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一
、
問
題
の
所
在

『
母
を
恋
ふ
る
記
』
は
、
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
一
月
〜
同
年
二
月
に
、

『
大
阪
毎
日
新
聞
』・『
東
京
日
日
新
聞
』
の
両
紙
に
十
七
回
に
わ
た
っ
て
断

続
的
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
二
年
前
に
母
を
亡
く
し
た
三
十
四
歳
の

「
私
」
が
見
た
夢
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。

野
口
武
彦
氏
は
、『
母
を
恋
ふ
る
記
』
と
大
正
十
年
に
発
表
さ
れ
た
『
不

幸
な
母
の
話
』
を
、
と
も
に
谷
崎
文
学
に
お
け
る
母
性
思
念
の
「
探
求
行
の

重
要
な
里
程
標
（
1
）」
と
位
置
づ
け
、
い
ち
早
く
母
性
思
慕
と
い
う
観
点
か
ら
二

作
品
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
千
葉
俊
二
氏
は
、「
母
性
思
慕
の
主
題
が
は

じ
め
て
渾
然
た
る
芸
術
作
品
と
し
て
谷
崎
文
学
の
う
え
に
結
晶
す
る
に
は

『
母
を
恋
ふ
る
記
』
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
2
）」
と
結
論
付
け
た
上
で
、

「
こ
の
時
期
の
数
少
な
い
傑
作
の
一
つ
で
あ
る
と
と
も
に
、
数
多
い
谷
崎
文

学
の
名
作
の
一
つ
に
数
え
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
高
く
評
価
す
る
。
日

高
佳
紀
氏
も
従
来
の
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
作
が
「
谷
崎
の
母
性
思
慕

を
扱
っ
た
作
品
群
の
原
型
（
3
）」
で
あ
る
と
総
括
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
『
母
を
恋
ふ
る
記
』
に
関
す
る
先
行
研
究
を
概
観
す
る
と
、

作
者
の
谷
崎
＝
「
私
」
と
い
っ
た
捉
え
方
を
前
提
に
、
夢
の
中
で
の
「
私
」

の
歩
み
を
、「
自
己
存
在
の
根
源
探
究
（
4
）」
と
か
、「
母
子
相
姦
へ
行
き
着
く
こ

と
（
5
）」、「
禁
断
の
母
胎
内
へ
の
回
帰
（
6
）」、「
過
ぎ
去
っ
た
幼
児
期
に
向
っ
て
ひ
と

の
魂
を
遡
行
さ
せ
る
時
間
の
通
路
（
7
）」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
精
神
分
析
の
面
か

ら
解
釈
す
る
論
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
に
は
、『
母
を
恋
ふ
る
記
』

に
登
場
す
る
父
親
と
谷
崎
の
他
の
〈
母
性
思
慕
〉
作
品
に
お
け
る
父
親
と
の

比
較
か
ら
〈
母
性
思
慕
〉
作
品
に
お
け
る
父
親
の
意
味
を
問
う
論
（
8
）、
そ
し
て
、

折
口
信
夫
『
口
ぶ
え
』（
大
三
年
三
月
〜
四
月
）
の
安
良
と
『
身
毒
丸
』（
宮

内
淳
子
氏
の
論
で
は
折
口
信
夫
が
大
正
三
年
に
発
表
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ

る
）
の
身
毒
丸
と
『
母
を
恋
ふ
る
記
』
の
「
私
」
の
歩
み
を
比
較
し
て
、

「『
母
を
恋
ふ
る
記
』
に
は
、
立
ち
尽
く
す
安
良
か
ら
、
歩
き
出
し
た
身
毒
丸

へ
の
移
行
が
見
ら
れ
る
。（
中
略
）。
身
毒
丸
と
同
様
に
、
谷
崎
が
試
み
た

『
母
を
恋
ふ
る
記
』
の
旅
も
、
自
分
の
正
体
を
探
る
と
い
う
方
向
で
は
な
い
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が
、
だ
か
ら
こ
そ
、「
因
と
果
ば
か
り
」（
折
口
信
夫
『
芸
術
の
具
体
化
―
谷

崎
潤
一
郎
氏
を
中
心
に
―
』）
の
芸
術
家
意
識
の
迷
路
か
ら
抜
け
出
す
た
め

に
是
非
と
も
必
要
な
一
歩
で
あ
っ
た
（
9
）」
と
見
な
す
も
の
が
あ
り
、
ま
た
ベ
ル

グ
ソ
ン
の
『
夢
』
を
翻
訳
し
た
谷
崎
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
夢
』
の
技
法
を
借

用
し
、「
憧
憬
す
る
母
と
の
邂
逅
が
実
現
可
能
と
な
る
幻
想
的
な
世
界
（

）」
を

10

つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
と
の
見
方
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
で
は

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
『
母
を
恋
ふ
る
記
』
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
も

の
の
、『
母
を
恋
ふ
る
記
』
の
テ
ー
マ
の
考
察
に
関
し
て
は
、
結
局
の
と
こ

ろ
〈
母
恋
い
〉
と
い
う
観
点
に
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
し
か
し
、
本
作
の
夢
を
深
く
読
む
と
、〈
母
恋
い
〉
の
深
層
に
別
の

も
の
が
浮
上
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
夢
の
中
で
「
私
」
が
行
く
道
を
変
更

