
わ
た
　
し
　
の
「
現
代
国
語
」
教
室
　
(
一
)

1
伊
東
静
雄
　
へ
　
の
　
入
り
　
口
I
-

わ
が
ひ
と
に
与
う
る
哀
歌

太
陽
は
美
し
く
輝
き

わ
が

あ
る
い
は
　
太
陽
の
美
し
く
輝
く
こ
と
を
希
い

手
を
か
た
-
-
み
あ
わ
せ

し
ず
か
に
私
た
ち
は
歩
い
て
行
っ
た

か
く
誘
う
も
の
の
何
で
あ
ろ
う
と
も

・
フ
ち

私
た
ち
の
内
の

誘
わ
る
る
清
ら
か
さ
を
私
は
信
ず
る

無
縁
の
ひ
と
は
た
と
え

つ
ね

烏
々
は
恒
に
変
わ
ら
ず
鳴
き

aras

草
木
の
鳴
き
は
時
を
わ
か
た
ず
と
す
る
と
も

い
ま
私
た
ち
は
聴
く

私
た
ち
の
意
志
の
姿
勢
で
a
c
ォ

そ
れ
ら
の
佃
辺
な
広
大
の
讃
歌
を

あ
あ
　
わ
が
ひ
と

煤
-
こ
の
日
光
の
中
に
忍
び
こ
ん
で
い
る

口力

音
な
き
空
虚
を

歴
然
と
見
わ
-
る
目
の
発
明
の

何
に
な
ろ
う

L
　
　
　
　
　
　
ひ
と
げ
　
　
　
　
　
　
の
ほ

如
か
な
い
　
人
気
な
い
山
に
上

藤

　

　

宏

　

　

文

h
ソ

切
に
希
わ
れ
た
太
陽
を
し
て

は
ー
・
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
蝣
i
>
i
-
.
⊥
フ

殆
ど
死
し
た
糊
の
1
両
に
遍
照
さ
す
る
の
に

(
か
な
づ
か
い
・
ふ
り
が
な
と
も
、
筑
摩
版
「
現
在
国
語
2
」
に
よ
っ
た
。
)

は
　
じ
-
p
 
l
l

伊
東
静
雄
の
処
女
詩
災
『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
　
(
1
九
三
五
年
刊
)

の
詣
稲
は
、
絶
望
的
な
現
実
を
、
き
わ
め
て
隠
密
な
「
理
」
で
匿
し
た
へ
　
「
メ

ノ
ン
　
(
堪
え
忍
ぶ
者
)
」
　
(
注
-
)
　
に
よ
る
叙
情
の
世
界
で
あ
る
。
諸
評
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。

①
一
見
難
解
と
は
思
わ
れ
ぬ
作
風
で
あ
る
が
へ
　
そ
の
底
に
無
数
の
宝
石
の

粒
を
ひ
そ
み
匿
し
'
そ
の
匿
し
方
も
こ
の
詩
人
独
特
の
ひ
と
す
じ
組
で
は
行
か

ぬ
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
(
注
2
)
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◎
　
事
実
は
何
一
つ
変
り
は
し
な
い
。
む
し
ろ
悲
惨
な
現
実
を
'
精
妙
な
計

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

算
と
強
軌
な
意
志
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
正
し
い
表
現
に
転
嫁
さ
せ
る
と
こ
ろ

に
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
詩
法
の
要
請
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
(
注
3
)

③
　
す
で
に
存
在
し
て
い
る
主
題
を
言
葉
に
よ
っ
て
可
能
な
限
り
消
去
し
て

ゆ
き
、
そ
の
消
去
法
か
ら
結
果
す
る
は
ず
の
、
言
書
の
充
溢
し
た
空
無
の
う

ち
に
、
時
空
の
日
常
的
限
定
を
脱
し
た
ポ
エ
ジ
I
そ
の
も
の
の
出
現
を
期
し

た
(
注
4
)

④
　
-
ズ
ム
感
を
自
虐
的
に
抑
止
す
る
と
い
う
か
'
-
ズ
ム
感
が
非
常
に
屈

折
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
'
う
た
う
と
い
う
よ
り
は
自
分
の

内
面
を
つ
ね
に
内
省
し
分
析
し
て
い
く
よ
う
な
文
体
で
す
よ
ね
。
(
注
5
)

⑤
　
理
論
的
に
は
も
は
や
常
識
だ
が
、
こ
れ
(
加
藤
注
強
烈
な
精
神
に
よ
る

独
自
の
発
想
法
、
つ
ま
り
普
遍
的
な
「
内
容
」
と
し
て
の
思
想
で
は
な
-
主
体

的
な
「
発
想
」
と
し
て
の
思
想
)
を
身
を
も
っ
て
実
践
し
た
と
こ
ろ
に
伊
東
静

雄
の
新
し
さ
が
あ
っ
た
。
(
注
6
)

わ
た
し
た
ち
は
へ
こ
の
「
精
妙
な
計
算
」
を
、
「
逆
算
」
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出

発
し
、
何
と
か
し
て
へ
　
「
ア
イ
ロ
ニ
I
」
を
理
解
し
'
「
強
烈
な
精
神
」
に
触

れ
た
い
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
へ
わ
た
し
た
ち
は
'
詩
は
、
特
別
の
セ
ン
ス
を
持
っ
た
者
に
し
か
班

解
で
き
は
し
な
い
t
　
と
い
う
偏
見
を
持
っ
て
い
る
。
た
め
に
か
、
詩
の
単
元
に

入
る
と
、
拒
絶
反
応
が
ま
ず
生
ま
れ
へ
と
ま
ど
う
。

つ
い
て
は
、
特
別
の
「
セ
ン
ス
」
で
で
は
な
-
、
日
常
レ
ベ
ル
の
「
理
」
に

た
ち
も
ど
り
'
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
「
入
り
口
」
を
碓
か
な
も
の
に
す
る
に

は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
試
み
て
み
た
。

な
お
へ
本
年
度
「
現
代
同
語
」
の
'
わ
た
し
の
計
画
は
'
つ
ぎ
の
三
つ
の
骨

子
の
も
と
に
な
る
。
(
注
7
)

