
ざ
る
も
の
は
、
男
子
の
歓
心
を
買
は
ん
と
せ
る
も
の
に
あ
ら
ず
や
、
男

子
の
歓
心
を
買
っ
て
良
縁
て
ふ
健
倖
を
握
ら
ん
下
心
に
は
あ
ら
ず
や
、
噴

火
山
の
如
き
熱
情
よ
り
も
、

一
個
の
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
襟
飾
こ
そ
彼
女
の

欲
す
る
所
な
れ
と
、
詩
人
シ
エ
レ
ー
を
し
て
婦
人
の
軽
薄
を
罵
ら
し
め
し

も
の
、
宣
独
り
英
国
の
み
な
ら
ん
や
、
誰
か
金
色
夜
叉
の
女
主
人
公
、

及

び
三
一
万
円
芸
妓
加
藤
ユ
キ
は
今
の
婦
人
精
神
の
権
化
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
も

の
ぞ

こ
こ
で
も
、
「
カ
ネ
」
の
た
め
の
結
婚
を
望
み
、
「
男
子
の
歓
心
を
買
は
ん
と
」
、

「
賎
妓
の
風
采
を
模
倣
」
す
る
女
性
が
非
難
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
美
尾
や

お
町
の
姿
に
ど
こ
か
で
重
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
山
口
孤
剣
は
、
「
愛
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あ
ら
ば
結
婚
す
可
し
、
愛
な
く
ん
ぱ
結
婚
す
可
か
ら
ず
、
若
し
婦
人
を
し
て
愛

な
く
ん
ば
結
婚
せ
ず
て
ふ
思
想
を
確
実
な
ら
し
め
ん
に
は
、
結
婚
せ
ず
と
も
衣

食
に
窮
せ
ざ
る
べ
く
、
之
に
職
業
を
与
ふ
る
に
若
か
ず
、
」
と
訴
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
じ
く
孤
剣
の
「
美
は
し
き
奴
隷
よ
(
三
越
呉
服
店
の
前
に
立
ち
て
ご

(
『
世
界
婦
人
』
第
二
号
、
明
四

0
・
こ

で
は
、
三
越
百
貨
店
に
集
ま
る
「
貴

婦
人
」
た
ち
を
、
「
美
は
し
き
奴
隷
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、

天
鷲
械
の
外
套
に
椅
麗
な
る
花
柱
の
帽
子
を
つ
』
み
た
る
も
あ
り
、
(
略
)

古
金
欄
の
帯
胸
高
に
結
べ
る
、
宝
石
の
胸
飾
り
よ
、
金
剛
石
の
指
環
よ
、

胤
虎
の
襟
巻
よ
何
れ
か
現
世
の
虚
栄
の
杯
に
口
触
れ
ぬ
も
の
か
は
あ
る
。

(
略
)
さ
れ
ど
思
へ
、
同
じ
く
か
よ
わ
き
花
の
少
女
の
身
に
落
ち
て
、
粉

塵
雪
片
の
如
き
工
場
の
裡
悪
魔
の
呪
の
如
き
器
械
の
下
、
(
略
)
青
き
顔
せ

る
工
女
は
、
あ
は
れ
先
き
の
世
の
罪
の
報
ゐ
か
、
あ
』
之
れ
全
能
全
善
な

る
上
天
の
摂
理
な
る
乎
。

と
、
美
し
く
装
う
貴
婦
人
と
、
そ
の
衣
装
を
作
る
貧
し
い
工
女
を
対
比
さ
せ
て
、

同
じ
女
性
の
中
に
あ
る
、
階
層
や
、
格
差
の
問
題
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
明
治
四

O
年
頃
に
な
る
と
、
女
性
の

「
虚
栄
」

の
問
題
は
、

よ
り

顕
著
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
わ
れ
か
ら
」
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
女
性
の
な
か
に
あ
る
「
カ
ネ
」

と
「
モ
ノ
」

へ
の
欲
望
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
生
み
出
し
て
い
く
の
は
、
「
わ

れ
か
ら
」
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
女
性
に
「
容
貌
」
や
「
装
い
」
を

