
独
　
歩
　
「
窮
　
死
」
　
論

1
∧
小
　
民
史
∨
　
の
　
帰
結
　
－

国
木
田
独
歩
の
最
晩
年
の
作
「
窮
死
」
は
、
明
治
四
十
年
六
月
「
文
芸
倶
楽

部
」
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
発
表
当
時
の
評
価
は
、
「
悲
惨
な
る
面

も
避
け
難
き
運
命
の
手
に
攫
ま
れ
て
、
死
の
谷
に
駆
り
や
ら
る
ゝ
人
の
運
命
を

措
い
た
も
の
で
、
例
の
如
く
人
を
し
て
一
種
或
る
も
の
に
触
れ
し
む
る
も
の
で

あ
る
」
（
「
趣
味
」
明
4
0
・
7
）
と
い
っ
た
好
意
的
な
批
評
が
一
部
あ
る
も
の

の
、
独
歩
自
ら
「
『
窮
死
』
一
編
は
左
迄
世
評
に
上
ら
ざ
り
L
も
、
余
は
最
後

の
一
句
た
る
『
ど
う
に
も
斯
う
に
も
や
り
き
れ
な
く
て
倒
れ
た
』
云
々
の
言
を

翫
味
し
て
貰
ひ
た
し
と
思
へ
り
。
」
（
「
病
床
録
」
明
4
1
・
7
）
と
語
っ
て
い
る

よ
う
に
、
必
ず
し
も
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
「
文
章
世
界
」
（
明
4
0
・
7
）
は
、
主
人
公
で
あ
る
文
公
の
「
死

に
到
る
径
路
が
明
瞭
で
な
い
。
肺
病
で
は
あ
り
、
働
け
は
せ
ず
、
生
き
て
ゐ
れ

ば
仲
間
の
厄
介
に
な
る
ば
か
り
だ
か
ら
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
が
、
単
に
そ
れ
だ

け
で
は
余
り
に
平
凡
だ
。
平
凡
は
難
が
な
い
に
し
て
も
、
余
り
に
唐
突
で
あ
る

と
い
ふ
誹
は
免
が
れ
ま
い
。
悲
惨
が
悲
惨
に
響
か
ぬ
の
が
第
一
の
欠
点
。
」
と
、

文
公
の
死
の
必
然
性
に
難
が
あ
る
と
批
判
し
、
「
新
潮
」
（
明
4
0
・
7
）
は
、

「
結
末
、
弁
公
の
老
爺
の
死
様
な
ぞ
は
怯
か
に
無
理
だ
、
小
細
工
だ
。
」
と
文

公
の
仲
間
で
あ
る
弁
公
の
父
の
横
死
が
小
細
工
に
過
ぎ
ぬ
と
一
蹴
し
て
い
る
。

岩
　
　
崎
　
　
文
　
　
人

た
だ
し
、
こ
の
期
の
作
品
が
す
べ
て
否
定
的
な
評
価
を
受
け
た
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
「
竹
の
木
戸
」
（
明
4
1
・
1
）
、
「
二
老
人
」
（
同
）
な
ど
は
む
し
ろ

高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
こ
う
し
た
評
価
の
分
岐
は
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
、
当

時
の
文
壇
の
動
向
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
当
人
の
思

い
と
は
無
関
係
に
、
独
歩
を
自
然
主
義
作
家
と
み
な
し
た
文
壇
の
尺
度
に
よ

る
。
自
然
主
義
作
家
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
独
歩
が
、
「
余
と
自
然
主

義
I
I
付
た
り
不
思
議
の
現
象
1
」
（
明
4
0
・
1
0
）
、
「
不
可
思
議
な
る
大
自

然
　
－
　
ワ
ー
ゾ
ワ
ー
ス
の
自
然
主
義
と
余
－
－
」
　
（
明
4
1
・
2
）
な
ど
に
お
い

て
、
い
さ
さ
か
と
ま
ど
い
ざ
み
の
表
明
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の

間
の
事
情
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

時
代
が
下
っ
て
の
「
窮
死
」
の
評
価
も
、
お
お
む
ね
否
定
的
で
あ
っ
た
。
そ

の
代
表
的
な
も
の
は
、
お
そ
ら
く
、
『
座
談
会
明
治
文
学
史
』
（
昭
3
6
・
6
）
に

お
け
る
勝
本
清
一
郎
氏
の
発
言
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
氏
は
「
明
治
四
十
年
四
月

の
破
産
以
後
に
書
い
た
『
疲
労
』
と
か
『
窮
死
』
と
か
『
二
老
人
』
と
か
『
竹

の
木
戸
』
と
か
、
（
中
略
）
み
な
油
っ
気
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
期
の
傾
向
は
別
の
人
が
そ
れ
を
受
け
継
い
で
発
展
さ
せ
ま
す
よ
。
独
歩
自

身
の
作
品
と
し
て
は
油
っ
気
が
な
く
な
っ
て
、
解
体
し
か
け
た
も
の
と
し
て
、

と
い
う
ふ
う
に
僕
は
見
て
い
ま
す
。
」
と
言
う
。
同
席
者
の
平
野
謙
氏
も
こ
の

発
言
に
賛
意
を
示
し
、
猪
野
謙
二
氏
は
、
勝
木
氏
が
明
治
三
十
五
、
六
年
の
作
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晶
、
た
と
え
ば
「
洒
中
ロ
記
」
　
「
運
命
論
者
」
　
「
女
難
」
　
「
正
直
者
」
な
ど
を

高
く
評
価
し
て
い
る
の
に
対
し
、
初
期
作
品
の
「
武
蔵
野
」
（
明
3
1
・
1
～
2
）

あ
る
い
は
「
年
内
と
鳥
鈴
窮
」
（
明
3
4
・
1
1
）
な
ど
を
特
に
挙
げ
て
い
る
の
で
、

「
窮
死
」
な
ど
晩
年
の
作
の
評
価
は
、
勝
木
発
言
と
さ
ほ
ど
隔
た
り
の
あ
る
も

の
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
「
窮
死
」
は
、
い
わ
ば
不
遇
な
位
班
に
身
を
お
き
続
け
て
き

た
わ
け
で
あ
る
が
、
実
作
者
の
側
か
ら
の
強
い
支
持
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
芥
川
龍
之
介
で

あ
る
。
芥
川
は
、
「
河
童
」
（
昭
2
・
3
）
　
の
中
で
、
「
こ
れ
は
国
木
田
独
歩
で

す
。
轢
死
す
る
人
足
の
心
も
ち
を
は
っ
き
り
知
っ
て
ゐ
た
詩
人
で
す
。
」
と
記
し

（1）

て
い
る
。
晩
年
の
芥
川
の
自
殺
者
に
対
す
る
一
種
独
特
の
崇
拝
ぶ
り
を
陳
い
た

と
し
て
も
、
芥
川
が
独
歩
を
、
と
り
わ
け
「
窮
死
」
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ

と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
志
蛮
直
哉
も
「
文
芸
」
　
（
昭
3
1
・
9
）
　
の