1
'
年
間
へ
五
つ
の
教
材
に
し
ぼ
る
。

二
へ
　
1
数
材
に
、
1
0
時
間
前
後
を
あ
て
る
。

三
'
グ
ル
ー
プ
学
習
を
'
継
続
的
に
生
か
す
o

以
下
は
へ
　
こ
の
第
1
学
期
後
半
の
一
〇
時
間
で
'
伊
東
静
雄
の
詩
六
嬬
(
注

8
)
を
扱
っ
た
う
ち
'
「
わ
が
ひ
と
に
与
う
る
哀
歌
」
か
ら
の
報
告
で
あ
る
。

一
グ
ル
ー
プ
で
の
菅
語

八
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
∨

①
　
川
「
わ
が
」
は
'
ど
こ
に
か
か
る
の
か
。
脚
「
ひ
と
」
と
は
'
誰
な
の

か
。◎

　
「
わ
が
ひ
と
」
は
'
存
在
す
る
の
か
し
な
い
の
か
。
こ
れ
が
'
な
ぜ

「
哀
歌
」
な
の
か
。

◎
　
ま
ず
へ
　
タ
イ
ト
ル
の
誼
み
に
み
あ
う
だ
け
の
「
わ
が
ひ
と
」
像
が
描
か

れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
、
卒
直
な
疑
問
が
み
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
、
「
わ

が
ひ
と
」
と
と
ら
え
る
こ
と
自
体
ま
ち
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と

吟
味
し
、
さ
ら
に
「
理
」
を
求
め
て
い
る
o
　
(
①
・
①
)

ま
た
、
「
哀
歌
」
も
、
本
文
中
に
「
讃
歌
」
と
あ
る
だ
け
に
、
い
っ
そ
う
疑

問
が
深
ま
っ
て
い
る
。
(
◎
)
微
視
的
・
部
分
的
な
「
理
」
の
追
求
だ
け
で

は
、
す
ぐ
に
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
0

こ
の
二
つ
の
疑
間
を
つ
き
つ
め
る
こ
と
は
'
と
り
も
な
お
さ
ず
'
伊
東
静
雄

の
計
算
を
「
逆
算
」
す
る
こ
と
で
あ
り
'
素
朴
で
あ
る
だ
け
に
'
い
っ
そ
う
貴

重
な
着
語
と
し
て
、
み
つ
め
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

<
第
一
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
つ
い
て
∨

①
　
前
の
太
陽
は
'
自
然
の
太
陽
で
あ
り
'
後
の
太
陽
は
、
作
者
の
希
い
の

内
の
太
陽
で
あ
る
と
は
思
う
が
'
な
ぜ
希
う
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
い
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ず
れ
に
し
て
も
、
太
陽
は
、
愛
情
の
清
ら
か
さ
の
象
徴
で
あ
り
、
時
勢
を
も
た

と
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

⑧
　
川
太
陽
は
、
何
か
を
暗
示
し
て
い
て
t
は
二
人
の
恋
を
祝
福
す
る
か
の

よ
う
に
「
輝
き
」
'
川
「
希
い
」
と
あ
る
か
ら
、
一
方
で
は
、
何
か
不
安
を
感

じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
後
半
の
部
分
に
つ
な
が
る
。

◎
　
芙
し
-
輝
-
太
陽
と
は
、
二
人
の
恋
を
祝
福
す
る
か
の
よ
う
に
輝
-
、

自
分
た
ち
の
恋
へ
の
讃
歌
の
1
要
素
で
あ
り
'
美
し
-
輝
く
こ
と
を
希
わ
れ
た

太
陽
と
は
、
破
局
、
つ
ま
り
「
も
う
あ
か
ん
U
と
い
う
哀
歌
の
要
素
で
あ
る
。

④
　
前
の
太
陽
は
昼
の
で
あ
り
へ
後
の
は
夜
の
で
あ
る
。
現
実
に
は
輝
い
て

い
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
へ
　
伊
東
静
雄
の
　
〟
心
の
中
″
　
で

は
、
輝
い
て
い
る
の
だ
と
言
い
た
い
の
で
は
な
い
か
。

⑤
　
過
去
の
「
私
た
ち
」
は
、
漠
然
と
周
問
の
状
況
を
受
け
取
っ
て
い
た
人

た
ち
で
、
単
な
る
太
陽
と
い
う
の
は
'
「
無
緑
の
人
」
で
あ
っ
た
自
分
の
目
に

見
え
た
太
陽
で
、
「
切
に
希
わ
れ
た
太
陽
」
と
い
う
の
は
、
現
在
の
私
達
の
日

か
ら
見
る
太
陽
で
あ
る
。

⑥
　
川
実
際
に
歩
い
て
行
っ
た
の
か
o
象
徴
的
な
意
味
か
。
脚
歩
い
て
行
-

の
は
な
ぜ
か
。
㈱
だ
れ
と
だ
れ
と
が
手
を
-
み
あ
わ
せ
た
の
か
。

◎
　
ま
ず
へ
　
い
ず
れ
に
も
'
で
き
る
だ
け
只
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
と
の
努
力

が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
「
太
陽
」
を
お
さ

え
た
上
で
、
「
存
在
し
t
か
つ
存
在
し
な
い
」
と
い
う
「
論
理
的
」
　
な
　
「
矛

盾
」
　
(
注
9
)
を
'
と
ら
え
き
っ
て
い
な
い
た
め
に
へ
伊
東
静
雄
の
「
計
算
」

が
へ
　
そ
の
「
矛
盾
」
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
に
は
、
気
づ
い
て
い
な
い
。
「
あ

る
い
は
」
に
注
目
し
て
'
二
つ
の
「
太
陽
」
が
同
時
に
半
場
し
て
い
る
こ
と
の

意
味
を
、
さ
ら
に
吟
味
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

1
方
、
「
希
い
」
と
あ
る
動
詞
の
特
性
に
注
目
し
、
ひ
と
押
し
深
ま
り
え
て

い
る
例
も
多
い
し
(
①
・
◎
・
③
)
、
「
時
勢
」
　
(
①
)
・
「
不
安
」
　
(
◎
)

・
「
哀
歌
」
　
(
③
)
・
「
〟
心
の
中
″
」
　
(
④
)
・
「
現
在
」
　
(
㊨
)
な
ど
r
t
・

い
う
と
ら
え
方
に
は
、
直
感
的
に
で
は
あ
る
が
、
伊
東
静
雄
の
「
二
面
性
」
に

至
り
え
て
の
深
さ
が
う
か
が
え
る
。

<
第
二
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
つ
い
て
∨

①
　
川
「
か
く
誘
う
も
の
」
に
は
'
何
か
大
切
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
そ

う
。
作
者
と
変
人
と
の
問
の
こ
と
か
。
脚
「
誘
う
も
の
」
と
は
'
誘
惑
か
、
作

者
自
身
か
。
何
に
誘
わ
れ
て
も
、
つ
い
て
行
く
と
い
う
の
か
。
川
「
誘
わ
る
る

清
ら
か
さ
」
と
は
'
二
人
の
愛
の
純
粋
さ
か
。
誘
う
も
の
に
誘
わ
れ
る
の
が
、

純
粋
か
。
川
「
倍
ず
る
」
で
切
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

①
　
「
か
-
誘
う
も
の
」
と
は
、
そ
う
し
た
い
と
望
む
恋
の
衝
動
を
起
こ
さ

せ
る
も
の
で
'
そ
う
し
た
い
と
願
う
気
持
ち
は
、
恋
の
清
ら
か
さ
の
証
明
で
あ

SSl
◎
　
「
か
く
誘
う
も
の
」
で
、
作
者
は
'
遠
ま
わ
し
に
'
本
能
と
い
う
か
、

肉
体
的
な
欲
望
を
言
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
'
そ
れ
を
〝
邪
恋
″
と
見
る
考
え
と