要
求
し
、
「
モ
ノ
」

と
し
て
値
踏
み
し
て
い
る
、
「
カ
ネ
」
と
「
モ
ノ
」
に
毒
さ

れ
た
「
世
間
」

の
目
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
「
う
ら
む
ら
さ
き
」

の
東
二
郎
と

い
う
一
人
の
男
性
の
妻
を
見
る
視
線
に
重
な
っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

「
金
色
夜
叉
」
と
の
比
較
か
ら
言
え
ば
、
「
わ
れ
か
ら
」

は
、
女
性
を
変
貌
さ

せ
る
「
世
間
」

の
ま
な
ざ
し
を
と
ら
え
、
ま
た
、
「
カ
ネ
」

の
た
め
に
「
愛
」
を

捨
て
た
美
尾
の
物
語
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
「
カ
ネ
」
と
「
モ
ノ
」

の

「
世
の

中
」
が
生
み
出
し
た
、

お
町
の
心
の
虚
無
感
を
描
き
出
し
た
と
こ
ろ
に
、

葉

の
特
異
な
洞
察
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

「
カ
ネ
」
と

の
問
題
は
、

一
葉
の
小
説
の
な
か

女
性
に
と
っ
て
の

に
か
ね
て
か
ら
描
か
れ
て
い
る
。
少
し
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
や
は
り
人
妻
を
描
い

「
モ
ノ
」

た
「
十
三
夜
」
を
見
た
い
。

お
聞
の
父
が
見
つ
め
る
よ
う
に
、

お
関
は
ー
、
「
大
丸
髭
に
金
輸
の
根
を
巻
き
て

黒
縮
緬
の
羽
織
何
の
惜
し
げ
も
な
く
、
」
と
い
う
「
奥
様
風
」

の
立
派
な
身
な
り

に
な
っ
て
い
る
。

お
関
は
、
す
で
に
、
高
級
官
僚
の
夫
原
田
の

で
寅

「
カ
ネ
」

わ
れ
た
「
モ
ノ
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
身
を
装
い
、
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
閣
の
父
親
が
、

お
関
の
装
い
を
つ
く
づ
く
と
眺
め
た
後
に
、
離
縁
を
思
い
と

-10 -

ど
ま
ら
せ
原
因
の
家
に
帰
ら
せ
る
の
は
、
こ
の
お
関
の
装
い
が
、
彼
女
自
身
の

身
体
の
一
部
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
を
見
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

お
闘
が
、
す
で
に
「
カ
ネ
」
に
繋
が
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
的

に
表
し
て
い
る
の
は
、
ラ
ス
ト
シ

l
ン
で
あ
る
。

お
聞
は
、
車
引
き
と
な
っ
た

録
之
助
と
の
別
れ
際
、
「
録
さ
ん
こ
れ
は
誠
に
失
礼
な
れ
ど
鼻
紙
な
り
と
も
買
っ

て
下
さ
れ
」
と

「
小
菊
の
紙
」
に
包
ん
だ
「
カ
ネ
」
を
渡
す
。

し
か
し
録
之
助

は
、
そ
れ
を
「
貴
嬢
の
お
手
よ
り
下
さ
れ
た
の
な
れ
ば
、
あ
り
難
く
頂
戴
し
て

思
ひ
出
に
し
ま
す
る
、
」
と
、
「
思
い
出
」
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
。

お
聞
は

あ
く
ま
で

「
買
う
」
機
能
を
持
っ
た
「
カ
ネ
」
と
し
て
渡
し
て
い
る
が
、
録
之

助
は
、
「
カ
ネ
」
と
し
て
の
受
け
取
り
を
優
し
く
拒
み
、

「
思
い
出
」
と
し
て
受

け
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
関
と
録
之
助
の
見
つ
め
て
き
た
も
の
の
違
い
が
、