「
作
家
推
奨
名
作
選
」
で
、
「
す
ぐ
れ
た
短
篇
小
説
」
と
し
て
　
「
窮
死
」
を
取

り
挙
げ
、
「
も
う
、
五
十
年
位
以
前
の
作
晶
な
の
だ
が
、
国
木
田
独
歩
の
こ
の

作
晶
は
、
決
し
て
古
い
と
い
ふ
感
じ
を
受
け
な
い
。
最
近
私
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ

t
の
作
目
佃
を
読
ん
で
、
そ
の
あ
と
で
、
こ
の
『
窮
死
』
を
読
み
か
へ
し
た
が
、

す
こ
し
も
か
は
ら
ぬ
、
新
鮮
な
印
象
だ
っ
た
ゥ
　
フ
ォ
ー
ク
ナ
t
の
作
品
よ
り
ず

つ
と
上
だ
と
思
っ
た
。
独
歩
の
作
品
の
中
で
は
、
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
ゐ
た

い
や
う
だ
が
、
私
は
、
こ
れ
を
、
非
常
に
す
ぐ
れ
た
作
品
だ
と
今
で
も
思
っ
て

ゐ
る
。
」
と
記
し
て
い
る
。

独
歩
、
芥
川
、
志
賀
と
記
す
と
、
同
じ
短
篇
小
説
の
す
ぐ
れ
た
㌫
き
手
と
し

て
の
系
列
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
が
、
右
の
事
尖
は
、
名
も
な
い
一
庶
民
の
ス

ケ
ッ
チ
を
袖
に
し
た
「
綱
走
り
ま
で
」
　
（
明
4
3
・
4
）
で
実
質
的
な
出
発
を
し

（2）

た
志
封
の
、
独
歩
に
対
す
る
共
鳴
の
深
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

以
上
は
、
「
窮
死
」
の
評
価
史
に
つ
い
て
の
お
お
よ
そ
で
あ
る
が
、
最
近
、

平
岡
敏
夫
氏
が
、
こ
の
作
品
を
「
独
歩
後
期
の
代
表
的
な
短
篇
で
あ
り
、
独
歩

（3）

文
学
の
帰
結
を
示
す
す
ぐ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
」
と
い
う
積
極
的
な
血
‖
定
を
行

う
な
ど
新
し
い
動
き
が
あ
る
こ
と
は
特
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
「
窮
死
」
の
従
来
の
評
価
を
も
視
野
に
入
れ
、
こ
の

作
品
に
み
ら
れ
る
対
の
構
図
を
手
が
か
り
と
し
て
、
「
窮
死
」
の
特
r
i
を
明
ら

か
に
し
て
い
き
た
い
。

二

独
躯
の
処
女
作
「
源
叔
父
」
　
（
明
3
0
・
8
）
は
、
生
国
が
紀
州
で
あ
る
と
い

う
こ
と
．
で
、
紀
州
と
人
々
に
呼
ば
れ
た
身
よ
り
の
な
い
薄
幸
の
乞
允
少
年
と
、

社
会
の
外
に
葬
り
去
ら
れ
た
源
叔
父
と
の
交
流
を
拓
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
窮
死
」
も
ま
た
、
「
自
分
が
何
処
で
生
れ
た
の
か
全
く
知
な
い
、
両
親
も
兄
弟

な

も
有
る
の
か
無
い
の
か
す
ら
知
ら
な
い
、
文
公
と
い
ふ
称
呼
も
誰
い
ふ
と
な
く

自
然
に
出
来
た
」
肺
結
核
を
患
う
浮
浪
者
が
主
人
公
で
あ
る
。

「
窮
死
」
執
筆
中
に
、
独
歩
が
「
源
叔
父
」
を
胸
中
に
想
起
し
た
か
ど
う
か

は
別
と
し
て
、
「
窮
死
」
の
主
人
公
は
、
紀
州
の
そ
の
後
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も

の
が
あ
る
。
「
佐
伯
町
付
属
の
晶
物
の
様
に
取
扱
ほ
れ
」
て
い
た
紀
州
に
、
暖

か
い
手
を
さ
し
の
べ
た
の
は
「
有
る
か
無
き
か
に
思
は
れ
」
　
て
い
た
源
叔
父
で

あ
る
が
、
文
公
は
、
「
け
ち
な
め
し
屋
」
　
に
集
ま
る
下
層
労
働
者
す
べ
て
か
ら

手
を
さ
し
の
べ
ら
れ
る
。
作
品
の
冒
頭
は
、
ま
ず
、
こ
う
し
た
文
公
に
対
す
る

暖
か
い
同
情
を
示
す
会
話
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。

『
文
公
、
そ
う
だ
君
の
名
は
・
文
さ
ん
と
か
言
っ
た
ね
。
身
体
は
如
何
だ

ね。』『
そ
う
気
を
落
す
も
の
じ
ゃ
ア
な
い
、
し
っ
か
り
な
さ
い
』
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『
苦
る
し
さ
う
だ
、
水
を
あ
げ
や
う
か
。
』

『
水
よ
り
か
此
方
が
可
い
、
こ
れ
な
ら
元
気
が
つ
く
』

ノ

．

ヽ

『
一
木
つ
け
や
う
∵
器
誓
れ
で
な
い
と
元
気
が
つ
か
な
い
。
代
価
は
何

－
へ

時
で
も
可
い
か
ら
飲
っ
た
方
が
可
か
ら
う
。
』

わ
し

『
何
に
文
公
が
私
へ
な
い
時
は
自
分
が
如
何
に
で
も
す
る
。
え
ツ
、
文
公
、

だ
か
ら
一
ツ
飲
っ
て
見
な
。
』

以
上
は
、
文
公
の
会
話
二
箇
所
を
除
い
た
残
り
の
会
話
を
、
順
に
冒
頭
か
ら

抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
話
者
は
、
「
九
段
坂
の
最
寄
」
に
あ
る
「
け
ち
な

た

ち

°

°

°

め
し
邑
」
の
亭
主
、
お
か
み
、
お
客
で
あ
る
「
土
方
か
立
ん
は
う
位
の
極
く
下

等
な
労
働
者
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
結
核
で
胸
を
冒
さ
れ
、
「
ど
う

せ
長
く
は
な
い
」
　
「
苦
し
い
咳
息
」
で
言
葉
も
出
な
い
三
十
前
後
の
男
に
、
何

一
つ
不
平
も
抱
か
ず
、
皆
が
み
な
元
気
づ
け
の
言
葉
を
か
け
る
。
「
代
価
は
何

時
で
も
可
い
か
ら
」
と
い
い
灸
、
誰
一
人
、
文
公
が
健
康
を
回
復
し
、
そ
れ
を

返
す
可
能
性
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
「
文
公
の
お
蔭
で
陰

気
勝
に
な
る
」
の
に
、
そ
れ
さ
え
誰
一
人
と
し
て
不
平
に
思
う
者
は
い
な
い
。

こ
う
し
た
あ
り
よ
う
は
、
同
じ
仕
事
仲
間
で
あ
っ
た
弁
公
親
子
の
言
動
と
ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。