対
比
し
て
、
た
と
え
そ
う
言
わ
れ
よ
う
と
も
、
「
清
ら
か
さ
」
を
信
ず
る
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

④
　
二
人
は
、
歩
い
て
山
へ
行
っ
た
。
そ
れ
は
'
何
や
ら
得
体
の
知
れ
な
い

も
の
の
誘
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
二
人
は
、
そ
れ
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
を
信
じ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑤
　
私
た
ち
は
、
誘
う
も
の
が
何
で
あ
れ
、
成
行
き
ま
か
せ
に
歩
い
て
い

く
0
そ
の
姿
勢
は
、
自
然
で
あ
り
'
つ
ま
り
は
'
「
清
ら
か
さ
」
で
あ
る
.
そ

し
て
、
そ
の
「
清
ら
か
さ
」
は
'
私
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
も
の
・
「
意
志
の

力
」
に
通
じ
る
。

◎
　
ま
ず
、
「
何
で
あ
ろ
う
と
も
」
が
'
〟
相
手
が
、
仮
に
悪
魔
で
あ
っ

27



て
、
地
獄
へ
結
米
的
に
誘
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
よ
い
。
″
と
い
う
意
味
で

あ
り
、
〟
-
-
と
も
、
-
-
私
は
信
ず
る
。
″
と
い
う
構
文
上
の
役
割
り
を
持

っ
と
い
う
点
が
、
は
っ
き
り
と
み
さ
わ
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
自
信
の
あ

る
読
み
に
至
り
え
て
い
な
い
例
が
め
だ
つ
。
(
①
・
◎
・
◎
)

ま
た
へ
副
詞
「
か
-
」
と
鼓
初
の
セ
ン
ス
テ
ン
と
の
関
係
が
、
吟
味
さ
れ
て

い
な
い
た
め
の
不
十
分
さ
も
め
だ
つ
L
へ
一
方
で
は
、
正
し
く
と
ら
え
ら
れ
は

し
て
い
て
も
'
「
清
ら
か
さ
」
と
「
意
志
の
力
」
と
の
結
び
つ
け
ど
ま
り
で

(
◎
・
⑤
)
へ
　
「
成
行
き
ま
か
せ
」
　
(
⑤
)
と
表
現
し
て
し
ま
っ
て
も
い
る
。

<
第
三
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
つ
い
て
∨

①
　
‖
「
無
縁
の
ひ
と
」
と
は
'
誰
か
。
脚
誘
わ
れ
る
軍
り
か
さ
を
も
っ
て

い
な
い
人
の
こ
と
か
.
川
「
無
緑
の
ひ
と
は
た
と
え
」
は
、
「
か
く
誘
う
も
の

の
」
の
前
に
は
い
る
倒
置
法
で
あ
る
。

①
　
「
無
縁
の
ひ
と
は
た
と
え
」
は
、
倒
置
に
な
っ
て
お
り
へ
ど
こ
か
前
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。

◎
　
〓
私
た
ち
の
態
志
と
は
、
何
か
。
脚
「
そ
れ
ら
」
は
、
何
を
さ
し
て
い

る
の
か
。
脚
努
め
て
邪
念
を
捨
て
(
誘
わ
る
る
晴
ら
か
さ
を
も
っ
て
)
自
然
に

耳
を
傾
け
る
姿
勢
で
は
な
か
ろ
う
か
。

④
　
「
讃
歌
」
は
'
小
さ
な
も
の
か
ら
〟
無
辺
な
広
大
″
と
い
え
る
ほ
ど
の

も
の
を
見
つ
け
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
・
私
た
ち
の
意
志
の
姿
勢
に
よ
っ
て
聴
か

れ
る
も
の
で
あ
る
。

⑤
　
タ
イ
ト
ル
の
「
哀
歌
」
と
こ
の
「
讃
歌
」
と
の
関
係
は
'
ど
ち
ら
か
と

言
え
ば
'
「
讃
歌
」
の
方
が
強
い
。
こ
れ
か
ら
何
か
を
や
ろ
う
と
い
う
忠
志
が

う
か
が
え
る
。
希
望
と
不
安
が
背
中
あ
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
。

◎
　
や
は
り
へ
無
縁
の
人
々
の
こ
と
ば
も
半
分
は
所
の
中
に
あ
る
の
で
,
そ

れ
を
押
し
の
け
る
に
は
'
意
志
の
姿
勢
が
必
要
な
の
で
あ
る
0

◎
　
ま
ず
'
「
私
」
に
よ
っ
て
、
ひ
と
た
び
は
引
用
さ
れ
て
い
る
「
無
縁
の

人
」
の
主
張
は
、
構
文
上
か
ら
も
'
は
っ
き
り
と
は
お
さ
え
ら
れ
て
は
い
な

い
。
(
①
・
◎
)

っ
ぎ
に
'
「
哀
歌
」
と
「
悶
歌
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
へ
直
感
的
に
は

(
④
・
⑤
)
へ
ま
た
、
「
意
志
の
姿
勢
」
が
支
え
て
い
る
「
二
面
性
」
に
つ
い

て
も
'
「
希
望
と
不
安
が
辞
中
あ
わ
せ
」
　
(
⑤
)
と
か
、
「
半
分
は
頭
の
中

に
」
　
(
㊨
)
と
か
と
、
鋭
い
と
ら
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

<
第
四
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
つ
い
て
∨

①
　
川
「
目
の
発
明
」
と
は
'
ど
う
い
う
志
味
か
。
脚
何
が
何
に
な
る
の

か
。①

　
恋
人
が
死
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
O
し
か
し
、
直
前
で
〟
忠
志

の
姿
勢
″
と
い
っ
て
い
る
の
に
、
そ
ん
な
に
急
に
陽
か
ら
陰
へ
変
わ
る
と
は
思

え
な
い
。
人
の
間
に
'
何
か
知
ら
な
い
が
'
隔
た
り
が
で
き
て
い
る
よ
う
だ
。

③
　
彼
は
、
彼
女
の
中
に
'
「
太
陽
」
と
表
現
し
て
い
る
何
か
を
見
出
し
か

け
て
い
て
'
そ
れ
が
形
を
も
っ
て
見
出
せ
な
い
。
そ
の
あ
が
き
・
も
が
き
・
か

な
し
み
が
'
「
音
な
き
空
虚
」
で
あ
る
。

④
　
「
讃
歌
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
を
'
〟
志
味
を
な
さ
な
い
。
″
と
き