す
る
の
を
境
に
し
て
、
周
り
の
風
景
も
徐
々
に
明
る
く
な
り
、
出
会
っ
た

「
田
舎
の
お
媼
さ
ん
」
へ
の
嫌
悪
感
と
「
う
ら
若
い
女
」
へ
の
憧
憬
と
い
っ

た
「
私
」
の
感
情
も
対
照
的
に
描
か
れ
る
。
つ
ま
り
、『
母
を
恋
ふ
る
記
』

の
夢
を
前
後
に
分
け
て
い
る
の
は
、
作
者
が
意
図
的
に
行
っ
た
こ
と
で
あ
り
、

作
者
は
夢
の
前
後
を
対
照
的
に
描
く
こ
と
で
、
夢
の
後
半
部
で
三
味
線
を
弾

い
て
い
る
「
う
ら
若
い
女
」
に
心
惹
か
れ
て
い
く
「
私
」
の
姿
勢
を
表
現
し

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、「
私
」
が
「
や
つ
ぱ
り
思
つ
た

通
り
」、「
疑
ひ
も
な
く
」、「
違
ひ
な
い
」
な
ど
の
〈
予
覚
〉、
断
定
を
表
わ

す
言
葉
を
用
い
な
が
ら
、
夢
を
展
開
す
る
と
い
う
顕
著
な
特
色
も
見
て
取
れ

る
。
こ
こ
で
用
い
た
〈
予
覚
〉
と
い
う
言
葉
は
、
谷
崎
の
『
過
酸
化
マ
ン
ガ

ン
水
の
夢
』（『
中
央
公
論
』、
昭
和
三
十
（
一
九
五
五
）
年
十
一
月
（
原
題
）

『
過
酸
化
満
俺
水
の
夢
』）
の
中
で
「
予
は
或
る
程
度
ま
で
は
自
分
で
自
分
の

夢
を
予
覚
し
、
時
に
は
支
配
す
る
こ
と
さ
へ
も
出
来
る
や
う
な
気
が
す
る
」

と
い
う
表
現
か
ら
来
て
い
る
。
予
感
・
予
知
に
近
い
意
味
と
し
て
使
用
さ
れ

て
い
る
（
詳
細
は
後
述
す
る
）。
従
来
の
先
行
研
究
で
は
、
本
作
を
読
解
す

る
際
、
夢
を
形
作
ろ
う
と
す
る
作
者
の
ス
タ
ン
ス
を
見
落
し
て
き
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、〈
母
恋
い
〉
と
い
う
主
題
を
い
っ
た
ん
離
れ
、
ま
ず
、

幼
い
頃
に
「
私
」
と
乳
母
と
が
三
味
線
を
聞
き
な
が
ら
寝
る
と
い
う
〈
記

憶
〉
を
分
析
す
る
一
方
、『
母
を
恋
ふ
る
記
』
が
書
か
れ
た
当
時
の
谷
崎
の

私
生
活
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
作
者
の
谷
崎
が
こ
の
作
品
で
何
を
描
こ
う
と

し
た
か
を
明
確
に
す
る
。
続
い
て
、
本
作
の
夢
の
特
徴
を
分
析
し
な
が
ら
、

本
作
の
夢
と
谷
崎
の
『
過
酸
化
マ
ン
ガ
ン
水
の
夢
』
の
夢
と
を
比
較
考
察
す

る
こ
と
で
、
本
作
の
夢
の
性
質
と
そ
の
夢
に
託
さ
れ
て
い
る
も
の
を
明
ら
か

に
し
た
い
。
そ
し
て
、
夢
の
中
に
登
場
す
る
「
新
内
の
流
し
」
と
、「
新
内

の
流
し
」
を
弾
く
「
う
ら
若
い
女
」
に
心
惹
か
れ
て
つ
い
て
行
く
「
私
」
の

行
為
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
た
い
。
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
本
作
の
新

た
な
読
み
を
提
示
す
る
。

二
、〈
記
憶
〉
を
繰
り
返
し
て
書
く
こ
と
と
女
性
像
の
生
成

本
作
の
夢
に
登
場
す
る
「
私
」
と
乳
母
と
が
「
三
味
線
の
音
」
を
聞
き
な

が
ら
寝
る
と
い
う
光
景
が
、
谷
崎
の
『
生
れ
た
家
』（
大
正
十
（
一
九
二
一
）

年
九
月
『
改
造
』）、
晩
年
の
随
筆
『
幼
少
時
代
』（
一
九
五
五
年
四
月
〜
一

九
五
六
年
三
月
『
文
芸
春
秋
』）
に
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り

で
あ
る
。『
母
を
恋
ふ
る
記
』、『
生
れ
た
家
』、『
幼
少
時
代
』
で
は
、
そ
れ
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ぞ
れ
文
体
や
内
容
は
異
な
る
も
の
の
、
作
者
が
「
私
」
を
通
し
て
、
そ
の
生

い
立
ち
や
小
さ
い
頃
に
乳
母
と
一
緒
に
「
三
味
線
の
音
」（
＝
「
新
内
の
流

し
」）
を
聞
い
た
こ
と
を
回
想
す
る
場
面
を
持
つ
と
い
う
点
は
共
通
す
る
。

三
作
と
も
「
私
」
の
名
前
は
「
潤
一
」
で
あ
り
、
｢私
｣の
生
ま
れ
た
家
が

「
日
本
橋
」
で
、
小
さ
い
頃
に
「
三
味
線
の
音
」
を
聞
き
な
が
ら
乳
母
と
寝

る
場
面
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
三
作
の
語
り
手
「
私
」
は
同
一
人

物
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
三
作
は
、
こ
れ
ら
の
一
人
称
の
自
伝
系
列

小
説
で
あ
る
と
言
え
る
。
三
作
で
は
、
常
に
乳
母
の
庇
護
の
下
で
成
長
し
て

き
た
「
私
」
に
と
っ
て
乳
母
の
存
在
は
と
て
も
大
き
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た

「
私
」
と
乳
母
と
は
「
三
味
線
の
音
」
の
「
悲
し
い
節
」
を
共
有
し
て
い
る
。

三
作
中
最
も
早
く
発
表
さ
れ
た
『
母
を
恋
ふ
る
記
』
の
夢
に
お
い
て
、「
私
」

の
「
三
味
線
の
音
」（
＝
「
新
内
の
流
し
」）
に
対
す
る
認
識
は
「
哀
音
に
充

ち
た
三
味
線
の
音
」、「
悲
し
い
音
色
」
の
よ
う
に
、
終
始
「
悲
し
み
」
を
表

わ
す
点
が
印
象
深
い
が
、
そ
の
「
悲
し
み
」
の
理
由
は
明
か
さ
れ
て
い
な
い
。

だ
が
、
本
作
の
二
年
後
に
発
表
さ
れ
た
『
生
れ
た
家
』
で
は
、
そ
の
「
悲
し

み
」
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

さ
う
し
て
私
は
い
つ
迄
も
寝
ら
れ
な
い
で
居
る
。
私
が
子
供
心
に
「
悲

し
い
」
と
云
ふ
気
持
ち
を
味
ひ
初
め
た
の
は
、
さ
う
云
ふ
晩
で
あ
つ
た
。

「
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
は
い
つ
迄
も
私
を
可
愛
が
つ
て
く
れ
る
だ
ら