ど
こ
へ
行
く
に
も
あ
て
の
な
い
文
公
は
、
小
雨
の
中
を
「
穴
だ
ら
け
の
外
套

を
頭
か
ら
披
」
り
、
め
し
屋
を
後
に
す
る
。
悪
寒
と
苦
し
い
咳
に
耐
え
な
が
ら
、

文
公
は
ふ
と
二
月
前
に
日
本
橋
近
く
で
一
括
に
仕
事
を
し
た
時
知
り
合
い
に
な

っ
た
弁
公
の
こ
と
を
思
い
出
す
。

次
に
挙
げ
る
の
は
、
他
に
行
く
あ
て
も
な
い
文
な
し
の
文
公
が
訪
ね
て
来
た

こ
と
を
知
り
、
息
子
弁
公
を
諭
す
父
親
の
言
葉
で
あ
る
。

『
弁
公
、
泊
め
て
出
れ
、
二
人
寝
る
の
も
三
人
寝
る
の
も
同
じ
こ
と
だ
。
』

ひ

と

ご

と

『
他
人
事
と
思
ふ
な
、
乃
公
な
ん
ぞ
＝
最
早
死
な
う
と
思
っ
た
時
、
仲
間
の

者
に
助
け
ら
れ
た
な
ア
一
度
や
二
度
じ
ゃ
ア
な
い
。
助
け
て
呉
れ
る
の
は

て
め
へ

何
時
も
仲
間
中
だ
、
汝
も
此
若
者
は
仲
間
だ
助
け
て
捉
け
。
』

こ
こ
で
は
、
冒
頭
の
「
け
ち
な
め
し
屋
」
で
展
開
さ
れ
た
会
話
か
ら
帰
納
さ

れ
る
も
の
よ
り
も
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
出
し
た
時
点
で
、
は
っ
き
り
と
、
下
層

労
働
者
の
連
帯
そ
の
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
。
結
核
の
た
め
に
あ
え
ぐ
よ
う
な

息
を
す
る
文
公
を
見
て
、
弁
公
は
文
公
の
「
長
く
な
い
」
こ
と
を
知
る
が
、
弁

公
の
親
父
は
、
「
だ
か
ら
猶
は
助
け
る
の
だ
。
」
と
忠
合
し
、
「
他
人
餌
と
思
ふ

な
」
と
諭
す
。
弁
公
の
親
父
は
、
文
公
の
現
在
が
決
し
て
文
公
一
人
の
も
の
で

な
く
、
他
な
ら
ぬ
下
層
労
働
者
す
べ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

「
源
叔
父
」
に
お
い
て
は
、
源
叔
父
と
紀
州
と
い
っ
た
個
と
個
と
の
交
流
が

中
心
主
題
で
あ
っ
た
が
、
「
窮
死
」
で
は
、
文
公
に
向
け
ら
れ
る
複
数
の
人
々

の
暖
か
い
救
い
の
手
、
個
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
集
団
の
愛
が
抽
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
確
か
に
、
独
歩
文
学
の
新
し
い
展
間
と
も
い
う
べ
き
「
下
等
な
労

（1）

働
者
」
の
「
手
意
・
好
意
」
　
「
連
帯
意
識
」
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
に
引
い
た
会
話
に
象
徴
さ
れ
る
思
い
や
り
や
や
さ
し
さ
や
が
、

現
実
か
ら
遊
離
し
た
、
い
わ
ば
リ
ア
リ
ズ
ム
の
世
界
か
ら
遠
い
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
こ
と
さ
ら
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
窮
死
」
が
発
表
さ
れ

た
「
文
芸
倶
楽
部
」
の
同
じ
号
に
掲
載
さ
れ
た
江
見
水
蔭
の
「
蛇
窪
の
踏
切
」

の
主
人
公
露
代
は
、
結
核
発
病
後
、
下
宿
か
ら
は
「
唯
知
合
の
間
柄
で
、
実

は
、
肺
病
の
殉
死
を
遂
げ
る
の
は
免
じ
て
n
ひ
た
い
」
と
言
っ
て
、
無
情
に
も

追
放
さ
れ
、
実
の
姉
に
さ
え
、
「
厭
な
、
冷
め
た
い
、
苦
々
し
気
な
、
軽
蔑
を（5）

も
金
丸
、
恐
怖
を
添
へ
た
」
「
形
容
の
出
来
難
い
顔
で
」
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

伝
染
性
の
、
当
時
不
治
の
病
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
結
核
と
い
っ
た
枠
組
み
を
取

り
は
ず
し
た
と
し
て
も
、
右
に
記
し
た
よ
う
な
労
働
者
同
士
の
連
帯
が
あ
り
え
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た
か
ど
う
か
は
、
も
ち
ろ
ん
疑
問
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
い
わ
ば
持
え
も
の
と
も
思
え
る
非
現
実
的
な
場
面
設
定
は
、

い
か
な
る
意
図
の
も
と
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

「
窮
死
」
は
、
一
見
科
白
の
み
で
成
立
し
て
い
る
シ
ナ
リ
オ
の
感
を
抱
か
せ

る
が
、
場
面
そ
の
も
の
も
整
然
と
四
区
分
出
来
、
い
わ
ば
戯
曲
の
ス
タ
イ
ル
を

持
つ
。
そ
の
四
つ
は
、
先
に
示
し
た
「
九
段
坂
の
最
寄
」
に
あ
る
「
け
ち
な
め

ぷ
り
き
ぶ
き

し
尿
」
の
場
面
、
弁
公
親
子
の
住
む
「
蒋
鉄
茸
の
棟
の
低
い
家
」
で
の
場
両
、

お
よ
び
「
市
の
埋
め
立
て
工
事
」
の
場
面
、
「
新
宿
赤
羽
問
の
鉄
道
線
路
」
の

場
面
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
場
面
の
う
ち
、
前
三
場
面
と
最
終
場
面
と
は
、
内
容

上
で
大
き
く
区
分
出
来
、
特
に
冒
頭
の
場
面
と
最
後
の
場
面
は
対
立
し
て
お
り
、

い
わ
ば
対
の
梼
図
を
持
つ
と
い
っ
て
よ
い
。

た
と
え
ば
、
最
後
の
場
面
で
展
開
さ
れ
る
会
話
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。

『
二
時
の
貨
物
車
で
醗
か
れ
た
の
で
し
よ
う
。
」
と
人
夫
の
一
人
が
言
っ

た
。

『
そ
の
時
は
未
だ
降
っ
て
居
た
か
ね
？
』
と
巡
査
が
煙
草
に
火
を
点
け
な

が
ら
問
ふ
た
。

『
降
っ
て
居
ま
し
た
と
も
。
雨
の
上
っ
た
の
は
三
時
過
ぎ
で
し
た
。
』

『
ど
う
も
病
人
ら
し
い
。
ね
え
大
島
様
。
』
と
巡
査
は
医
師
の
方
を
向
い

た
、
大
島
医
者
は
巡
査
が
煙
草
を
吸
っ
て
居
る
の
を
見
て
、
自
身
も
煙
草

を
出
し
て
巡
査
か
ら
火
を
借
り
な
が
ら
、

『
無
論
病
人
で
す
。
』
と
言
っ
て
轢
死
者
の
方
を
一
寸
と
見
た
。
す
る
と

人
夫
が

う

ろ

つ

『
昨
口
井
処
の
原
を
排
御
い
て
居
た
の
が
此
野
郎
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。

た
し
か
に
此
の
外
套
を
着
た
野
郎
で
す
ひ
よ
ろ
く
歩
い
て
は
木
の
蔭
に

休
ん
で
店
ま
し
た
。
』

こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
会
話
の
主
は
、
二
人
の
人
夫
、
巡
査
、
医
師
の
六

人
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
会
話
と
先
に
引
用
し
た
冒
頭
で
の
会
話
と
を
比
較
し
て