め
つ
け
る
他
人
の
志
兄
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
自
分
の
確
固
た
る
意

見
の
中
に
入
り
込
も
う
と
す
る
得
体
の
知
れ
ぬ
他
人
の
〟
も
の
の
見
方
″
の
こ

と
で
あ
る
。

◎
　
ま
ず
、
前
の
セ
ン
テ
ン
ス
と
の
、
内
容
上
の
結
び
つ
け
が
で
き
て
い
な

い
た
め
'
「
空
虚
」
と
い
う
こ
と
ば
の
半
場
を
、
ひ
じ
ょ
う
に
唐
突
に
感
じ
と

っ
て
'
ま
ご
つ
い
て
い
る
。
(
◎
・
◎
)

ま
た
、
ぎ
-
L
や
-
と
屈
折
し
た
リ
ズ
ム
も
作
用
し
て
か
'
文
節
関
係
も
つ

か
め
な
い
で
い
る
　
(
①
)
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し
か
し
'
中
に
は
、
「
讃
歌
」
と
「
空
虚
」
と
の
関
係
を
み
つ
め
て
、
そ
こ

か
ら
'
こ
の
詩
の
核
心
に
鋭
く
迫
り
え
て
い
る
例
も
あ
る
。
(
㊨
)

<
第
五
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
つ
い
て
∨

①
　
川
誰
が
山
に
上
る
の
か
。
脚
な
ぜ
「
切
に
」
希
う
の
か
。
糾
「
殆
ど
死

し
た
湖
」
と
は
、
作
者
と
愛
人
と
の
問
の
心
の
象
徴
か
。
糾
終
り
の
三
行
が
ま

っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
料
こ
の
あ
と
に
何
が
つ
づ
-
の
か
。

①
　
「
如
か
な
い
」
と
は
'
「
及
ば
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
'
「
目
の

発
明
」
が
'
「
切
に
希
わ
れ
た
-
=
遍
照
さ
す
る
の
に
」
　
「
及
ば
な
い
」
と
し

か
考
え
よ
う
が
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
'
修
飾
関
係
が
ま
っ
た
-
狂
っ
て
し
ま

I
B⑧

　
「
殆
ど
死
し
た
湖
」
と
は
、
恋
が
や
ぶ
れ
て
、
以
前
の
よ
う
な
幸
福
な

状
態
が
な
く
な
り
、
も
の
さ
び
し
く
な
っ
た
作
者
の
心
う
ち
。

①
　
死
ん
だ
よ
う
な
湖
に
も
さ
ん
さ
ん
と
-
-
。
そ
れ
に
く
ら
べ
た
ら
「
空

虚
を
-
-
発
明
」
な
ど
'
何
に
も
な
ら
な
い
。
切
に
希
わ
れ
た
太
陽
の
よ
う
に

限
り
な
-
愛
せ
と
い
っ
て
い
る
の
だ
。

⑤
　
他
人
の
、
馬
血
気
た
意
見
に
耳
を
貸
し
た
と
こ
ろ
で
、
何
に
な
ろ
う

か
。
た
だ
、
我
々
の
希
望
・
太
陽
を
'
せ
い
い
っ
ぱ
い
に
輝
や
か
す
の
み
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。

◎
　
「
切
に
」
と
あ
る
の
は
、
独
断
で
こ
こ
ま
で
き
た
が
、
こ
の
ま
ま
で
は

崩
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
不
安
が
あ
る
の
で
'
さ
ら
に
太
陽
を
輝
や
か
せ
な
い
で

は
い
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

◎
　
ま
ず
、
「
如
か
な
い
」
の
構
文
上
の
役
割
り
が
'
つ
か
め
な
い
ま
ま

に
、
と
ま
ど
っ
て
い
る
(
①
)
も
の
の
、
一
方
で
は
、
「
理
」
か
ら
の
追
求

が
'
形
の
上
で
の
必
然
に
到
達
し
え
て
も
い
る
。
(
◎
)

つ
ぎ
に
'
前
の
セ
ン
テ
ン
ス
の
内
容
と
の
優
劣
関
係
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
主

張
を
、
形
の
上
で
は
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
て
(
④
)
も
、
内
容
上
の
理
解
に
は

至
っ
て
い
な
い
例
　
(
③
・
④
)
　
も
あ
る
。

し
か
し
'
中
に
は
、
「
切
に
」
に
注
目
し
て
'
核
心
に
迫
り
え
て
い
る
例
も

あ
る
。
(
㊨
)

こ
の
よ
う
に
見
て
-
る
と
、
各
グ
ル
ー
プ
か
ら
提
出
さ
れ
た
第
1
次
の
若
語

は
'
㊥
直
感
的
に
は
、
鋭
-
核
心
に
迫
り
え
て
は
い
る
と
言
え
る
が
へ
　
し
か

し
へ
⑧
「
理
」
か
ら
も
い
ま
ひ
と
押
し
と
も
惜
し
ま
れ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
鋭
さ
を
へ
何
と
か
し
て
'
「
理
」
で
磨
き
上
げ
、
お

た
が
い
に
納
得
し
合
え
る
「
読
み
」
を
持
ち
始
め
た
い
も
の
で
あ
る
。

二
　
わ
た
し
の
発
問

そ
こ
で
、
わ
た
し
は
、
こ
の
よ
う
な
実
態
を
そ
の
ま
ま
に
、
各
グ
ル
ー
プ
に

向
け
て
、
ま
ず
、
つ
ぎ
の
発
問
を
試
み
た
。
各
問
い
の
あ
と
の
二
項
は
、
グ
ル

ー
プ
よ
り
提
出
さ
れ
た
「
答
え
」
の
例
を
'
そ
の
ま
ま
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

①
　
「
太
陽
」
は
、
川
事
実
と
し
て
は
'
輝
い
て
い
る
の
か
へ
　
い
な
い
の

か
。
脚
ま
た
、
「
私
」
は
、
そ
れ
を
ど
う
認
識
し
て
い
る
の
か
。

〇
　
日
輝
い
て
は
い
な
い
。
反
突
仮
想
と
解
釈
。
な
ぜ
な
ら
へ
　
「
希
い
」
と

あ
る
し
、
後
半
に
希
望
が
み
ら
れ
な
い
か
ら
。
脚
実
際
に
は
輝
い
て
い
な
い

が
、
輝
い
て
は
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
太
陽
は
'
作
者
の
理
想
・
変
を
表
わ

す
。〇

　
日
現
在
は
輝
い
て
い
な
い
o
輝
い
て
い
れ
ば
(
現
在
)
　
こ
の
詩
は
苔
け

な
い
。
脚
恋
の
終
り
を
自
覚
し
て
い
る
の
だ
が
'
で
も
や
は
り
希
望
を
持
ち
た

い
?
あ
き
ら
め
?