う
か
」「
私
は
大
き
く
な
る
と
、
奉
公
に
や
ら
れ
る
の
ぢ
や
な
い
だ
ら

う
か
」「
か
う
し
て
す
や
す
や
と
寝
て
ゐ
る
ば
あ
や
が
、
若
し
死
ぬ
や

う
な
事
が
あ
つ
た
ら
、
―
―
」
そ
の
三
味
線
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、
私

は
い
つ
も
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
続
け
た
。

つ
ま
り
、「
私
」
が
い
つ
か
父
母
の
愛
情
を
失
っ
て
奉
公
に
出
さ
れ
る
か

を
知
ら
な
い
こ
と
や
、「
ば
あ
や
」
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
な
ど
「
私
」

の
不
安
が
明
確
に
語
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
谷
崎
の
晩
年
作
『
幼
少
時
代
』（〈
父
と
母
と
〉）
で
は
、
乳
母

は
最
も
早
く
「
私
」
の
記
憶
を
占
め
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
、

「
そ
の
時
分
の
こ
と
を
「
母
を
恋
ふ
る
記
」
と
い
う
旧
作
の
中
で
書
い
て
ゐ

る
」
と
記
し
た
上
で
、
次
の
引
用
で
は
父
母
よ
り
ば
あ
や
が
い
つ
も
世
話
し

た
こ
と
を
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

私
は
乳
母
に
預
け
ら
れ
て
置
い
て
き
堀
に
さ
れ
、
一
緒
に
連
れ
て
行
か

れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
つ
た
。（
中
略
）
私
も
亦
そ
ん
な
に
駄
々
を

捏
ね
た
り
後
を
慕
つ
た
り
は
し
な
か
つ
た
。（
中
略
）
私
は
両
親
が
何

処
の
部
屋
を
寝
室
に
あ
て
ゝ
ゐ
た
の
か
、
今
に
な
つ
て
考
へ
て
も
よ
く

分
ら
な
い
。
私
は
番
頭
や
丁
稚
た
ち
が
御
飯
を
た
べ
る
十
畳
敷
ぐ
ら
ゐ

の
部
屋
か
ら
梯
子
段
を
上
つ
て
、
そ
こ
の
二
階
の
六
畳
ぐ
ら
ゐ
の
部
屋

で
乳
母
と
二
人
き
り
で
寝
た
。

従
来
、『
母
を
恋
ふ
る
記
』
と
『
幼
少
時
代
』
と
の
比
較
か
ら
、「
以
上
の

回
想
を
見
る
時
、
乳
母
と
と
も
に
過
ご
す
こ
と
が
多
く
、
母
と
心
理
的
に
隔

て
ら
れ
て
い
た
潤
一
郎
は
、
幼
い
心
の
深
層
で
常
に
母
を
希
求
し
続
け
て
い

た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
（

）」
と
見
る
論
や
、
ま
た
「
乳
母
」
は
「
母
性

11

の
世
界
へ
侵
入
す
る
た
め
の
一
つ
の
踏
み
台
で
あ
る
と
同
時
に
、
欠
落
し
た

母
の
代
用
（

）」
と
見
な
す
論
な
ど
が
あ
る
。
谷
崎
と
母
・
関
と
乳
母
と
い
う
三

12

者
の
関
係
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
以
上
の
指
摘
に
は
賛
同
で
き
る
。

し
か
し
、
本
作
を
発
表
し
た
大
正
八
年
前
後
の
谷
崎
は
、
芸
術
面
に
お
い
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て
も
、
私
生
活
面
に
お
い
て
も
か
な
り
悩
ん
で
い
る
。
大
正
四
年
五
月
、
千

代
子
と
結
婚
し
、
翌
年
、
娘
・
鮎
子
が
生
ま
れ
た
。
谷
崎
が
大
正
五
年
に
発

表
し
た
『
父
と
な
り
て
』
で
は
、「
未
だ
に
私
は
私
生
活
よ
り
も
芸
術
を
先

に
立
て
ゝ
居
る
。
た
ゞ
今
日
で
は
、
此
の
二
つ
が
軽
重
の
差
こ
そ
あ
れ
、
一

時
全
く
別
々
に
別
れ
て
し
ま
つ
て
居
る
。
私
の
心
が
芸
術
を
想
ふ
時
、
私
は

悪
魔
の
美
に
憧
れ
る
。
私
の
眼
が
生
活
を
振
り
向
く
時
、
私
は
人
道
の
警
鐘

に
脅
か
さ
れ
る
」、「
二
つ
の
心
の
闘
争
」
な
ど
、
芸
術
と
実
生
活
と
の
対
立

が
見
え
る
。
こ
う
し
た
芸
術
と
実
生
活
と
の
対
立
の
苦
悩
が
本
作
を
含
め
谷

崎
の
他
の
諸
作
に
も
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
本
作
に
お
け
る

夢
の
前
半
と
後
半
の
対
照
的
仕
組
み
は
、
大
正
期
の
谷
崎
の
対
立
的
構
造
を

持
つ
作
品
群
（

）に
通
底
し
て
い
る
が
、
夢
と
い
う
方
法
を
通
し
て
、
内
な
る
対

13

立
を
形
象
化
し
て
い
る
点
は
、
ほ
か
の
対
立
的
構
造
を
持
つ
作
品
群
に
は
な

い
本
作
独
自
の
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
構
成
か
ら
も
、
実
生
活
と
芸
術
と
の

板
挟
み
で
悩
む
作
者
・
谷
崎
の
、
現
実
の
生
活
を
脱
出
し
て
芸
術
に
没
入
せ

ん
と
す
る
願
望
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
作
者
の
谷
崎
は
『
母
を
恋
ふ
る
記
』
の
「
私
」
を
通

し
て
、
小
さ
い
頃
か
ら
母
で
な
く
乳
母
が
世
話
を
し
た
結
果
、
も
た
ら
さ
れ

た
「
私
」
の
母
性
に
対
す
る
希
求
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
よ
り
も
、
自
ら
芸
術