見
る
時
、
両
者
の
落
差
は
い
か
に
も
大
き
い
。
「
身
体
は
如
何
だ
ね
。
」
「
し
っ

か
り
な
さ
い
」
と
い
っ
た
「
け
ち
な
め
し
昆
」
　
に
集
ま
っ
た
人
々
の
暖
か
い
ま

な
ざ
し
は
こ
こ
に
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
「
長
く
な
い
」
か
ら
、
そ
れ
ゆ
え
に

こ
そ
「
猶
ほ
助
け
る
の
だ
。
」
　
と
い
う
弁
公
の
親
父
の
思
い
は
皆
無
で
あ
る
。

特
に
、
「
昨
日
其
処
の
原
を
彿
御
い
て
居
た
C
が
此
野
郎
に
違
ひ
あ
り
ま
せ

ん
。
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
他
人
事
と
思
ふ
な
、
乃
公
な
ん
ぞ
最
早
死
な
う
と
思

っ
た
時
、
仲
間
の
者
に
助
け
ら
れ
た
な
ア
一
度
や
二
度
じ
ゃ
ア
な
い
。
助
け
て

呉
れ
る
の
は
何
時
も
仲
間
中
だ
、
汝
も
此
若
者
は
仲
間
だ
助
け
て
置
け
。
」
と

文
公
を
狭
い
三
壁
間
に
泊
め
た
弁
公
の
親
父
と
同
じ
下
層
労
働
者
階
級
の
、
同

じ
「
仲
間
」
の
人
夫
の
言
葉
で
も
あ
る
の
だ
。

冒
頭
の
世
界
を
根
底
で
支
え
て
い
る
の
は
、
「
け
ち
な
め
し
昆
」
　
に
集
ま
る

下
層
労
働
者
同
士
の
愛
で
あ
り
、
同
じ
労
働
者
と
し
て
の
連
帯
感
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
登
場
す
る
人
物
す
べ
て
が
善
意
の
人
、
好
意
あ
る
人
と
し
て
描
か

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
世
界
が
社
会
現
実

の
実
質
か
ら
遠
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
現
実
性
と
い
う
点

で
は
、
最
終
場
面
の
方
が
は
る
か
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、

冒
頭
の
場
面
は
、
非
現
実
ゆ
え
に
、
「
窮
死
」
と
い
う
文
学
空
間
か
ら
浮
上
し

て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
い
さ
さ
か
迂
遠
な
方
法
で
は
あ
る
が
、

作
目
l
1
1
］
「
窮
死
」
と
書
き
手
で
あ
る
独
歩
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
少
し
触
れ
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て
お
き
た
い
。

独
歩
は
、
こ
の
作
品
の
成
立
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

余
は
『
窮
死
』
の
結
末
に
於
い
て
、
「
ど
う
に
も
斯
う
に
も
や
り
き
れ

な
く
て
倒
れ
た
。
」
と
言
へ
り
。
自
殺
者
の
心
事
を
説
明
す
る
に
、
何
程

考
ふ
る
の
も
他
に
適
当
な
る
言
薬
な
く
、
空
し
く
二
目
を
費
し
て
漸
く
考

へ
得
た
る
は
即
ち
此
一
句
な
り
。
戎
日
大
久
保
へ
帰
る
途
中
に
て
悲
惨
な

る
轢
死
者
の
最
後
を
日
日
整
し
て
、
帰
途
余
は
彼
の
心
事
を
思
ひ
て
、
ホ
P

ノ
＼
と
泣
き
な
が
ら
家
に
帰
れ
り
。
共
時
の
感
想
を
材
料
と
し
て
、
自
殺

者
の
余
儀
な
き
運
命
を
描
き
た
る
が
即
ち
『
窮
死
』
一
篇
な
り
。
筆
を
執

（6）

っ
て
も
余
は
泣
き
つ
⊥
書
け
り
。

こ
の
い
さ
さ
か
オ
ー
バ
ー
と
も
思
え
る
内
面
露
呈
も
、
独
歩
の
当
時
の
実
情

を
思
え
は
、
う
な
ず
け
な
く
も
な
い
。
こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
轢
死
事
件
が
事

へ

7

）

実
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
独
歩
の
友
人
吉
江
孤
脛
の
記
し
た
追
悼
文
に
よ
っ
て
も

確
か
め
ら
れ
る
が
、
当
時
の
独
歩
に
つ
い
て
、
吉
江
は
「
大
久
保
に
来
ら
れ
る

前
、
即
ち
独
歩
社
時
代
か
ら
始
終
喉
が
痛
い
と
云
つ
て
居
ら
れ
た
。
そ
し
て
夕

方
は
何
時
も
定
ま
っ
て
発
熱
す
る
。
其
時
分
か
ら
し
て
、
何
所
か
空
気
の
好
い

処
を
選
ん
で
、
二
三
ケ
月
静
養
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
つ
て
居
た
。
独
歩
社
解
散

後
大
久
保
に
来
ら
れ
た
の
は
、
東
京
の
中
で
も
一
番
空
気
が
好
い
と
云
ふ
の
で
、

そ
れ
で
転
地
の
や
う
な
つ
も
り
で
来
た
の
で
あ
る
。
今
考
へ
て
見
る
と
、
其
頃

か
ら
心
の
中
に
、
余
程
淋
し
さ
を
感
じ
て
居
た
や
う
に
思
へ
る
。
夕
方
な
ど
話

し
に
行
く
と
、
『
今
日
、
朝
早
く
起
き
て
、
幾
年
ぶ
り
で
自
然
界
に
彷
裡
ひ
、

自
然
に
ゆ
っ
た
り
と
包
ま
れ
た
や
う
な
気
が
し
た
、
そ
し
て
朝
の
戸
山
ケ
原
に

立
っ
て
、
青
葉
若
葉
の
香
ひ
を
嗅
ぎ
、
奈
茫
極
り
な
い
空
を
見
て
居
る
と
、
孤

独
の
感
に
堪
へ
な
い
で
、
ポ
ロ
ノ
＼
涙
が
こ
ぼ
れ
て
堪
ら
な
か
っ
た
。
』
と
云
は

れ
た
。
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
一
文
は
、
明
治
三
十
九
年
、
近
事
画
報
社
の

あ
と
を
受
け
独
歩
社
を
興
し
な
が
ら
も
、
資
金
調
達
に
追
わ
れ
、
翌
四
十
年
、

経
営
不
振
の
た
め
破
産
、
さ
ら
に
は
、
経
済
的
逼
迫
に
加
え
て
、
健
康
を
害

し
、
不
治
の
病
と
な
っ
た
肺
結
核
の
散
候
が
現
わ
れ
始
め
る
と
い
っ
た
晩
年
の

独
歩
の
苦
悩
と
孤
独
と
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
て
い
る
。

「
窮
死
」
の
主
人
公
文
公
の
抱
く
「
絶
望
的
無
我
」
は
、
お
そ
ら
く
、
書
き

手
独
歩
の
執
筆
時
の
内
面
と
緊
密
に
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
独
歩
の
言
ど

ぅ
に
も
斯
う
に
も
や
り
き
れ
な
く
て
倒
れ
た
』
云
々
の
言
を
翫
味
し
て
貰
ひ
た

し
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
悲
痛
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