⑧
　
第
二
・
第
三
の
「
文
」
で
、
川
「
何
で
あ
ろ
う
と
も
」
は
、
ど
の
文
節
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は
つ
づ
-
の
か
。
ま
た
、
脚
「
た
と
え
」
は
'
ど
の
文
節
に
つ
づ
き
'
さ
ら
に
、

そ
の
文
節
は
'
ど
の
文
節
に
つ
づ
く
の
か
。
川
そ
の
結
果
'
第
三
の
「
文
」
で

の
主
語
・
述
語
は
、
何
々
と
わ
か
る
か
。

〇
日
信
ず
る
　
は
す
る
と
も
　
聴
く
　
川
私
た
ち
・
聴
く

○
　
(
加
藤
注
右
に
同
じ
。
た
だ
し
'
以
下
の
注
記
あ
り
。
)
　
〟
述
語
動
詞

と
逆
接
の
接
続
詞
が
抜
け
て
い
る
の
だ
。
す
る
と
も
-
-
聴
か
な
い
。
し
か

し
-
-
聴
く
。
″
と
。

◎
　
「
無
線
の
ひ
と
」
と
は
'
川
ど
ん
な
考
え
方
を
す
る
人
た
ち
で
、
の
そ

れ
は
'
ど
の
部
分
か
ら
わ
か
り
t
　
的
そ
の
部
分
は
、
ど
う
解
釈
さ
れ
る
か
。

脚
そ
れ
に
対
し
て
、
「
私
」
は
'
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
o

O
 
H
あ
ん
ま
り
感
動
し
な
い
人
の
鳥
々
は
恒
に
変
わ
ら
ず
鳴
き
草
木
の
噴

き
は
時
を
わ
か
た
ず
と
す
る
と
も
　
5
:
お
よ
び
は
は
'
解
答
で
き
な
い
。

†
マ

〇
日
ど
-
あ
た
り
ま
え
の
考
え
方
を
持
つ
人
々
、
私
た
ち
と
対
照
的
な
考

え
を
も
つ
人
々
　
川
音
な
き
空
虚
を
歴
然
と
見
わ
-
る
日
の
発
明
　
的
自
然
を

探
-
考
え
ず
'
た
だ
自
分
の
回
り
に
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
平
凡
な

人
　
脚
私
た
ち
は
、
自
然
の
無
辺
な
広
大
の
讃
歌
を
聴
く
'
す
ば
ら
し
い
も
の

と
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
考
え
を
'
全
面
的
に
否
定
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る

が
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
、
理
想
・
希
望
で
あ
り
'
そ
れ
が
で
き
な
い

か
ら
「
哀
歌
」
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
結
局
は
、
「
紐
緑
の
人
」
と
同
じ
で

あ
る
。
が
'
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
、
抵
抗
を
感
じ
て
い
る
。

④
　
タ
イ
ト
ル
に
は
'
「
哀
歌
」
と
あ
る
。
な
の
に
'
詩
中
で
は
'
「
讃

歌
」
と
あ
る
の
は
、
な
ぜ
か
。
ま
ず
、
川
「
讃
歌
」
の
'
こ
こ
で
の
意
味
・
誰

の
誰
へ
の
と
い
う
関
係
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
上
で
'
脚
説
明
し
な
さ
い
。

〇
　
日
う
ま
-
言
え
な
い
。
鳥
々
や
草
木
の
噴
き
の
私
へ
の
讃
歌
　
は
わ
か

ら
な
い
。

〇
　
日
讃
歌
の
意
味
そ
の
も
の
・
私
の
、
私
の
愛
す
る
人
(
自
然
)
　
へ
の
讃

歌
　
脚
愛
す
る
人
に
は
、
讃
歌
を
与
え
た
い
。
で
も
、
与
え
ら
れ
な
い
の
で
、

「
哀
歌
」
と
な
る
。
愛
す
る
人
は
、
讃
歌
と
聴
き
た
-
て
聴
け
る
。
私
は
、
聴

き
た
-
て
も
聴
け
な
い
。

⑤
　
「
あ
あ
わ
が
ひ
と
」
に
つ
づ
-
二
つ
の
「
文
」
の
う
ち
、
〓
は
じ
め
の

文
の
主
語
・
述
語
へ
　
お
よ
び
、
は
あ
と
の
文
の
主
語
は
何
か
。

〇
　
日
目
の
発
明
・
何
に
な
ろ
う
。
脚
目
の
発
明

〇
　
日
は
じ
め
は
'
「
空
虚
・
忍
び
こ
ん
で
い
る
」
と
考
え
た
が
、
「
発
明

の
・
何
に
な
ろ
う
」
と
考
え
な
お
し
た
。
は
ま
ず
、
述
語
で
ま
よ
っ
た
。
「
如

か
な
い
」
な
の
か
「
何
に
な
ろ
う
」
な
の
か
と
。
け
っ
き
ょ
-
'
「
遍
照
さ
す

る
の
に
」
　
-
　
「
何
に
な
ろ
う
」
と
つ
づ
-
倒
置
法
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た

が
、
か
ん
じ
ん
の
主
語
は
'
不
明
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l

◎
　
「
歴
然
と
見
わ
く
る
日
」
と
は
、
川
何
を
ど
う
す
る
目
で
'
脚
そ
れ
は
　
班

「
私
」
に
よ
っ
て
は
、
何
と
く
ら
べ
て
、
ど
う
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
。
　
　
　
L

O
　
川
音
な
き
空
虚
を
は
っ
き
り
見
わ
け
る
目
　
は
⑦
「
切
に
希
わ
れ
た
太

陽
」
と
く
ら
べ
て
、
「
殆
ど
死
し
た
湖
の
1
面
に
遍
照
さ
す
る
」
の
に
及
ば
な

い
。
お
と
っ
て
い
る
。
㊥
「
切
に
希
わ
れ
た
太
陽
を
し
て
殆
ど
死
し
た
湖
の
1

両
に
遍
照
さ
す
る
」
の
に
く
ら
べ
て
及
ば
な
い
。
お
と
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ

兄
の
意
見
が
で
て
'
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
。

〇
日
輝
-
こ
の
日
光
の
中
に
忍
び
こ
ん
で
い
る
音
な
き
空
虚
を
歴
然
と
わ

く
る
日
　
脚
わ
か
ら
な
い
。
と
に
か
く
私
に
は
、
二
人
の
関
係
が
さ
め
て
い

く
の
が
わ
か
っ
て
い
て
も
'
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

⑦
　
「
如
か
な
い
」
と
は
、
川
何
(
Ⅹ
)
が
、
何
(
Y
)
　
に
、
そ
う
な
の

か
。
さ
ら
に
、
脚
Y
を
、
詳
し
-
説
明
し
な
さ
い
o

O
　
の
Ⅹ
　
目
の
発
明
　
Y
　
遍
照
さ
す
る
の
　
脚
話
し
合
っ
た
が
'
わ
か



ら
な
か
っ
た
。

○
　
川
Ⅹ
　
音
な
き
空
虚
を
歴
然
と
見
わ
-
る
目
の
発
明
　
Y
　
人
気
な
い

山
に
上
り
切
に
希
わ
れ
た
太
陽
を
し
て
殆
ど
死
し
た
湖
の
一
面
に
遍
照
さ
す
る

懸
1
人
の
問
に
で
き
た
活
を
た
だ
見
つ
め
て
い
る
よ
り
も
、
人
工
的
に
作
ら
れ

た
、
す
な
わ
ち
希
望
を
杭
極
的
に
も
っ
て
へ
今
の
二
人
の
冷
た
い
問
を
殆
ど
死

し
た
糊
に
太
陽
が
照
っ
て
復
活
す
る
よ
う
に
、
も
っ
と
埋
め
合
わ
せ
た
方
が
よ

か
っ
た
な
あ
と
'
後
悔
し
て
い
る
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

◎
　
タ
イ
ト
ル
を
「
わ
が
ひ
と
に
捧
ぐ
る
讃
歌
」
と
し
た
ら
'
ど
う
な
る
と

思
う
か
。

○
　
ど
う
い
う
こ
と
を
答
え
れ
ば
よ
い
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
「
讃

歌
」
と
い
う
の
は
'
「
あ
あ
　
わ
が
ひ
と
」
以
下
の
後
半
と
矛
盾
す
る
か
ら
お

か
し
い
。

o
　
「
捧
ぐ
」
と
す
れ
ば
、
作
者
の
恋
人
を
高
く
持
ち
上
げ
て
、
何
か
作
者

と
し
て
も
理
想
的
で
何
よ
り
も
大
事
な
人
だ
と
い
う
事
に
な
る
が
、
「
与
う
」

と
し
て
い
る
点
で
'
理
想
的
な
人
で
は
な
い
事
を
真
に
に
お
わ
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
へ
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
検
討
し
、
さ
ら
に
'
全
体
に
発
表
し
討
議

す
る
中
で
、
セ
ン
テ
ン
ス
別
の
内
容
は
'
よ
う
や
く
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
は
理
解

で
き
た
よ
う
で
あ
る
。

①
　
現
実
は
ど
う
で
あ
れ
、
「
私
」
は
、
頭
の
中
に
「
太
陽
」
を
輝
か
せ

て
、
「
わ
が
ひ
と
」
と
山
へ
向
か
う
。

◎
　
た
と
え
、
悪
魔
が
地
獄
へ
誘
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
誘
わ
れ

て
山
へ
向
か
う
「
清
ら
か
さ
」
を
、
ひ
た
す
ら
信
じ
る
。

◎
　
人
が
何
と
言
お
う
と
も
、
「
意
志
の
姿
勢
」
で
、
自
然
の
、
私
た
ち
へ

の
「
讃
歌
」
を
聴
く
O

④
　
ま
た
、
こ
の
太
陽
の
も
と
に
は
実
は
空
虚
さ
が
と
'
見
抜
く
こ
と
の
大

切
さ
な
ど
は
'
一
蹴
す
る
.

⑤
　
そ
し
て
、
切
に
希
わ
れ
た
太
暢
の
も
と
に
'
何
も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
な

い
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
は
'
で
き
た
。

こ
う
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
'
「
理
」
に
よ
る
吟
味
に
よ
っ
て
、
伊
東
静
雄

の
「
精
妙
な
計
算
」
の
'
小
さ
な
「
入
り
口
」
に
さ
し
か
か
る
こ
と
は
で
き
た

よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
へ
こ
の
「
計
算
」
が
、
こ
と
は
ど
さ
よ
う
に
形
式
に

と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
省
み
な
が
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

三
　
「
入
り
口
」
で
の
問
題
点

こ
の
よ
う
に
、
わ
た
し
に
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
「
若
語
」
の
ひ
と
つ
ひ

と
つ
に
、
「
理
」
か
ら
の
発
問
を
試
み
る
と
、
そ
れ
を
受
け
た
グ
ル
ー
プ
で
　
一

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
理
解
」
の
実
態
を
、
冷
静
に
み
つ
め
な
お
す
態
度
が
生
ま
　
3

れ
る
。
一
方
へ
わ
た
し
は
、
「
若
語
」
の
よ
っ
て
立
っ
て
い
た
そ
れ
な
り
の
　
l

「
理
」
に
思
い
あ
た
り
'
そ
こ
か
ら
'
「
入
り
口
」
を
求
め
る
方
法
に
つ
い

て
'
深
-
教
え
ら
れ
る
。

①
　
語
の
、
日
常
レ
ベ
ル
で
の
「
理
」
を
、
ま
ず
み
つ
め
る
こ
と
の
大
切

E
B
B

前
述
の
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
'
え
て
し
て
、
詩
の
こ
と
ば
に
偏
見
を
持

っ
て
い
て
'
「
理
」
を
な
お
ざ
り
に
し
て
'
「
何
か
日
常
性
を
越
え
た
も
の

が
U
と
'
ま
ず
求
め
が
ち
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
伊
東
静
雄
の
「
計
算
」
に
対
し

て
は
'
と
り
わ
け
有
害
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
太
陽
」
に
し
て
も
、
「
太
陽
」
そ
の
も
の
を
詩
か
ら
遊
離
さ

せ
て
の
議
論
へ
と
走
る
。
こ
の
と
き
こ
そ
へ
　
つ
ぎ
の
吟
味
が
求
め
ら
れ
る
。

ま
ず
'
「
太
陽
」
の
、
日
常
性
の
中
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
出
し