上
で
求
め
続
け
る
理
想
の
女
性
像
を
描
く
こ
と
を
試
み
た
可
能
性
が
高
い
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
点
は
『
母
を
恋
ふ
る
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
、
多
く
の
作

品
に
表
れ
る
三
味
線
と
関
わ
る
女
性
像
に
よ
っ
て
も
実
証
さ
れ
る
。
本
作
に

お
け
る
幼
い
頃
に
乳
母
と
三
味
線
を
聞
き
な
が
ら
寝
る
〈
記
憶
〉
は
三
味
線

を
弾
く
女
性
像
の
生
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
は
そ
の
後
、
そ
の
〈
記

憶
〉
が
『
生
れ
た
家
』、『
幼
少
時
代
』
に
も
繰
り
返
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
分
か
る
。
次
に
、『
母
を
恋
ふ
る
記
』
の
夢
の
性
質
と
、
そ
の
夢

に
託
さ
れ
た
女
性
像
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
見
よ
う
。

三
、〈
予
覚
〉
す
る
夢
と
理
想
の
女
性
像

本
作
は
、
お
ぼ
ろ
げ
な
夢
幻
の
感
覚
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
る
。
夢
の
中
で

夜
道
を
辿
り
続
け
る
「
私
」
の
視
覚
、
聴
覚
、
感
覚
は
す
べ
て
鋭
敏
に
働
い

て
い
る
。
ま
た
、「
七
つ
か
八
つ
の
子
供
で
あ
つ
た
し
、
お
ま
け
に
幼
い
時

分
か
ら
極
め
て
臆
病
な
少
年
で
あ
つ
た
」
と
い
う
自
己
認
識
も
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
。

千
葉
俊
二
氏
は
、
身
近
な
感
覚
や
、
自
己
認
識
と
文
末
を
過
去
形
で
締
め

く
く
る
点
に
注
目
し
、「「
私
は
七
つ
か
八
つ
の
子
供
で
あ
つ
た
」
と
云
う
裏

に
、
こ
の
夢
を
見
て
い
る
主
体
が
大
人
で
あ
る
こ
と
の
暗
示
が
読
み
取
れ

る
」
と
し
、
ま
た
七
つ
か
八
つ
の
「
私
」
と
は
、「
現
在
夢
を
見
て
い
る

「
私
」
の
意
識
と
夢
の
中
で
の
七
つ
か
八
つ
の
少
年
で
あ
る
「
私
」
の
意
識

（
も
し
く
は
無
意
識
）
と
の
二
重
構
造
を
も
っ
て
い
る
（

）」
と
指
摘
す
る
。
こ

14

の
指
摘
を
踏
ま
え
つ
つ
、
二
瓶
浩
明
氏
は
、
夢
の
意
識
の
「
二
重
化
」
だ
け

で
は
な
く
、
さ
ら
に
語
り
の
「
二
重
化
（

）」
を
も
指
摘
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の

15

先
行
研
究
も
、「
私
」
の
意
識
の
「
二
重
構
造
」
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
、

母
を
求
め
捜
し
て
い
る
「
私
」
の
姿
を
分
析
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
私
」

の
〈
予
覚
〉
通
り
に
夢
が
展
開
す
る
と
い
う
言
説
と
そ
の
後
の
夢
の
展
開
に

注
目
す
る
と
、
母
を
求
め
捜
す
の
み
な
ら
ず
、
性
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
女

性
に
夢
中
に
な
る
「
私
」
の
存
在
に
眼
を
引
か
れ
る
。
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誰
で
も
こ
ん
な
月
を
見
れ
ば
、
永
遠
と
云
ふ
こ
と
を
考
へ
な
い
者
は
な

い
。
私
は
子
供
で
あ
つ
た
か
ら
、
永
遠
と
云
ふ
は
つ
き
り
し
た
観
念
は

な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
何
か
知
ら
、
そ
れ
に
近
い
感
情
が
胸
に

満
ち
て
来
る
の
を
覚
え
た
。
―
―
私
は
前
に
も
こ
ん
な
景
色
を
何
処
か

で
見
た
記
憶
が
あ
る
。
而
も
其
れ
は
一
度
で
は
な
く
、
何
度
も
〳
〵
見

た
の
で
あ
る
。
或
は
、
自
分
が
此
の
世
に
生
れ
る
以
前
の
事
だ
つ
た
か

も
知
れ
な
い
。
前
世
の
記
憶
が
、
今
の
私
に
蘇
生
つ
て
来
る
の
か
も
知

れ
な
い
。
其
れ
と
も
亦
、
実
際
の
世
界
で
ゞ
は
な
く
、
夢
の
中
で
見
た

の
だ
ら
う
か
。
夢
の
中
で
、
此
れ
と
そ
つ
く
り
の
景
色
を
、
私
は
再
三

見
た
や
う
な
心
地
が
す
る
。
さ
う
だ
、
確
か
に
夢
に
見
た
事
が
あ
る
の

だ
。
二
三
年
前
に
も
、
つ
い
此
の
間
も
見
た
事
が
あ
つ
た
。
さ
う
し
て

実
際
の
世
界
に
も
、
其
の
夢
と
同
じ
景
色
が
、
何
処
か
に
存
在
し
て
ゐ

る
に
違
ひ
な
い
と
思
つ
て
ゐ
た
。
此
の
世
の
中
で
、
い
つ
か
一
度
は
其

の
景
色
に
出
遇
ふ
こ
と
が
あ
る
。
夢
は
私
に
其
れ
を
暗
示
し
て
ゐ
た
の

だ
。
其
の
暗
示
が
今
や
事
実
と
な
つ
て
私
の
眼
の
前
に
現
れ
て
来
た
の

だ
。
―
―

こ
こ
で
は
「
私
」
は
見
た
夢
が
「
予
覚
」
通
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
し
、

月
が
照
ら
す
そ
の
夢
の
世
界
に
感
銘
と
期
待
を
示
す
。
さ
ら
に
、「
私
」
の

絶
賛
す
る
月
が
照
ら
す
夢
の
世
界
の
中
で
「
隅
な
い
月
の
光
が
天
地
に
照
り

渡
つ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
其
の
月
に
照
さ
れ
る
程
の
者
は
、
悉
く
死
ん
で
ゐ