「
窮
死
」
執
筆
時
の
独
歩
の
心
境
を
捕
捉
し
た
上
で
、
冒
頭
部
分
を
読
み
返
す

な
ら
ば
、
文
公
を
取
り
ま
く
人
々
の
や
さ
し
さ
や
愛
や
が
、
独
歩
の
か
く
あ
っ

て
欲
し
い
と
い
う
願
望
を
階
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
さ
え

す
る
。
「
長
く
あ
る
ま
い
」
と
い
う
思
い
は
、
独
歩
そ
の
人
の
悲
痛
な
実
感
に

裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
「
絶
望
的
無
我
」
は
、
独
歩
の

内
部
に
「
霧
の
や
う
に
重
く
」
た
ち
こ
め
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
「
窮
死
」

と
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
『
活
声
』
　
（
明
4
0
・
5
）
　
の
序
詩
「
秋
の
入
日
」
に

記
さ
れ
た
「
要
す
る
に
悉
、
逝
け
る
な
り
／
」
　
「
哀
し
、
哀
し
、
我
こ
⊥
ろ
哀

し
。
」
と
い
う
悲
唱
と
ひ
び
き
合
う
世
界
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

四

し
か
し
、
独
歩
は
、
現
実
を
生
き
る
生
活
者
で
あ
る
と
同
時
に
作
家
で
も
あ

る
。
作
家
と
し
て
の
独
歩
は
、
冒
頭
部
に
措
か
れ
た
善
意
の
世
界
、
自
ら
の
願

望
の
粧
界
に
歩
を
留
め
は
し
な
い
。
い
か
に
善
意
の
限
り
を
尽
く
し
て
も
救
済

さ
れ
ぬ
も
の
は
救
済
さ
れ
な
い
。
「
窮
死
」
の
後
半
部
は
、
現
実
を
生
き
る
独

歩
の
願
望
を
、
作
家
と
し
て
の
独
歩
が
拒
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い

る
。
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飯
m
町
の
狭
い
路
地
か
ら
貧
し
い
葬
儀
が
出
た
口
の
翌
日
の
朝
の
事
で

あ
る
。
新
宿
赤
羽
間
の
鉄
道
線
路
に
一
人
の
轢
死
者
が
発
見
つ
た
。

轢
死
者
は
線
路
の
俳
に
置
か
れ
た
ま
1
薦
が
被
け
て
有
る
が
頭
の
一
部

と
足
の
先
だ
け
は
出
て
居
た
。
手
が
一
本
な
い
や
う
で
あ
る
。
頭
は
虫
に

ま
み
れ
て
店
た
。
六
人
の
人
が
こ
の
周
国
を
ウ
ロ
〈
し
て
居
る
。
す
…
い

堤
の
上
に
児
守
の
小
娘
が
二
人
と
職
人
体
の
男
が
一
人
、
無
言
で
見
物
し

°

　

°

　

°

　

　

．

J

．

J

て
居
る
ば
か
り
、
四
辺
に
は
人
影
が
な
い
。
前
夜
の
雨
が
カ
ラ
リ
と
晴
っ

て
若
草
若
薬
の
野
は
光
り
輝
い
て
居
る
。

「
飯
田
町
の
狭
い
路
地
か
ら
」
出
た
貪
し
い
葬
儀
は
、
弁
公
の
親
父
の
葬
儀

で
あ
る
。
弁
公
の
親
父
は
、
市
の
埋
め
立
て
工
事
で
、
下
水
用
の
土
管
を
埋
め

る
た
め
、
深
い
溝
を
掘
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
ち
ょ
う
度
通
り
か
か
っ
た
、

み
な
り

紳
士
を
乗
せ
て
い
た
衣
装
の
立
派
な
車
夫
の
す
ね
に
、
は
ね
上
げ
た
土
が
あ
た

っ
て
し
ま
っ
た
。
車
夫
と
親
父
は
つ
か
み
合
い
に
な
り
、
血
気
の
車
夫
は
苦
も

な
く
親
父
を
溝
に
突
き
落
と
し
、
親
父
は
運
悪
く
「
後
脳
を
甚
く
撃
ち
肋
骨
を

折
っ
て
」
　
「
悶
絶
」
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
場
両
は
、
以
上
要
約
し
た
よ
う
な
弁
公
の
親
父
の
死
が
中
心
に
描
か
れ

て
お
り
、
作
品
中
日
収
も
動
的
な
部
分
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
全
篇
中
‥
収
も
重
要

な
科
白
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
「
衣
装
も
立

派
」
な
串
夫
に
向
か
っ
て
叫
ん
だ
弁
公
の
親
父
の
「
土
方
だ
つ
て
人
間
だ
ぞ
、

馬
庇
に
し
ヤ
ア
が
ん
な
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
科
白
は
、
下
層
労
働
者
・

っ
ま
り
弱
者
の
側
か
ら
発
せ
ら
れ
た
、
腹
の
底
か
ら
の
怒
り
で
あ
り
抗
議
で
あ

る
。
こ
の
言
葉
に
触
発
さ
れ
、
「
付
近
に
散
在
し
て
居
た
土
方
」
は
結
集
し
、

車
夫
を
疫
打
し
交
番
に
つ
き
出
す
。
ど
ろ
ま
み
れ
に
な
っ
て
「
沫
い
満
を
据
」

っ
て
い
た
親
父
と
「
串
も
衣
装
も
立
派
」
な
車
夫
と
い
う
対
の
図
式
、
お
よ
び

そ
れ
か
ら
の
発
展
と
し
て
の
土
方
の
決
起
は
、
こ
の
作
晶
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

サ
に
近
い
も
の
に
ま
で
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
下
層
労
働
者
の
怒
り
・
抗
議
は
・

た
と
え
衣
装
が
立
派
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
構
造
の
上
で
は
、
同
じ
労
働

者
で
あ
る
車
夫
に
向
け
ら
れ
る
だ
け
で
、
社
会
構
造
上
の
矛
盾
を
撃
つ
と
い
う

と
こ
ろ
に
は
い
か
な
い
。
む
ろ
ん
、
階
級
的
自
覚
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
も
い
か

な
い
。
こ
の
辺
り
に
、
心
情
的
に
弱
者
の
側
の
論
理
に
立
ち
な
が
ら
も
、
社
会

的
視
野
の
高
み
に
ま
で
行
く
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
独
歩
の
限
界
も
あ
る
わ
け

で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
は
、
独
歩
の
可
能
性
を
示
し
得
た
、
独
歩
文
学
の
新
た

な
展
望
を
拓
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

轢
死
者
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
文
公
で
あ
る
。
「
さ
て
文
公
は
何
処
へ
行
く

？
」
と
撮
り
返
し
記
さ
れ
た
そ
の
行
末
は
、
新
宿
赤
羽
間
の
鉄
道
線
路
－
自

ら
の
生
命
を
自
ら
で
－
新
ち
切
っ
た
－
　
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
如
何
に
も
斯