合
い
'
整
理
は
す
る
。

つ
ぎ
に
'
接
続
詞
「
あ
る
い
は
」
に
つ
い
て
'
そ
の
日
常
に
お
け
る
意
味
・

用
法
を
、
具
体
的
な
文
例
に
よ
っ
て
吟
味
す
る
。

さ
ら
に
、
動
詞
「
希
う
」
の
持
つ
二
面
性
に
注
目
し
、
「
事
実
」
　
と
　
「
認

識
」
と
の
差
を
つ
か
む
。

以
上
三
点
を
重
ね
合
わ
せ
て
へ
わ
た
し
た
ち
は
、
「
太
陽
」
か
ら
の
l
つ
の

「
入
り
口
」
を
'
は
じ
め
て
確
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

◎
　
文
と
そ
の
構
造
を
確
認
す
る
こ
と
の
大
切
さ
。

わ
た
し
た
ち
は
、
え
て
し
て
'
直
感
的
に
目
に
つ
い
た
語
や
文
節
か
ら
'
い

ち
は
や
-
、
手
前
勝
手
な
イ
メ
ー
ジ
を
つ
-
り
出
す
た
め
に
、
文
の
「
理
」
を

離
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。

ま
ず
、
文
の
形
を
し
っ
か
り
お
さ
え
る
。
句
点
を
具
体
的
に
つ
け
て
み
る
だ

け
で
'
す
ぐ
さ
ま
へ
早
と
ち
り
が
修
正
さ
れ
、
構
え
が
確
か
な
も
の
に
な
る
。

つ
ぎ
に
'
文
の
構
造
に
た
ち
入
っ
て
み
る
。
主
・
述
の
関
係
が
確
か
め
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
す
ぐ
に
省
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
'
「
何
に
な
ろ

う
」
や
「
如
か
な
い
」
に
つ
い
て
は
へ
と
り
わ
け
そ
の
確
認
が
求
め
ら
れ
る
。

同
様
に
、
修
飾
・
被
修
飾
の
関
係
の
吟
味
も
'
お
ろ
そ
か
に
で
き
な
い
。
た

と
え
ば
'
二
つ
の
「
と
も
」
に
か
か
わ
る
関
係
や
、
結
び
の
一
行
の
「
に
」
に

っ
い
て
は
'
こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
直
感
は
奔
放
に
の
み
流
れ
'

「
入
り
口
」
を
見
失
な
う
ば
か
り
と
な
っ
て
し
ま
う
。

◎
　
直
感
の
鋭
さ
と
奔
放
さ
と
を
生
か
す
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
・
大
切
さ
。

わ
た
し
た
ち
の
教
室
で
は
、
「
理
」
を
求
め
ら
れ
る
と
1
見
し
ど
ろ
も
ど
ろ

で
は
あ
っ
て
も
'
不
思
議
と
、
「
何
と
な
く
」
と
い
う
言
い
方
の
中
に
'
時

折
、
核
心
を
つ
き
、
き
ら
り
と
光
る
〓
一
口
が
生
ま
れ
る
。

し
か
し
'
同
時
に
、
そ
の
一
言
も
、
と
も
す
る
と
'
た
だ
た
だ
膨
張
の
1
途

を
た
ど
り
、
奔
放
に
流
れ
る
。
や
は
り
'
よ
-
耳
を
す
ま
し
合
っ
て
'
三
日
、

「
入
り
口
」
と
な
る
こ
と
ば
に
、
共
通
の
場
を
求
め
、
お
た
が
い
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
押
し
っ
ぶ
さ
な
い
よ
う
に
'
心
を
く
ぼ
り
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ふ
り
返
っ
て
み
る
と
'
す
べ
て
の
1
言
は
、
「
入
り
口
」
で
実
は
あ
っ
た
の

だ
と
、
悔
や
ま
れ
る
。
ふ
と
深
い
世
界
を
示
唆
し
て
-
れ
た
三
口
が
、
時
間
や

怠
惰
の
中
に
消
え
失
せ
て
'
二
段
と
蘇
ら
な
か
っ
た
事
実
を
'
ひ
と
り
ひ
と
り

と
と
も
に
思
う
。

わ
た
し
た
ち
は
、
お
た
が
い
に
、
直
感
を
瑚
笑
し
た
り
'
奔
放
さ
を
ひ
た
す

ら
お
さ
え
に
か
か
っ
て
'
己
の
論
理
の
中
に
の
み
引
き
入
れ
よ
う
と
し
て
、
せ

っ
か
く
の
「
入
り
口
」
を
見
失
な
う
の
で
あ
る
。

④
　
「
理
解
」
と
感
動
と
は
、
か
な
ら
ず
L
も
一
致
し
な
い
こ
と
の
む
ず
か

し
さ
。○

　
こ
の
詩
は
、
作
者
が
苦
労
し
て
つ
-
り
あ
げ
た
世
界
に
つ
い
て
か
か
れ
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て
い
る
が
'
な
ぜ
こ
こ
ま
で
つ
く
り
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
を
考
え

る
と
、
そ
れ
だ
け
実
際
に
'
自
分
の
理
想
通
り
に
い
っ
て
い
な
い
現
実
が
あ
る

か
ら
で
は
な
い
か
。

○
　
こ
れ
で
、
作
者
は
、
ま
っ
た
く
思
い
ど
お
り
の
理
想
郷
を
つ
く
り
あ
げ

た
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
は
、
実
に
き
び
し
い
孤
独
の
世
界
で
あ
っ
た
と
思
う
。

そ
れ
は
'
あ
ま
り
に
も
現
実
を
'
「
無
緑
の
人
々
」
の
意
見
を
排
除
し
て
き
た

か
ら
で
は
な
い
の
か
。
そ
し
て
へ
　
「
わ
が
ひ
と
」
と
二
人
き
り
で
、
そ
の
世
界

に
ひ
た
り
き
れ
な
い
不
安
感
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
(
原
文
の
ま
ま
。

傍
拍
加
藤
。
)

右
の
二
例
は
'
い
ず
れ
も
、
ど
-
一
般
的
な
「
理
解
」
と
説
明
と
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
り
'
「
わ
が
ひ
と
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
'
「
着
語
」
の
段
階
か
ら

本
質
的
に
あ
ま
り
深
ま
っ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
ん
な
例
も
あ
る
。



を
私
は
信
ず
る
/
郡
笑
を
あ
り
の
ま
ま
に
う
け
と
り
、
自
然
な
ど
に
あ
ま
り

(

蝣

*

・

:

>

-

　

-

〇
　
思
い
ど
お
り
に
い
か
な
い
現
実
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
希

い
/
手
を
か
た
く
く
み
あ
わ
せ
し
ず
か
に
歩
い
て
行
っ
た
/
だ
れ
が
ど
こ

(

p

)

メ

-

.

∫

.