る
。
た
ゞ
私
だ
け
が
生
き
て
ゐ
る
の
だ
。
私
だ
け
が
生
き
て
動
い
て
ゐ
る
の

だ
」
と
強
調
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、「
私
」
が
「
新
内
の
流
し
」
を
弾
い
て
い

る
「
う
ら
若
い
女
」
に
出
会
う
。

三
味
線
（
＝
「
新
内
の
流
し
」）
を
夢
中
に
弾
い
て
い
る
「
う
ら
若
い
女
」

に
対
し
て
、「
私
」
は
当
初
、「
人
間
で
は
な
い
、
き
つ
と
狐
だ
。
狐
が
化
け

て
ゐ
る
の
だ
」、「
や
つ
ぱ
り
狐
の
化
け
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
、
般
若
の
や

う
な
物
凄
い
顔
を
此
方
へ
向
け
る
の
ぢ
ゃ
な
い
」
な
ど
と
心
配
を
し
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
私
」
は
、「
う
ら
若
い
女
」
の
影
に
追
い
つ
き
、

彼
女
と
並
び
合
っ
て
い
る
時
、「
ち
ら
り
と
女
の
横
顔
を
覗
き
込
ん
だ
。
彼

女
の
ふ
つ
く
ら
と
し
た
頬
の
線
だ
け
は
た
し
か
に
般
若
の
相
で
は
な
い
」
と

安
心
す
る
。
な
お
、「
私
は
其
の
鼻
が
、
高
い
、
立
派
な
、
上
品
な
鼻
で
あ

つ
て
く
れ
ゝ
ば
い
ゝ
と
思
つ
た
」
と
い
う
「
私
」
の
「
予
覚
」
通
り
、
彼
女

は
「
た
し
か
に
其
れ
は
高
い
鼻
に
違
ひ
な
い
。
高
い
、
而
も
立
派
な
鼻
に
違

ひ
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
。「
完
全
な
美
し
さ
」
を
持
つ
彼
女
に
対
し
て
、

「
私
」
は
一
種
の
満
足
感
を
あ
ら
わ
す
。
し
か
し
、「
神
秘
な
、
魔
者
の
や
う

な
物
凄
さ
を
覚
え
さ
せ
ず
に
は
措
か
な
い
の
で
あ
つ
た
、
寒
い
と
云
ふ
感
じ

の
方
が
一
層
強
か
つ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
私
」
に
と
っ
て
彼
女
は
神
秘

で
超
越
的
な
存
在
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
う
ら
若
い
女
」
と
は
、「
私
」
の

想
像
を
超
え
る
理
想
の
女
性
像
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
一
方
、
自
ら
満

足
す
る
ま
で
に
「
う
ら
若
い
女
」
を
作
り
出
す
と
同
時
に
、
夢
す
な
わ
ち

「
私
」
の
内
面
世
界
で
は
、「
私
」
に
「
悲
し
み
」
を
も
た
ら
す
「
新
内
の
流

し
」
を
「
う
ら
若
い
女
」
が
い
さ
さ
か
も
手
を
休
め
る
こ
と
な
く
弾
い
て
い

る
。
そ
し
て
、「
新
内
の
流
し
」
を
夢
中
に
弾
い
て
い
る
「
う
ら
若
い
女
」

に
「
私
」
が
心
惹
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は

後
述
す
る
。

既
に
「
私
」
の
〈
予
覚
〉
に
何
度
か
言
及
し
た
が
、
こ
の
〈
予
覚
〉
と
夢
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の
展
開
に
つ
い
て
、
他
の
谷
崎
作
品
を
引
用
し
つ
つ
こ
こ
で
説
明
し
て
お
く
。

一
人
称
の
語
り
手
が
夢
を
〈
予
覚
〉
し
、
思
い
通
り
に
夢
を
展
開
す
る
谷
崎

作
品
の
典
型
例
と
し
て
は
、『
過
酸
化
マ
ン
ガ
ン
水
の
夢
』
が
挙
げ
ら
る
。

『
過
酸
化
マ
ン
ガ
ン
水
の
夢
』
の
粗
筋
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
八
月

の
暑
中
、
主
人
公
・「
予
」
と
家
族
た
ち
は
上
京
す
る
。
家
族
ら
の
希
望
で

日
劇
小
劇
場
で
ス
ト
リ
ッ
プ
シ
ョ
ー
を
見
に
行
き
、
が
っ
か
り
さ
せ
ら
れ
る

が
、
春
川
ま
す
み
と
い
う
娘
に
「
予
」
は
最
も
魅
せ
ら
れ
る
。
翌
日
、
日
比

谷
映
画
劇
場
で
話
題
に
な
る
フ
ラ
ン
ス
の
映
画
『
悪
魔
の
や
う
な
女
』
を
鑑

賞
す
る
。「
予
」
は
浅
は
か
な
拵
え
物
で
あ
る
だ
け
に
感
じ
る
が
、
俳
優
た

ち
の
演
技
を
評
価
す
る
。
夕
方
に
日
本
料
理
を
食
べ
た
後
、
八
時
過
ぎ
の
電

車
に
乗
り
十
一
時
近
く
熱
海
に
着
く
。
過
食
し
た
「
予
」
は
睡
眠
薬
を
飲
み
、

「
半
醒
半
睡
の
境
」
に
入
り
、「
半
意
識
状
態
の
ま
ま
」
で
夢
を
見
て
い
る
。

見
た
夢
に
つ
い
て
、「
フ
ロ
イ
ド
の
「
夢
判
断
」
な
ど
に
は
ど
ん
な
風
に
説

明
し
て
あ
る
か
、
又
一
般
の
人
は
ど
う
で
あ
る
か
知
ら
な
い
が
、
予
は
或
る

程
度
ま
で
は
自
分
で
自
分
の
夢
を
予
覚
し
、
時
に
は
支
配
す
る
こ
と
さ
へ
も

出
来
る
や
う
な
気
が
す
る
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
夢
の
中
で
「
予
」
の
視