こ
こ
に
象
徴
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。



「
大
つ
ご
も
り
」

の
お
峯
、
「
に
ご
り
え
」

の
お
力
、
「
た
け
く
ら
べ
」

の
美

登
利
と
い
っ
た
、
金
銭
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
、

一
人
で
生
き
る
女
性
た
ち
を

描
い
て
き
た
一
葉
の
文
学
は
、
「
十
三
夜
」
以
降
、
「
こ
の
子
」
(
『
日
本
の
家
庭
』

明
二
九
・
一
)
、
「
う
ら
む
ら
さ
き
」
、
「
わ
れ
か
ら
」
と
、
裕
福
な
家
の
人
妻
た

ち
を
描
い
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
社
会
の
底
辺
で
、
貧
し
さ
を
一
人
で
背
負
つ

て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
女
性
た
ち
と
、
結
婚
し
て
裕
福
に
生
き
て
い
る
女
性
た

一
つ
の
格
差
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

ち
と
の
、

一
葉
の
文
学
は
、

そ
の

格
差
を
見
つ
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
力
や
美
登
利
た
ち
の
苦
悩
と
、
裕
福
な
家
の
人
妻
た
ち
、
女
性
と
女
性
と

が
、
格
差
を
超
え
て
共
鳴
し
て
い
く
地
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
一
つ
は
、

一
見
「
カ
ネ
」

の
世
界
の
勝
者
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
や
は
り
「
カ
ネ
」

犠
牲
者
に
他
な
ら
な
い
お
町
の
底
知
れ
ぬ
虚
無
感
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、

一
葉
が
最
後
に
お
町
と
い
う
人
物
を
こ
そ
描
こ
う

と
し
た
理
由
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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四

明
治
二

O
年
二
月
一
九
日
の
一
葉
の
日
記
に
は
、
萩
の
舎
に
入
門
し
て
初
め

て
の
発
会
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

比
日
発
会
の
近
付
ぬ
と
て
人
々
さ
』
め
き
合
給
ひ
ぬ

い
ま
だ
其
様
し
ら

ぬ
身
に
は
い
と
』
あ
や
ふ
ま
れ
て
人
々
の
の
給
ふ
を
よ
そ
よ
り
聞
侍
れ
は

誰
々
は
御
振
袖
召
給
ひ
ぬ

君
は
白
ゑ
り
に
御
す
そ
も
や
う
こ
そ
よ
か

い
な
ノ
¥
白
か
さ
ね
に
御
う
ら
も
や
う
こ
そ
よ
か
め
り

色
は
何

ら
め

に
か
し
給
ふ

ふ
し
色
に
く
ち
は
三
つ
重
給
は
ん

か
う
ら
ひ
色
に
う
す

紅
梅
の
下
か
さ
ね
こ
そ
に
合
給
は
め
な
と
取
々
い
ひ
は
や
し
給
を
も
い
と

む
ね
ふ
さ
か
り
で
歌
な
と
考
ふ
る
様
し
侍
り
し
に

一
葉
は
、
良
家
の
令
嬢
た
ち
の
衣
装
と
の
違
い
に
萎
縮
し
、
思
い
悩
ん
で
い

る
。
家
に
帰
れ
ば
、
両
親
が
、
「
と
ん
子
の
帯
一
筋
八
丈
の
な
へ
は
み
た
る
衣
一

重
」
を
ど
こ
か
か
ら
用
意
し
て
お
い
て
く
れ
て
い
た
も
の
の
、
出
席
さ
え
た
め

ら
わ
れ
る
。
「
家
は
貧
に
身
は
っ
た
な
し
」
と
嘆
く
が
、
勇
気
を
ふ
る
っ
て
出
席

一
葉
は
最
高
点
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
発
会
で
、

こ
の
時
期
の
日
記
が
、
「
身
の
ふ
る
衣

ま
き
の
い
ち
」
と
題
さ
れ
て
い
る
よ

の

こ
の
経
験
は
一
葉
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。
華
や

か
な
衣
装
に
身
を
飾
っ
た
高
貴
な
女
性
た
ち
を
お
さ
え
て
、
組
宋
な
身
な
り
を

う
に
、

し
た
自
分
が
一
番
の
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
と
い
う
衿
侍
が
、
萩
の
舎
と
い
う
華
麗