ぅ
に
も
や
り
き
れ
な
く
」
な
っ
て
死
を
選
ん
だ
文
公
を
、
独
歩
は
次
の
よ
う
に

冷
や
か
に
記
す
。

『
何
し
ろ
憐
れ
む
可
き
奴
サ
。
』
と
巡
査
が
言
っ
て
何
心
な
く
堤
を
見

る
と
見
物
人
が
増
へ
て
学
生
ら
し
い
の
も
交
っ
て
居
た
。

此
時
赤
羽
行
の
汽
中
か
朝
日
を
其
と
も
に
申
窓
に
受
け
て
威
勢
よ
く
駆

っ
て
来
た
。
そ
し
て
火
夫
も
運
転
手
も
乗
客
も
皆
な
身
を
乗
出
し
て
薦
の

被
け
て
あ
る
一
物
を
見
た
。

此
一
物
は
姓
名
も
原
籍
も
不
明
と
い
ふ
の
で
例
の
通
り
仮
埋
葬
の
処
置

か
受
け
た
。
こ
れ
が
公
文
の
最
後
で
あ
っ
た
。

黒
に
人
夫
が
言
っ
た
通
り
文
公
は
如
何
に
も
斯
う
に
も
や
り
き
れ
な
く

っ
て
倒
れ
た
の
で
あ
る
。

冒
頭
に
記
さ
れ
た
大
勢
の
暖
か
い
ま
な
ざ
し
に
包
ま
れ
た
文
公
は
、
こ
こ
で

は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
無
に
期
す
か
の
よ
う
に
「
一
物
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
「
曙
か
被
け
て
あ
る
」
　
「
一
物
」
は
、
「
頭
の
一
部
と
足
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の
先
だ
け
は
出
て
居
た
。
手
が
一
木
な
い
や
う
で
あ
る
。
頭
は
血
に
ま
み
れ
て

居
た
。
」
と
、
非
情
と
も
思
え
る
文
体
で
描
写
さ
れ
る
。
「
ポ
ロ
ノ
1
と
泣
き
」

「
筆
を
執
っ
て
余
は
泣
き
つ
ゝ
吾
け
り
」
と
い
っ
た
独
歩
の
直
情
は
、
作
品
の

中
で
は
い
っ
さ
い
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
。

井
吾
心
の
人
々
に
取
り
か
こ
ま
れ
、
暖
か
い
救
い
の
手
を
さ
の
し
べ
ら
れ
た
文

公
も
、
暖
か
い
手
を
さ
し
の
べ
た
弁
公
の
親
父
も
、
と
も
に
非
業
の
死
を
迎
え

る
。
そ
れ
は
、
い
う
な
れ
ば
、
敗
残
の
人
生
そ
の
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
展
開

さ
れ
た
会
話
と
‥
収
終
場
面
で
振
り
広
げ
ら
れ
た
会
話
と
の
落
差
、
主
情
を
拒
絶

し
た
冷
や
か
な
客
観
描
写
を
通
し
て
、
い
か
に
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
て
も
、

そ
の
愛
．
か
酬
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
、
否
む
し
ろ
酬
わ
れ
ぬ
こ
と
の
方
が
多
い

と
い
う
深
刻
な
主
題
が
鮮
や
か
に
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
た
ど
っ
て
く
る
と
、
冒
頭
と
最
終
場
面
と
の
対
の
構
図
は
、

主
題
を
導
く
た
め
の
必
然
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
、
冒
頭
で
展

開
さ
れ
る
会
話
が
愛
に
充
ち
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
後
半
の
悲
劇
は
、
そ

の
深
刻
さ
を
増
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
奇
妙
な
も
の
言
い
に
な
る
が

冒
頭
の
反
リ
ア
リ
ズ
ム
が
、
後
段
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
、
ひ
と
き
わ
鮮
や
か
に
際

立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
え
ば
、
「
渥
叔
父
」
の
主
題
も
ま
た
、
源
叔
父
が
い
か
に
救
い
C
手

を
さ
し
の
べ
て
も
、
紀
州
は
そ
の
愛
に
何
ら
応
え
る
こ
と
な
く
、
つ
い
に
は
、

源
叔
父
は
枯
死
し
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

五

「
窮
死
」
に
お
け
る
対
の
構
図
は
、
大
き
く
ほ
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
作
品

の
構
造
上
で
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
連
な
る
か
の
よ
う
に
、
多
く
の
対
を

挙
げ
′
？
」
と
が
出
来
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
作
品
は
、
「
西
の
空
が
其
黒
に
曇

け
し
ヽ
e

り
、
通
㍍
さ
へ
締
き
て
只
な
ら
ぬ
気
勢
」
か
ら
始
ま
り
、
「
前
夜
の
雨
が
カ
ラ
リ

と
暗
っ
て
若
草
若
共
の
野
」
が
「
光
り
糎
い
て
居
る
」
場
面
で
閉
じ
ら
れ
る
。

ま
た
、
「
衣
装
も
立
派
」
な
咋
夫
と
泥
ま
み
れ
の
弁
公
の
親
父
と
い
う
対
立
か

こ
の
作
品
の
重
要
な
モ
メ
ソ
ト
で
あ
る
こ
と
は
先
に
示
し
た
。
し
か
し
、
「
窮

死
」
の
中
で
最
も
深
い
意
妹
が
背
後
に
あ
る
の
は
、
実
は
、
先
に
挙
げ
た
引
用

文
中
に
さ
り
げ
な
く
記
さ
れ
て
い
た
、
次
の
よ
う
な
一
文
で
あ
る
。

『
何
し
ろ
憐
れ
む
可
き
奴
サ
。
』
と
巡
華
か
言
っ
て
何
心
な
く
堤
を
見

′
有
と
見
物
人
が
増
へ
て
学
生
ら
し
い
の
も
交
っ
て
居
た
。

リ
イ
ブ
ク
ネ
ヒ
ト
を
読
む
大
学
生
を
点
出
し
た
芥
川
の
「
玄
鶴
山
房
」
　
（
昭

2
・
1
～
2
）
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
「
窮
死
」
　
に
数
多
く
散
見
す
る
対
の

構
図
キ
思
う
時
、
「
見
物
人
」
中
の
「
学
生
」
は
、
思
い
の
外
重
い
意
味
を
担

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

確
か
に
、
「
習
生
書
生
と
軽
蔑
す
る
な
未
は
太
政
宮
の
お
役
人
」
（
明
治
六
年
）

と
歌
い
出
さ
れ
た
「
H
生
節
」
が
、
明
治
三
十
年
代
に
至
り
「
書
生
書
生
と
軽

蔑
す
る
な
家
へ
帰
れ
ば
若
且
郡
」
と
替
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
書
生
（
学
生
）

そ
の
も
の
の
社
会
に
お
け
る
位
置
も
変
質
し
て
い
る
。
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
明

治
十
九
年
三
月
に
発
布
さ
れ
た
「
帝
国
大
学
令
」
に
始
ま
る
学
生
C
畠
的
拡

充
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
に
伴
う
立
身
出
世
の
夢
の
後
退
、
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま

の
要
塞
か
、
こ
う
し
た
変
質
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
窮
死
」
に
点
描
さ
れ
て
い
る
「
学
生
」
が
、
下
層
労
働

者
文
公
の
人
生
と
は
全
く
異
な
っ
た
人
生
を
歩
む
の
は
確
実
な
の
だ
。

「
窮
死
」
が
発
表
さ
れ
た
明
治
四
十
一
年
の
前
年
に
発
表
さ
れ
た
自
抑
秀
湖

の
「
駅
夫
日
記
」
に
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

私
は
毎
朝
此
青
年
の
立
派
な
姿
を
見
る
毎
に
、
何
と
も
い
は
れ
ぬ
羨
し
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さ
と
、
ま
た
身
の
差
し
さ
と
を
覚
え
て
、
野
鼠
の
や
う
に
物
蔭
に
か
く
れ