∫

-

～

-

・

1

-

へ
誘
お
う
と
も
関
係
な
く
.
/
そ
こ
へ
向
か
う
自
分
た
ち
の
自
然
な
成
り
行
き

サ
凸

興
味
を
/
示
さ
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
 
~
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
/

そ
れ
ら
清
ら
か
さ
を
ひ
た
す
ら
信
ず
る
心
で
聞
け
ば
/
た
ん
な
る
烏
々
の

声
、
草
木
の
頃
さ
も
広
大
な
讃
歌
に
き
こ
え
る
の
だ
/
あ
あ
　
わ
が
愛
す
る

(

ホ

)

′

i

一

_

ー

・

人
よ
/
他
の
考
え
を
無
視
し
て
日
光
を
輝
か
せ
て
き
た
が
/
そ
の
中
に
は

:ォ:

空
虚
さ
が

(
I
)

忍
び
こ
ん
で
い
る
と
い
う
人
が
い
る
/
し
か
し
私
た
ち
ほ
そ
う
い

(
チ
)
/
)
.
.
・
′
　
　
　
　
　
_

う
こ
と
を
な
ん
と
も
思
わ
な
い
の
で
あ
る
/
現
実
を
無
視
し
だ
れ
も
い
な
い

山
に
の
ぼ
り
、
滋
後
の
力
を
ふ
り
し
ぼ
り
/
切
に
希
わ
れ
た
自
分
た
ち
の
太

陽
を
つ
-
る
/
だ
れ
も
い
な
い
し
ず
ま
っ
た
湖
に
そ
の
太
陽
を
懸
り
し
/

自
分
の
思
い
ど
お
り
の
世
界
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。
(
原
文
の
ま
ま
。
傍
線
・

符
号
'
加
藤
。
)

一
見
き
れ
い
な
「
解
釈
」
で
あ
る
。
し
か
し
'
た
と
え
ば
'
傍
綾
部
(
イ
)
か
ら

(
チ
)
に
つ
い
て
'
よ
-
耳
を
傾
け
て
る
み
と
'
や
は
り
、
感
動
や
共
感
に
は
、
至

ヽ

　

ヽ

り
え
て
は
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
理
」
に
よ
る
「
逆
算
」
の
き
め

の
荒
さ
か
ら
-
る
限
界
が
、
こ
こ
に
定
着
し
て
し
ま
っ
た
と
、
省
み
ら
れ
る
。

お
　
わ
.
り
　
に

①
　
ま
ず
、
よ
-
取
き
入
る
耳
を
持
ち
へ
記
述
と
整
理
と
を
怠
ら
ず
'
臨
機

応
変
に
'
必
然
の
ひ
と
言
を
示
し
合
え
る
よ
う
で
あ
り
た
い
。

③
　
「
理
」
を
軟
調
し
す
ぎ
た
た
め
に
へ
伊
東
静
雄
へ
の
'
あ
る
い
は
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
別
の
「
入
り
口
」
を
、
盗
ぎ
は
し
な
か
っ
た
か
。

◎
　
「
自
虐
的
に
抑
止
」
さ
れ
た
「
-
ズ
ム
」
に
ふ
れ
え
な
か
っ
た
た
め

に
、
詩
の
生
命
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

④
　
何
よ
り
も
、
昭
和
十
年
前
後
の
「
現
実
」
を
'
現
代
に
蘇
ら
せ
え
ぬ
ま

ま
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
う
た
う
こ
と
の
困
難
な
時
代
」
の
、
「
息
苦
し
い
ま
で
に
緊
迫
し
た
、
傷
つ

い
た
野
惜
」
　
(
盗
l
o
)
と
か
へ
　
「
暗
黒
世
相
」
・
「
リ
-
ッ
ク
の
な
い
時
代
」

(
注
1
 
1
)
と
か
、
歴
史
と
伊
東
静
雄
の
個
性
と
の
稔
り
な
す
あ
り
よ
う
は
、
現

代
に
生
き
る
わ
た
し
た
ち
に
、
と
り
わ
け
昨
今
へ
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
を
捉

起
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
　
こ
の
「
入
り
口
」
の
'
何
と
'
そ
れ
に
は

ほ
ど
遠
い
こ
と
か
。

そ
の
隔
り
を
そ
の
ま
ま
に
'
伊
東
静
雄
の
世
界
は
、
遠
い
ま
ま
で
終
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

注
1
　
伊
東
静
雄
が
'
本
歌
集
名
を
そ
れ
に
な
ら
っ
た
と
い
う
'
ヘ
ル
ダ
ー

-
ン
の
詩
の
題
に
'
「
メ
ノ
ン
が
デ
イ
オ
テ
ィ
ー
マ
に
与
ふ
る
哀
歌
」

と
使
わ
れ
て
い
る
。

2
　
井
上
絹
の
、
小
高
根
二
郎
著
「
詩
人
伊
東
静
雄
」
推
薦
文
の
一
部
。

3
　
佐
藤
昭
夫
「
野
惜
詩
と
現
代
　
-
　
静
雄
・
中
也
の
場
合
　
-
　
」

(
「
国
語
科
迅
信
」
N
o
.
3
0
)

4
　
大
岡
信
「
野
情
の
行
方
　
-
　
伊
東
静
雄
と
三
好
迂
治
　
-
　
」
　
(
「
文

学
」
　
1
九
六
五
年
二
月
号
)

5
　
那
珂
太
郎
　
座
談
会
「
萩
原
朔
太
郎
を
め
ぐ
っ
て
」
中
の
発
言
(
「
国

語
通
信
」
1
9
7
4
-
l
l
)

6
　
桑
原
武
夫
「
伊
東
静
雄
詩
先
」
咋
説

7
　
拙
稿
「
わ
た
し
の
授
業
計
画
」
　
(
筑
摩
版
「
現
代
国
語
」
　
「
学
習
指

導
の
研
究
3
」
　
「
無
常
と
い
う
こ
と
」
)
を
参
照
さ
れ
た
い
.
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8
　
他
に
'
「
そ
ん
な
に
凝
視
め
る
な
」
・
「
冷
め
た
い
場
所
で
」
・

「
自
然
に
、
充
分
自
然
に
」
・
「
秋
の
海
」
・
「
詩
作
の
後
」
　
の
玉

偏
0

9
　
4
に
同
じ
。

1
0
　
大
岡
信
「
現
代
詩
人
論
」

1
1
　
萩
原
朔
太
郎
「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
　
-
　
伊
東
静
雄
君
の
詩
に

つ
い
て
　
-
　
」

(
付
記
)

本
稿
は
'
1
九
七
六
年
八
月
〓
1
日
の
、
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育

学
会
で
の
発
表
に
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
励
ま
し
-
だ
さ
っ
た
潜
水

文
雄
・
野
地
潤
家
両
先
生
へ
長
田
久
男
・
永
尾
牽
瞥
両
氏
に
'
記
し
て
感
謝

の
意
を
表
わ
し
た
い
。

1
九
七
六
・
九
・
一
二
記

(
大
阪
府
立
豊
中
高
校
教
諭
)
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