一
葉
が
自
分
の
存
在
意
義
を
確
認
し
、
生
き
抜
い
て
い
く
こ
と
を

唱-
1
i
 

な
世
界
で
、

可
能
に
さ
せ
る
原
点
の
経
験
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
体
験
を
日
記
に
記
し
、
そ
の
後
零
落
し
、
一
家
を
背
負
い
、
衣

類
ど
こ
ろ
か
食
べ
物
に
さ
え
事
欠
い
て
い
く
一
葉
が
、
萩
の
舎
の
女
性
た
ち
を

見
つ
め
る
視
線
に
は
鋭
い
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
美
し
く
装

い
嫁
い
で
い
く
女
性
た
ち
の
中
で
、
女
性
と
女
性
の
間
に
あ
る
格
差
を
感
じ
さ

せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

一
葉
に
は
、
「
書
く
」
こ
と
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

「
書
く
」
こ
と
に
よ
る
逆
転
を
願
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
考

え
れ
ば
、
右
の
日
記
は
一
葉
の
一
生
を
象
徴
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
「
わ
れ
か
ら
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
通
俗
書
簡
文
』
(
明
二
九

・
玉
、
博
文
館
)
に
は
、
「
友
の
購
者
を
い
さ
む
る
文
」
と
い
う
項
が
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
「
今
日
此
頃
朝
夕
の
御
振
舞
何
ご
と
に
候
ぞ
や
必
寛
は
お
前
様
ま
だ
世



樋口一葉「うらむらさき」・「われから」

の
事
を
何
も
御
存
じ
な
く
人
の
賞
む
る
は
宜
き
事
と
思
し
召
蔭
に
て
の
そ
し
り

に
御
心
づ
か
れ
ぬ
よ
り
の
過
ち
御
姿
は
派
手
を
専
ら
に
と
遊
ば
さ
れ
今
更
の
御

島
田
髭
を
人
は
三
十
振
袖
な
ど
申
候
ぞ
か
し
」
と
い
う
、
華
美
な
装
い
に
は
し

る
友
を
い
さ
め
る
文
章
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
わ
れ
か
ら
」

の
お
町
を
初
練
と
さ

せ
る
も
の
で
あ
り
、

一
葉
の
「
装
い
」
に
対
す
る
意
識
を
表
し
て
い
る
。

女
の
装
い
と
は
何
か
。
結
婚
と
は
何
か
。
「
十
三
夜
」
以
降
、
人
妻
を
登
場
さ

せ
、
「
う
ら
む
ら
さ
き
」
、
「
わ
れ
か
ら
」

配
し
て
い
る
「
カ
ネ
」
と
「
モ
ノ
」

へ
と
展
開
し
て
い
く
中
で
、
女
性
を
支

の
問
題
が
浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

後
に
、
与
謝
野
晶
子
は
、
「
女
は
掠
奪
者
」
(
「
冷
た
い
夕
飯
」
所
収
、
初
出
は

大
六
・
二
一
)
と
い
う
詩
を
発
表
し
て
い
る
。

大
百
貨
底
の
売
り
出
し
は
/
ど
の
女
の
心
を
も
誘
惑
る
、
/
祭
よ
り
も
祝

よ
り
も
誘
惑
る
。
(
略
)
凡
そ
何
処
に
あ
ら
う
、
三
越
と
白
木
屋
の
売
出
し

と
聞
い
て
、
/
胸
を
跳
ら
さ
な
い
女
が
、
/
俄
か
に
誇
大
妄
想
家
と
な
ら

な
い
女
が
。
:
:
:
/
そ
の
剃
那
、
女
は
皆
、
/
(
た
と
へ
半
反
の
モ
ス
リ

ン
を
買
ふ
た
め
、
/
臨
時
曙
し
て
、

見
切
場
に
/
半
日
を
費
す
身
分
の
女
と

て
も
、
)
/
そ
の
気
分
は
貴
女
で
あ
る
。
(
略
)
け
れ
ど
も
、
近
頃
、
/
わ

た
し
に
大
き
な
不
安
と
/
深
い
恐
怖
と
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
/
私
の
興
奮
は