覚
、
聴
覚
、
感
覚
が
す
べ
て
働
き
、
日
常
で
見
た
映
画
や
本
に
あ
る
人
物
が

「
予
」
の
〈
予
覚
〉
通
り
に
入
れ
替
わ
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取

で
き
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、「
…
…
…
考
へ
て
ゐ

た
。
…
…
…
連
想
が
浮
か
ぶ
」、「
…
…
…
考
へ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
浮
か
ん

で
来
た
」
と
い
う
語
ら
れ
方
で
、
食
べ
物
や
糞
便
な
ど
の
形
で
「
予
」
の

〈
予
覚
〉
通
り
に
春
川
ま
す
み
、
ド
ラ
サ
ー
ル
学
園
の
校
長
ミ
シ
エ
ル
、
ミ

シ
エ
ル
の
情
婦
シ
モ
ー
ン
・
シ
ニ
ヨ
レ
の
顔
が
現
れ
、
最
後
に
人
彘
と
変

わ
っ
て
い
た
と
語
ら
れ
る
。

・
予
は
胃
袋
が
充
満
し
て
腹
部
が
ひ
ど
く
圧
迫
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
の
を
感
じ
、

彼
方
へ
寝
返
り
此
方
へ
寝
返
り
し
て
睡
眠
剤
が
早
く
利
い
て
来
る
や
う

に
と
願
ひ
な
が
ら
、
昨
夜
の
牡
丹
鱧
の
こ
と
を
考
へ
て
ゐ
た
。
鱧
の
真

つ
白
な
肉
と
そ
の
肉
を
包
ん
で
ゐ
た
透
明
な
ぬ
る
〳
〵
し
た
半
流
動
体
。

そ
れ
が
ま
だ
そ
の
姿
の
ま
ゝ
で
胃
袋
の
中
で
暴
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
ふ
。

鱧
の
真
つ
白
な
肉
か
ら
、
浴
槽
の
中
で
体
ぢ
ゅ
う
の
彼
方
此
方
を
洗
つ

て
ゐ
た
春
川
ま
す
み
の
連
想
が
浮
か
ぶ
。（
中
略
）
…
…
…
い
や
、
い

つ
の
間
に
か
ド
ラ
サ
ー
ル
学
園
の
校
長
ミ
シ
エ
ル
が
浴
槽
に
ゐ
る
。
シ

モ
ー
ン
・
シ
ニ
ヨ
レ
の
情
婦
が
ミ
シ
エ
ル
を
水
中
に
押
し
込
ん
で
ゐ
。

・
そ
の
時
も
う
一
つ
奇
怪
な
幻
想
が
這
入
つ
て
来
た
。
予
の
書
斎
に
は
予

の
専
用
の
水
洗
式
の
洋
式
便
所
が
あ
り
、
予
は
毎
朝
そ
こ
で
用
を
足
し

な
が
ら
不
思
議
な
こ
と
を
考
へ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
浮
か
ん
で
来
た
の

で
あ
る
。（
中
略
）。
そ
の
紅
い
溶
液
の
中
に
浮
遊
し
て
ゐ
る
糞
便
も
決

し
て
醜
悪
な
感
じ
が
し
な
い
。
時
と
し
て
そ
の
糞
便
の
か
た
ま
り
が
他

の
物
体
の
形
状
を
思
ひ
起
さ
せ
、
人
間
の
顔
に
見
え
た
り
も
す
る
。
今

夜
は
そ
れ
が
、
あ
の
シ
モ
ー
ン
・
シ
ニ
ヨ
レ
の
悪
魔
的
な
風
貌
に
、

…
…
…
あ
れ
が
紅
い
溶
液
の
中
か
ら
予
を
睨
ん
で
ゐ
る
。（
中
略
）。
予

は
シ
モ
ー
ン
・
シ
ニ
ヨ
レ
の
顔
が
変
じ
て
人
彘
に
な
つ
て
ゐ
る
の
を
見

る
。

つ
ま
り
、『
過
酸
化
の
マ
ン
ガ
ン
水
の
夢
』
に
お
け
る
「
予
」
が
夢
を
〈
予

覚
〉
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
夢
の
特
徴
は
『
母
を
恋
ふ
る
記
』
に
も

見
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
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以
上
、
纏
め
て
み
よ
う
。
い
く
つ
か
の
谷
崎
作
品
に
は
、〈
予
覚
〉
す
る

夢
が
存
在
し
て
い
る
。〈
予
覚
〉
は
一
人
称
の
主
人
公
が
夢
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
作
者
の
谷
崎
の
一

種
の
創
作
方
法
で
も
あ
る
。『
母
を
恋
ふ
る
記
』
に
お
け
る
夢
で
は
、「
私
」

が
「
新
内
の
流
し
」
を
弾
く
「
う
ら
若
い
女
」、
す
な
わ
ち
理
想
の
女
性
像

を
満
足
の
ゆ
く
ま
で
作
り
出
す
過
程
は
そ
の
表
れ
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

「
新
内
の
流
し
」
を
弾
い
て
い
る
「
う
ら
若
い
女
」
は
「
私
」
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
か
。
次
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

四
、
消
し
去
れ
な
い
音
―
「
新
内
の
流
し
」

三
味
線
（
＝
「
新
内
の
流
し
」）
を
弾
く
「
う
ら
若
い
女
」
像
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、「
新
内
の
流
し
」
の
登
場
の
仕
方
を
見
て
見
よ
う
。

夢
の
前
半
部
で
、「
三
味
線
の
音
」（
＝
「
新
内
の
流
し
」）
は
「
私
」
の

「
悲
し
み
」
の
比
喩
と
し
て
は
じ
め
て
登
場
す
る
。
夢
の
後
半
部
に
な
る
と
、

次
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、「
私
」
は
、「
う
ら
若
い
女
」
と
「
三
味
線
の
音
」

（
＝
「
新
内
の
流
し
」）
の
登
場
を
〈
予
覚
〉
し
た
り
、「
三
味
線
」
と
「
う

ら
若
い
女
」
と
の
関
わ
り
を
断
言
し
た
り
す
る
。
し
か
し
、「
三
味
線
の
音
」

（
＝
「
新
内
の
流
し
」）
は
「
私
」
に
「
悲
し
み
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て