る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
永
い
間
通
っ
て
摺
る
も
の
と
見
え
て
、
駅
長
と
は

特
別
懇
意
で
よ
く
駅
長
室
へ
来
て
は
巻
煙
草
を
樵
べ
な
が
ら
、
高
ら
か
に

外
国
語
の
事
な
ど
を
語
り
合
ふ
て
居
る
の
を
聞
い
た
。

私
の
娘
に
は
立
派
な
紳
士
の
礼
服
姿
よ
り
も
軍
人
の
い
か
め
し
い
制
服

姿
よ
り
も
、
此
青
年
の
背
広
の
服
を
着
た
書
生
姿
が
、
云
ひ
知
ら
ず
心
を

惹
い
て
堪
え
ら
れ
な
い
苦
痛
で
あ
っ
た
。
私
は
心
か
ら
思
ふ
た
、
功
名
も

い
ら
な
い
、
富
貴
も
用
は
な
い
、
け
れ
ど
も
只
一
度
此
脂
垢
の
潤
み
た
駅

夫
の
服
を
脱
い
で
学
校
へ
通
ふ
て
見
度
い
…
・

「
功
名
も
い
ら
な
い
、
富
意
も
い
ら
な
い
、
け
れ
ど
も
只
一
度
此
脂
垢
の
潤

み
た
駅
夫
の
脱
を
脱
い
で
学
校
へ
通
ふ
て
見
庇
い
」
と
い
う
痛
切
な
思
い
は
、

文
公
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
住
所
不
定
の
旦
展
労
働
者
の
独
自
で
は
な
く
、
定

職
を
持
つ
青
年
駅
夫
の
呟
き
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
人
公
が
、
た
と
え
、

小
学
校
を
首
席
で
卒
業
し
な
が
ら
も
、
経
済
的
不
如
意
の
た
め
、
進
学
の
道
を

断
た
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
情
を
差
し
引
い
た
と
し
て
も
、
「
学
生
」
が
や

は
り
堰
は
れ
た
人
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
、
「
富
岡
先
生
」
（
明

3
5
・
7
）
中
の
細
川
は
「
『
我
若
し
学
士
な
ら
ば
』
と
い
ふ
一
念
を
去
る
こ
と
が

出
来
な
」
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
ら
の
例
は
、
「
窮
死
」
が
発
表
さ
れ
た
明
治
後
期
に
お
け
る
「
学
生
」

の
社
会
的
位
龍
の
変
質
と
い
っ
た
点
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
な
お
、
社
会
の
底

辺
層
に
生
き
る
人
々
か
ら
見
た
「
学
生
」
の
位
崖
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

か
を
、
ほ
っ
き
き
示
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
社
会
の
底
辺
層
に
位

置
し
、
結
核
に
冒
さ
れ
、
自
ら
の
生
命
を
自
ら
断
ち
切
っ
た
文
公
と
「
学
生
」

と
の
距
離
は
い
か
に
も
大
き
い
。
「
如
何
に
も
斯
う
に
も
や
り
き
れ
な
く
」
な

っ
て
、
「
堤
か
ら
転
り
落
ち
て
線
路
の
上
へ
打
倒
れ
」
轢
死
し
た
文
公
の
死
体

を
眺
め
る
見
物
人
中
の
「
学
生
」
は
、
冷
酷
と
も
い
う
べ
き
客
観
措
写
と
相
俣

っ
て
、
文
公
の
悲
劇
を
い
っ
そ
う
増
幅
さ
せ
る
た
め
に
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。独

歩
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
死
を
描
い
た
作
家
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
す
れ
ば

浪
漫
的
情
調
に
流
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
り
、
作
晶
の
迫
真
性
を
そ
ぐ
こ
と
に
も

な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
先
に
述
べ
た
「
源
叔
父
」
の
死
も
、
文
語
体
小
説
と
い

っ
た
枠
親
み
を
取
り
去
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
浪
漫
的
色
彩
に
包
云
込
ま
れ

て
い
た
し
、
「
春
の
鳥
」
　
（
明
3
7
・
3
）
の
六
蔵
の
死
は
、
「
鳥
の
や
う
に
空

を
翔
け
廻
る
机
り
で
石
垣
の
角
か
ら
身
を
躍
ら
し
た
も
の
」
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
、
む
ろ
ん
天
主
台
か
ら
落
下
し
た
六
蔵
の
死
体
は
描
写
さ
れ
は
し
な
い
。

「
窮
死
」
と
同
じ
人
生
の
敗
残
者
を
扱
っ
た
「
河
霧
」
　
（
明
3
1
・
8
）
の
主
人

公
は
、
死
を
暗
示
す
る
感
傷
的
な
一
文
「
豊
吉
は
遂
に
再
び
岩
I
に
帰
て
来

な
か
っ
た
。
」
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
「
窮
死
」
の
主
人
公
の
死
は
、
こ
れ
ら
の
作
晶
の
抽
出
さ
れ
た
い

か
な
る
死
よ
り
も
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
。
芥
川
、
志
賀
と
い
っ
た
突
作
者
の
側

か
ら
の
強
い
支
持
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
迫
真
性
に
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
と

み
て
よ
い
。
「
悲
惨
が
悲
惨
に
響
か
ぬ
の
が
第
一
の
欠
点
。
」
と
い
う
の
は
「
文

章
世
界
」
の
批
評
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
作
品
に
み
ら
れ
る
対
の
図
式
を
一
つ
ひ

と
つ
読
み
解
く
時
、
文
公
の
死
の
悲
惨
さ
は
、
十
分
読
者
に
伝
わ
っ
て
く
る
よ

ぅ
に
思
え
る
。
確
か
に
、
文
公
の
轢
輿
と
り
わ
け
弁
公
の
親
父
の
死
な
ど

「
唐
突
」
と
み
な
さ
れ
る
一
面
が
あ
る
の
は
否
定
出
来
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が

緊
密
に
連
関
し
合
い
、
「
窮
死
」
一
篇
の
主
題
に
鮮
や
か
に
収
敷
さ
れ
て
い
る

の
も
事
尖
で
あ
る
。
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六

「
多
く
の
歴
史
は
虚
栄
の
歴
史
な
り
、
バ
ニ
テ
ィ
ー
の
記
録
な
り
。
人
類
其

の
歴
史
は
山
林
海
浜
の
小
民
に
問
へ
、
餌
学
史
と
文
学
史
と
政
権
史
と
文
明
史

の
外
に
小
民
史
を
加
へ
よ
、
人
相
の
歴
史
始
め
て
全
か
ら
ん
。
」
（
『
欺
か
ざ
る
の

記
』
）
と
独
歩
が
記
し
た
の
は
、
作
家
的
出
発
に
先
立
つ
明
治
二
十
六
年
三
月
二

十
一
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
文
を
叙
し
た
際
に
、
ど
の
程
度
熟
し
た
も
の
と
し

て
、
「
小
民
史
」
が
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
ほ
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、

今
日
、
独
歩
文
学
を
ト
ー
タ
ル
な
形
で
ふ
り
返
っ
て
み
る
時
、
「
小
民
史
」
と

い
っ
た
言
葉
に
表
徴
さ
れ
る
文
学
理
念
を
根
幹
と
し
て
、
誠
実
な
作
家
的
営
為

が
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
処
女
作
「
源
叔
父
」
か
ら
、
最

後
の
作
品
と
な
っ
た
「
二
老
人
」
に
至
る
ま
で
、
独
歩
は
一
度
も
「
小
民
史
」

の
意
識
か
ら
遊
離
し
た
こ
と
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
小
民
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
き