直
ぐ
に
覚
め
、
/
わ
た
し
の
狂
熱
は
直
ぐ
に
冷
え
て
行
く
。
(
略
)
大
百
貨

盾
の
闘
を
跨
ぐ
女
に
/
掠
奪
者
で
な
い
女
が
あ
ら
う
か
。
/
掠
奪
者
、
こ

の
名
は
怖
ろ
し
い
、
/
し
か
し
、
こ
の
名
に
値
す
る
生
活
を
/
実
行
し
て

懐
ぢ
ぬ
者
は
、
/
あ
あ
、
世
界
無
数
の
女
で
は
な
い
か
。
/
(
そ
の
女
の

一
人
に
わ
た
し
が
ゐ
る
。
)
/
女
は
父
の
、
兄
の
、
弟
の
、
/
良
人
の
、
あ

ら
ゆ
る
男
子
の
、
/
知
識
と
情
熱
と
血
と
汗
と
を
集
め
た
/
労
働
の
結
果

で
あ
る
財
力
を
奪
っ
て
/
我
物
の
知
く
に
振
舞
っ
て
ゐ
る
。
/
一
掛
の
廉

半
襟
を
買
ふ
金
と
て
も
/
女
自
身
の
正
当
な
所
有
で
は
無
い
。
/
女
が
呉

服
屋
へ
、
化
粧
品
屋
へ
、
/
貴
金
属
商
へ
支
払
ふ
/
あ
の
莫
大
な
額
の
金

は
/
す
べ
て
男
子
か
ら
搾
取
す
る
の
で
あ
る
。
(
略
)
大
百
貨
居
の
売
出
し

に
/
お
前
は
特
権
あ
る
者
の
如
く
、
/
そ
の
嬢
い
、
蒼
白
な
か
ら
だ
を
、

/
最
上
最
貴
の
/
有
勲
者
と
し
て
飾
ら
う
と
す
る
。
/
あ
あ
、
男
の
法
外

な
寛
容
、
/
あ
あ
、
女
の
法
外
な
傍
越
。

日
田
子
の
詩
も
ま
た
女
が
装
う
こ
と
を
見
つ
め
て
い
る
。

そ
れ
は
、

一
葉
が
描

い
た
世
界
の
延
長
上
に
あ
っ
て
、
や
は
り
、
女
性
の
な
か
に
あ
る
「
カ
ネ
」
と

へ
の
欲
望
を
問
い
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
モ
ノ
」

お
わ
り
に

「
う
ら
む
ら
さ
き
」
に
は
、
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お
律
の
不
義
と
い
う
問
題
の
背
後
に
、
お
律
と

東
二
郎
と
の
結
婚
と
い
う
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
美
し
い
人

形
の
よ
う
に
妻
を
見
て
い
る
東
二
郎
の
ま
な
ざ
し
と
共
に
、

も
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

お
律
の
側
の
欲
望

「
う
ら
む
ら
さ
き
」
を
中
断
し
て
書
か
れ
た
「
わ
れ
か
ら
」
に
は
、
女
性
に

「
容
貌
の
美
」
を
求
め
る
「
世
間
」

の
ま
な
ざ
し
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
煽
ら
れ

て
い
く
「
女
の
欲
望
」
の
問
題
が
、
構
造
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
問
題
か
ら
、
お
町
と
い
う
、
心
を
病
み
、
不
義
へ
と

陥
れ
ら
れ
て
い
く
一
人
の
女
性
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
町
を
む