変
わ
ら
な
い
。
な
お
、
二
重
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
「
三
味
線
の

音
」（
＝
「
新
内
の
流
し
」）
は
「
私
」
の
心
を
と
強
く
動
か
し
た
の
で
あ
る
。

・
ふ
と
、
私
の
耳
に
這
入
つ
て
来
た
不
思
議
な
物
の
音
が
あ
つ
た
。
或
は

私
の
空
耳
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
兎
に
角
そ
れ
は
三
味
線
の

音
の
や
う
で
あ
つ
た
。
ふ
つ
と
跡
耐
え
て
は
又
つ
と
聞
え
て
来
る
音
色

の
具
合
が
、
ど
う
も
三
味
線
に
違
ひ
な
い
。

・
そ
の
覚
え
の
あ
る
新
内
の
三
味
線
が
、
今
宵
も
相
変
わ
ら
ず
「
天
ぷ
ら

喰
ひ
た
い
、
天
ぷ
ら
喰
ひ
た
い
」
と
悲
し
い
音
色
を
響
か
せ
つ
ゝ
、
此

の
街
道
へ
ち
ら
ほ
ら
と
聞
え
て
来
る
の
で
あ
る
。
カ
ラ
リ
コ
ロ
リ
と
云

ふ
下
駄
の
音
を
伴
は
な
い
の
が
、
い
つ
も
と
違
つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
、
そ

の
音
色
だ
け
は
た
し
か
に
疑
ふ
余
地
が
な
い
。

・
今
や
其
の
三
味
線
の
音
は
間
近
く
は
つ
き
り
と
聞
え
て
ゐ
る
。
さ

ら
〳
〵
と
砂
を
洗
ふ
波
の
音
の
伴
奏
に
連
れ
て
、
冴
え
た
撥
の
さ
ば
き

が
泉
の
涓
滴
の
や
う
に
、
銀
の
鈴
の
や
う
に
、
神
ゝ
し
く
私
の
胸
に
沁

み
入
る
の
で
あ
る
。
三
味
線
を
弾
い
て
ゐ
る
人
は
、
疑
ひ
も
な
く
う
ら

若
い
女
で
あ
る
。

そ
の
「
三
味
線
」
を
夢
中
に
弾
く
「
う
ら
若
い
女
」
に
「
私
」
は
積
極
的
に

接
近
し
、
彼
女
の
視
線
を
「
私
」
に
向
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
彼

女
は
「
私
」
に
振
り
向
く
こ
と
な
く
、「
自
分
の
奏
で
ゝ
い
る
音
楽
を
、
一

心
に
聞
き
惚
れ
て
い
る
」、「
三
味
線
の
手
を
休
め
ず
弾
い
て
い
る
」、「
た
ゞ

一
生
懸
命
に
、
と
は
云
へ
極
め
て
し
と
や
か
に
、
落
ち
着
き
拂
つ
て
新
内
の

流
し
を
弾
い
て
ゐ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
三
味
線
」
を
夢
中
に
弾
き
続
け

る
。
こ
う
し
た
「
う
ら
若
い
女
」
が
「
新
内
の
流
し
」
を
夢
中
に
弾
く
こ
と

に
つ
い
て
、
野
口
武
彦
氏
は
、「
こ
の
単
調
で
哀
切
な
旋
律
が
、
谷
崎
を
瞬

時
に
幼
年
の
昔
に
連
れ
戻
す
魔
術
的
な
キ
ー
ノ
ー
ト
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
回
想
か
ら
知
ら
れ
る
（

）」
と
す
る
。
ま
た
、
遠
藤
佑
氏
は
、
撥
の
手

16

を
い
さ
さ
か
も
休
め
な
い
「
う
ら
若
い
女
」
の
姿
勢
に
つ
い
て
、「〈
私
〉
と

と
も
に
物
語
空
間
を
移
動
し
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
の
送
り
続
け
る
暗
号
を
、
81



い
ま
は
気
づ
か
ず
と
も
、
い
つ
か
か
な
ら
ず
〈
潤
一
〉
も
認
め
て
く
れ
る
と

い
う
確
信
が
、〈
母
〉
に
は
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
（

）」
と
解
釈
す
る
。
谷
崎

17

の
作
品
に
見
ら
れ
る
「
私
」、
乳
母
、
母
と
い
う
三
者
の
関
係
性
に
照
ら
し

て
本
作
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
二
氏
の
解
釈
は
首
肯
で
き
る
も
の
と
な
る
。

だ
が
、「
新
内
の
流
し
」
が
意
味
す
る
も
の
と
、
先
述
し
た
芸
術
上
の
理
想

の
女
性
像
を
満
足
の
行
く
ま
で
作
り
出
す
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
二
氏

の
指
摘
に
は
必
ず
し
も
賛
同
で
き
な
い
。

新
内
節
は
鶴
賀
若
狹
掾
が
創
始
し
た
浄
瑠
璃
の
一
流
派
で
あ
る
。
そ
の
作

品
に
は
、
遊
里
情
緒
を
表
す
も
の
が
多
い
。
そ
れ
も
そ
の
殆
ど
が
吉
原
を
背

景
と
し
、
登
場
人
物
は
遊
女
と
そ
の
客
で
、
今
に
至
る
ま
で
新
内
浄
瑠
璃
の

特
色
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
作
は
明
和
六
年
七
月
三
日
に
、
三

河
島
近
く
の
田
圃
で
蔵
前
の
伊
勢
屋
と
い
う
町
人
の
次
男
伊
之
助
と
吉
原
の

遊
女
三
芳
野
と
の
心
中
を
描
い
た
『
明
鳥
夢
泡
雪
』
で
あ
る
。
江
戸
安
永
期

（
一
七
七
二
〜
一
七
八
一
）
が
最
盛
期
だ
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
大
部
分
が
不

幸
な
遊
女
の
身
の
上
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
廓
の
遊
女
が
新
内
節

を
聞
い
て
、
悲
嘆
に
く
れ
、
心
中
を
思
い
立
つ
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