方
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
哲
学
的
命
題
で
あ
っ
た
「
我
は
何
処
よ
り

（8）

来
り
し
」
　
「
我
は
何
処
に
行
く
」
　
「
我
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
解
き
難
い
問
い

を
問
い
続
け
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
独
歩
の
「
小
民
史
」
が
、
そ
の
出
発
か
ら
問
題
を
学
ん
で
い
な
か

っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
独
歩
の
描
出
す
る
小
民

が
、
「
社
会
を
媒
介
す
る
こ
と
な
く
た
だ
ち
に
『
如
何
に
し
て
此
天
地
問
に
此

生
を
托
す
べ
き
か
』
と
い
う
ふ
う
に
詩
的
に
飛
躍
」
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、

（9）

「
近
代
的
な
国
民
文
学
と
し
て
の
豊
熟
に
達
す
る
こ
と
」
な
く
終
っ
た
と
い
っ

た
批
判
は
、
問
題
の
あ
り
か
を
み
ご
と
に
指
摘
し
た
も
の
の
代
表
的
な
も
の
で

あ
る
。こ

の
こ
と
を
巌
も
よ
く
表
し
て
い
る
の
は
、
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
　
（
明
3
1
・

4
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
は
、
大
津
の
思
念
を
紡
ぎ
出
す
た
め
に
、
「
小
民
」

は
点
景
と
し
て
抽
出
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
「
小
民
」
の
生
活
現
実
は
、
い

っ
さ
い
捨
象
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
社
会
の
片
隅
に
生
き
る
名
も

な
き
民
は
、
知
識
人
、
い
わ
ば
「
学
生
」
の
側
か
ら
観
念
的
に
と
ら
え
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
、
「
小
民
」
は
点
出
さ
れ
て
い
る
が
、
「
小
民
史
」
に
連
な
る
「
小

民
」
の
現
実
は
措
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
結
果
に
終
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、

「
小
民
史
」
が
真
の
「
小
民
史
」
と
な
る
た
め
に
は
、
作
家
独
歩
が
「
小
民
」

の
生
活
現
実
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
下
り
立
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
窮
死
」
に
お
い
て
は
、
作
者
の
視
点
は
、
文

公
、
つ
ま
り
弱
者
の
視
点
に
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
独
歩
と
「
小
民
」
と

の
距
離
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
見
物
人
中
の
「
学
生
」
に
象
徴
さ
れ
て
い
た
よ
う

に
、
知
識
人
と
し
て
の
高
み
か
ら
の
視
点
は
こ
こ
に
は
な
い
。
い
わ
ば
「
窮

死
」
は
、
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
構
造
と
逆
の
構
造
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

「
小
民
史
」
と
い
っ
た
観
点
か
ら
独
歩
文
学
全
体
を
僻
撤
す
る
時
、
「
窮
死
」

ま
で
の
展
開
は
、
実
は
、
「
小
民
史
」
完
成
ま
で
の
難
難
の
道
の
り
で
あ
っ
た

と
い
っ
て
よ
く
、
「
窮
死
」
は
独
歩
の
「
小
民
史
」
の
帰
結
を
示
す
作
品
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注
（
1
）
　
た
と
え
ば
、
芥
川
が
遺
書
の
中
に
自
殺
し
た
哲
学
者
マ
イ
ソ
レ
ン

デ
ル
を
記
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。

（
り
こ
　
志
封
の
独
歩
受
容
に
関
し
て
は
、
紅
野
敏
郎
氏
の
す
ぐ
れ
た
考
察

「
円
木
の
短
篇
小
説
1
そ
の
位
置
と
特
質
　
－
　
」
（
「
固
文
学
」
昭
4
4

・
6
）
が
あ
る
。

（
3
）
　
『
短
篇
作
家
・
同
木
田
独
歩
』
　
（
昭
5
8
・
5
）
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（
4
）
　
平
岡
敏
夫
「
短
篇
小
説
の
鑑
賞
『
窮
死
』
」
　
（
「
国
文
学
」
　
昭
4
4
・

6
）

（
5
）
　
「
蛇
窪
の
踏
切
」
の
主
人
公
も
、
「
窮
死
」
の
士
∴
大
公
と
同
じ
く
轢

死
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
両
轢
死
事
作
を
取
り
挙
げ
、
時
代
の
様
相
に

ま
で
言
及
し
た
す
ぐ
れ
た
論
考
が
、
平
岡
敏
夫
氏
の
「
三
つ
の
轢
死
」

（
『
日
露
戦
後
文
学
の
研
究
（
上
）
』
昭
6
0
・
5
所
収
）
　
で
あ
る
。

（
6
）
　
『
病
床
録
』
　
（
明
4
1
・
7
）

（
7
）
　
「
新
湖
・
国
木
田
独
歩
号
」
　
（
明
4
1
・
7
）

（
8
）
　
「
我
は
如
何
に
し
て
小
説
家
と
な
り
し
か
」
（
「
新
古
文
林
」
明
4
0

・
1
）

（
9
）
　
小
田
切
秀
雄
「
独
歩
と
啄
木
」
（
岩
波
講
座
『
文
学
』
昭
2
9
・
5
）

〔
付
記
〕
独
歩
の
文
章
の
引
用
は
、
全
て
学
習
研
究
社
版
、
国
木
田
独
歩
全

集
に
よ
っ
た
。
な
お
、
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
旧
字
体
の
漢
字
は
新

字
体
に
直
し
、
ル
ビ
は
必
要
の
も
の
の
み
に
限
っ
た
。

1
広
島
文
教
女
子
大
学
助
教
授
1
－

A
会
員
近
著
紹
介
V

『
鍔
酌
ヒ
イ
デ
ス
の
導
師
』

鈴
木
　
博
編

九
州
天
草
で
イ
エ
ズ
ス
会
に
よ
っ
て
一
五
九
二
年
に
‖
版
さ
れ
た

キ
リ
シ
タ
ソ
宗
教
文
学
告
で
あ
る
「
ヒ
イ
デ
ス
の
導
師
」
の
形
印
で

あ
る
。
「
ヒ
イ
デ
ス
の
導
師
」
は
ス
ペ
イ
ン
の
僧
ル
イ
ス
∴
デ
・
グ

ラ
ナ
ダ
の
原
著
を
日
本
語
に
翻
訳
、
ロ
ー
マ
字
に
て
綴
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
は
十
六
世
紀
の
日
本
語
音
紹
l
研
究
を
は

じ
め
当
代
の
国
語
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
書
は
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ソ
大
学
図
書
館
に
蔵
せ
ら
れ
る
の
み
で

研
究
者
が
簡
単
に
‖
目
に
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
本
書
が
影
印

出
版
せ
ら
れ
た
こ
と
は
学
会
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
又
、

木
彫
印
が
原
木
を
拡
大
し
て
掲
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
極

め
て
読
み
易
い
と
い
う
事
も
附
記
し
て
お
く
。

《
A
5
版
、
写
其
六
六
四
頁
。
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
、
清
文
堂
出
版

刊
、
一
三
、
〇
〇
〇
円
》
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