し
ば
む
心
の
病
は
、
あ
た
か
も
、
一
葉
に
よ
っ
て
明
治
と
い
う
時
代
に
い
ち
早

く
描
か
れ
た
、
「
カ
ネ
」
と
「
モ
ノ
」
に
支
配
さ
れ
た
現
代
社
会
に
生
き
る
人
間



が
抱
え
る
心
の
病
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

西
欧
型
女
子
教
育
が
衰
退
し
、
恋
愛
神
聖
論
が
影
を
潜
め
、
日
清
戦
争
以
降

拝
金
主
義
が
横
行
す
る
な
か
で
、
女
性
も
ま
た
「
カ
ネ
」
と
「
モ
ノ
」
に
支
配

さ
れ
て
い
く
。
「
カ
ネ
」
の
た
め
に
結
婚
す
る
女
性
が
増
加
し
、
「
虚
栄
」
の
た

め
に
装
う
よ
う
に
な
る
。
「
わ
れ
か
ら
」
が
発
表
さ
れ
た
後
、
明
治
三
十
年
代
に

書
か
れ
る
「
金
色
夜
叉
」
や
山
口
孤
剣
の
批
評
、
あ
る
い
は
大
正
六
年
に
書
か

れ
た
与
謝
野
晶
子
の
「
女
は
掠
奪
者
」
と
い
う
詩
を
見
る
と
き
、
「
カ
ネ
」
と
「
モ

ノ
」
に
惹
か
れ
る
「
女
性
の
欲
望
」
は
、
一
つ
の
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
い
え

る
。
「
わ
れ
か
ら
」
は
、
そ
の
問
題
を
い
ち
早
く
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
、

一
葉
自
身
が
、
萩
の
舎
と
い
う
上
流
階
級
の
女
性
た
ち
と
接

し
な
が
ら
経
験
し
て
い
っ
た
、
女
性
と
女
性
の
格
差
の
問
題
で
も
あ
っ
た
だ
ろ

ぅ
。
そ
の
格
差
を
超
え
て
共
鳴
す
る
地
点
、
そ
れ
は

「
カ
ネ
」

の
世
の
勝
者
に

見
え
る
者
も
ま
た
、
犠
牲
者
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
、

お
町
の
姿
に
あ
る
。

「
カ
ネ
」
と
「
モ
ノ
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
世
の
中
を
構
造
的
に
描
い
た

「
わ
れ
か
ら
」

は

一
葉
に
よ
っ
て
最
後
に
も
う
一
度
書
か
れ
た
「
大
つ
ご
も

樋口一葉「うらむらさき」・「われから」

り
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注

(
1
)
湯
地
孝
『
樋
口
一
葉
稔
』
(
大
一
五
・
一

O
、
至
文
堂
)

(
2
)
坂
本
政
毅
「
『
わ
れ
か
ら
』
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
二
巻
一

一
九
五
七
・
一
一
)

(
3
)
塩
田
良
平
『
樋
口
一
葉
研
究
増
補
改
訂
版
』
(
一
九
六
八
・
一
一
、
中
央
公
論

社
)

(
4
)
村
松
定
孝
『
評
伝
樋
口
一
葉
』
(
一
九
六
七
・
一
二
、
実
業
之
日
本
社
)

(
5
)
戸
松
泉
「
『
わ
れ
か
ら
』
試
論
|
〈
小
説
〉
的
世
界
の
顕
現
!
」
(
『
国
文
学
解

釈
と
鑑
賞
』
第
六

O
巻
六
号
一
九
九
五
・
六
)

(
6
)
重
松
恵
子
「
樋
口
一
葉
『
わ
れ
か
ら
』
論
|
母
娘
の
物
語
が
指
向
す
る
も
の
|
」

号

(
『
近
代
文
学
論
集
』
第
一
八
号
一
九
九
二
・
一
一
)

(
7
)
山
田
有
策
「
『
わ
れ
か
ら
』
|
与
四
郎
の
復
讐
|
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

第
六

O
巻
六
号
一
九
九
五
・
六
)

(
8
)
薮
禎
子
「
『
う
ら
む
ら
さ
き
』

l
作
品
鑑
賞
|
」
(
『
女
性
文
学
』
一
九
八
七
・

四
、
桜
楓
社
)

(
9
)
薮
禎
子
「
『
わ
れ
か
ら
』
論
」
(
『
透
谷
・
藤
村
・
一
葉
』
一
九
九
一
・
七
、
明

治
書
院
)

(
叩
)
大
井
田
義
彰
氏
は
、
「
罪
は
我
が
心
よ
り
・

:
i
『
わ
れ
か
ら
』
試
論

i
」
(
『
媒
』

第
五
号
一
九
八
八
・
二
一
)
で
、
「
『
わ
れ
か
ら
』
に
関
す
る
限
り
、
一
葉
は
け

っ
し
て
女
た
ち
の
『
声
』
に
共
感
な
ど
し
て
い
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
だ

が
「
自
己
抑
制
を
怠
り
、
そ
の
奥
深
く
に
潜
ん
で
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
欲
望

に
身
を
ま
か
せ
た
人
間
を
待
つ
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
破
滅
で
し
か
な
い
。

〈
略
)
一
葉
が
『
わ
れ
か
ら
』
の
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
(
略
)

世
界
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
醒
め
た
認
識
」
で
あ
る
と
す
る
氏
の
説
に
は
、
本

稿
で
論
じ
る
よ
う
に
異
論
が
あ
る
。

(
日
)
河
村
清
一
郎
氏
は
、
「
一
葉
に
お
け
る
持
情
の
構
造
|
『
う
ら
む
ら
さ
き
』
を

め
ぐ
っ
て
i
」
(
『
明
治
大
学
教
養
論
集
』
第
三
三
号
一
九
六
六
・
一
)
で
、
「
良

人
の
東
二
郎
が
、
あ
ま
り
に
も
善
人
で
あ
り
、
寛
大
で
あ
っ
て
、
」
と
述
べ
る
。

藤
井
淑
禎
氏
も
「
『
う
ら
む
ら
さ
き
』
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
一
巻
三

号
一
九
八
六
・
三
)
で
、
「
夫
の
側
に
は
何
ら
の
原
因
も
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
」

と
述
べ
て
い
る
。
薮
禎
子
氏
も
、
「
『
う
ら
む
ら
さ
き
』
|
作
品
鑑
賞
|
」
(
前

出
)
で
、
「
『
心
の
う
つ
く
し
い
人
』
と
く
り
返
し
強
調
さ
れ
る
よ
う
な
人
柄
」

と
述
べ
る
。
長
谷
川
啓
氏
も
「
恋
の
狂
気
が
意
味
す
る
も
の

l
『
裏
紫
』
を
読

む
」
(
新
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
会
編
『
樋
口
一
葉
を
読
み
な
お
す
』
一
九

九
四
・
六
、
間
宇
墓
書
林
)
で
「
善
良
な
好
人
物
の
夫
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
ロ
)
関
礼
子
氏
は
、
「
物
語
と
し
て
の
『
わ
れ
か
ら
』
」
(
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第

五
七
号
一
九
八
六
・
一
二
)
で
、
「
『
惜
し
い
女
に
服
装
が
悪
る
い
』
。
不
遠
慮

な
こ
れ
ら
の
言
葉
は
年
若
い
美
尾
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
。
若
く
美
し
い
女
と
は
交

換
価
値
を
身
に
備
え
て
い
る
者
の
謂
で
あ
る
。
世
間
は
十
分
交
換
価
値
を
も
っ

た
女
が
、
安
価
な
『
洋
銀
の
指
輪
』
を
は
め
(
略
)
安
ん
じ
て
い
る
こ
と
を
黙

っ
て
見
逃
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
(
略
)
偶
然
目
に
し
た
華
美
を
尽
し
た
『
華

族
様
』
の
一
行
の
姿
は
美
尾
に
、
擬
ひ
モ
ノ
/
本
モ
ノ
の
差
異
を
発
見
さ
せ
、
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樋口一葉「うらむらさき」・「われから」

自
ら
が
そ
の
よ
う
な
『
本
モ
ノ
』
を
身
に
つ
け
た
い
と
い
う
『
模
倣
へ
の
欲
望
』

を
起
こ
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
モ
ノ
が
行
き
渡
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
商
品
の
『
差

異
化
』
が
進
ん
で
い
る
社
会
に
あ
っ
て
は
女
性
は
自
ら
の
価
値
が
商
品
と
同
じ

よ
う
に
『
差
異
化
』
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
」
と
述
べ

て
い
る
。

(
日
)
越
恵
淑
氏
は
、
『
樋
口
一
葉
作
品
研
究
』
(
ニ

O
O七
・
二
、
専
修
大
学
出
版
局
)

で
、
「
夫
を
取
り
囲
む
門
限
り
も
知
れ
ず
広
き
世
』
と
自
分
を
取
り
囲
む
『
有

限
だ
け
の
家
の
内
』
と
い
う
環
境
の
差
に
目
を
向
け
た
町
子
は
、
『
御
出
世
』

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
広
く
な
る
『
世
の
中
』
で
『
次
第
に
御
器
量

ま
し
』
て
い
く
夫
と
『
朝
夕
物
お
も
ひ
の
苦
も
知
ら
で
、
唯
ぼ
ん
や
り
と
過
』

す
自
分
、
と
い
う
自
己
発
展
に
お
け
る
速
度
差
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
」
と

述
べ
て
い
る
。

(
M
)
瀬
崎
圭
二
氏
は
、
『
流
行
と
虚
栄
の
生
成
』
(
二

O
O八
・
三
、
世
界
思
想
社
)

で
、
孤
剣
の
「
乞
食
的
結
婚
」
、
「
美
は
し
き
奴
隷
よ
」
等
を
挙
げ
、
「
こ
れ
ら

社
会
主
義
者
た
ち
の
言
説
に
は
、
女
性
の
〈
虚
栄
〉
の
結
婚
や
、
消
費
を
支
え

て
い
る
シ
ス
テ
ム
の
内
部
に
ま
で
分
け
入
っ
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
る
」
と
述

べ
て
お
り
、
示
唆
を
受
け
た
。

(
行
)
お
関
が
録
之
助
に
金
銭
を
渡
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
批
判
的
な
指
摘
が

さ
れ
て
い
る
。
菅
聡
子
氏
は
、
「
『
十
三
夜
』
|
心
の
闇
|
」
(
『
国
文
学
解
釈
と

鑑
賞
』
第
六

O
巻
六
号
一
九
九
五
・
六
)
で
、
「
お
関
が
紙
幣
を
『
小
菊
の
紙

に
し
ほ
ら
し
く
』
包
ん
で
録
之
助
に
与
え
る
こ
と
に
何
の
鴎
臨
時
も
見
せ
ぬ
」
と

述
べ
る
。
太
田
路
枝
氏
も
、
「
『
十
三
夜
』
試
論
」
(
『
甲
南
大
学
紀
要
文
学
編
』

第
一

O
三
号
一
九
九
七
・
二
一
)
「
奥
様
か
ら
車
夫
へ
の
施
し
の
金
銭
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
」
、
「
お
関
が
し
た
こ
と
は
奏
任
官
の
妻
と
い
う
現
在
の
自
己
の
地
位

に
著
し
く
依
存
し
た
行
為
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
笹
尾
佳
代
氏
も
、
「
『
十
三
夜
』

論
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
可
能
性
i
」
(
『
論
集
樋
口
一
葉
町
』
二

0
0

六
・
一
一
、
お
う
ふ
う
)
で
、
「
贈
与
さ
れ
た
『
紙
幣
』
は
、
現
在
の
お
関
が

『
原
田
の
妻
』
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
凶
)
大
井
田
義
彰
氏
は
、
「
罪
は
我
が
心
よ
り
:
・
『
わ
れ
か
ら
』
試
論
|
」
(
『
媒
』

第
五
号
一
九
八
八
・
三
乙
「
一
葉
は
『
わ
れ
か
ら
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
執
筆

さ
れ
た
『
通
俗
書
簡
文
』
(
明
二
九
・
五
、
博
文
館
)
の
中
で
、
「
女
の
騒
者
を

い
さ
む
る
文
」
と
い
う
項
目
を
設
け
、
両
親
が
没
し
た
後
、
芝
居
に
花
見
に
と
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騎
っ
た
生
活
を
続
け
る
お
町
と
よ
く
似
た
女
性
に
、
彼
女
の
友
人
が
(
略
)
注

意
を
促
す
内
容
の
手
紙
を
創
作
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
っ
か
も
と

あ
き
こ
、
甲
南
大
学
准
教
授
)