そ
の
実
態
は
柴
田
流
星
『
残
さ
れ
る
江
戸
（

）』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

18

秋
は
月
の
夜
更
け
に
、
都
の
大
路
小
路
を
流
し
ゆ
く
新
内
の
三
味
線
、

澄
み
切
つ
た
空
に
余
音
を
伝
え
て
妙
に
心
を
誘
る
も
あ
は
れ
だ
。
／
さ

れ
ば
ぞ
此
哀
愁
を
帯
び
た
旋
律
に
誘
は
れ
て
、
浮
世
物
憂
く
、
心
わ
び

し
と
思
ふ
折
柄
に
は
、
女
の
小
さ
な
胸
に
一
つ
に
何
事
も
を
さ
め
か
ね

て
、
心
中
を
思
立
つ
も
の
、
廓
の
秋
に
は
い
と
ゞ
多
し
と
か
聞
く
。

（「
新
内
と
声
色
」）

ま
た
、
岡
本
文
弥
は
新
内
流
し
と
遊
廓
と
の
深
い
縁
に
つ
い
て
『
新
内
軟

派
（

）』
に
触
れ
る
。

19

一
方
、
流
し
と
い
ふ
形
式
に
依
つ
て
遊
廓
と
深
い
関
係
を
結
び
、
訴
へ

る
や
う
な
哀
れ
げ
な
声
で
遊
女
と
客
と
の
心
中
沙
汰
な
ど
を
語
つ
た
た

め
に
、
身
に
つ
ま
さ
れ
て
浄
る
り
を
そ
の
ま
ゝ
に
心
中
し
た
り
す
る
花

魁
が
ふ
え
た
の
で
一
時
新
内
の
流
し
の
廓
へ
入
る
こ
と
を
禁
じ
た
こ
と

も
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
話
も
伝
は
つ
て
ゐ
る
。
／
新
内
と
言
へ
ば
遊
廓

を
思
ひ
出
し
、
遊
廓
と
言
へ
ば
新
内
を
思
ひ
出
す
。
と
い
ふ
ほ
ど
に
新

内
と
遊
里
と
は
深
い
縁
で
つ
な
が
れ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
、
新
内
な
ん
て

浄
る
り
は
良
家
の
子
女
の
お
耳
に
入
れ
る
資
格
は
全
然
な
い
も
の
で
、

世
の
識
者
は
よ
ろ
し
く
新
内
撲
滅
を
叫
ぶ
が
い
い
。

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、「
新
内
の
流
し
」
は
遊
廓
や
遊
女
と
深
い
関
係

に
あ
り
、
と
り
わ
け
遊
女
と
客
と
の
心
中
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
、「
新
内
」
は
特
別
な
「
妙
味
」
が
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
う
ら
若
い
女
」
が
「
新
内
の
流
し
」
を
い
さ
さ
か
も

手
を
休
め
る
こ
と
な
く
弾
い
て
い
る
の
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い

の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
「
う
ら
若
い
女
」
に
心
惹
か
れ
て
い

る
「
私
」
の
行
為
と
を
合
わ
せ
て
考
え
た
い
。

五
、「
う
ら
若
い
女
」
に
心
惹
か
れ
て
い
る
「
私
」

続
い
て
、
そ
の
よ
う
な
「
う
ら
若
い
女
」
に
「
私
」
が
ど
の
よ
う
に
接
し

て
い
る
か
に
注
目
し
た
い
。「
私
」
が
「
う
ら
若
い
女
」
に
な
ぜ
泣
く
か
と

聞
く
こ
と
に
対
し
、
彼
女
は
「
涙
に
は
違
ひ
な
い
け
れ
ど
、
私
が
泣
い
て
ゐ
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る
の
で
は
な
い
」
と
否
認
す
る
。
ま
た
、「
そ
の
泣
き
顔
を
私
に
悟
ら
れ
な

い
や
う
に
し
て
、
し
き
り
に
し
く
〳
〵
と
し
や
つ
く
り
上
げ
て
ゐ
た
の
で
あ

る
」
と
泣
い
て
ば
か
り
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
私
」
が
彼
女
に
積
極
的
に

接
近
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
彼
女
は
い
つ
も
「
私
」
に
心
を
開
い
て
く
れ
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
私
」
は
諦
め
ず
、「
そ
れ
ぢ
や
小
母
さ
ん
も
泣
き

顔
を
隠
さ
な
い
で
、
私
の
方
を
向
い
て
下
さ
い
。
私
は
小
母
さ
ん
の
顔
が
見

た
い
の
で
す
」
と
彼
女
に
話
し
か
け
る
。
す
る
と
彼
女
は
一
転
し
て
、「
泣

き
顔
を
隠
し
た
の
は
ほ
ん
と
に
私
が
悪
か
つ
た
ね
。
い
ゝ
子
だ
か
ら
堪
忍
し

て
お
く
れ
よ
」
と
い
う
よ
う
に
、「
私
」
に
謝
る
。
そ
の
後
、「
さ
つ
と
頭
を

振
り
向
け
て
、
編
笠
を
傾
け
な
が
ら
私
の
方
を
覗
き
込
ん
だ
」
と
、
彼
女
の

「
私
」
に
対
す
る
態
度
と
視
線
が
が
ら
り
と
変
わ
る
。

「
さ
あ
、
私
の
顔
を
見
た
け
れ
ば
と
つ
く
り
と
見
る
が
い
ゝ
。
私
は
此

の
通
り
泣
い
て
ゐ
る
の
だ
よ
。
私
の
頬
ぺ
た
は
こ
ん
な
に
涙
で
濡
れ
て

ゐ
る
の
だ
よ
。
さ
あ
お
前
も
私
と
一
緒
に
泣
い
て
お
く
れ
。
今
夜
の
月

が
照
つ
て
ゐ
る
間
は
、
何
処
ま
で
ゞ
も
一
緒
に
泣
き
な
が
ら
此
の
街
道

を
歩
い
て
行
か
う
」

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
女
は
思
い
切
つ
て
「
私
」
を
受
け
入
れ
、
一
緒
に
泣
き

な
が
ら
歩
こ
う
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、「
私
に
頬
を
擦
り
寄
せ
て

更
に
さ
め
〴
〵
と
涙
に
掻
き
く
れ
た
」
と
「
私
」
を
愛
撫
す
る
。
そ
れ
に
対

し
て
「
私
」
も
「
好
い
気
持
」
を
感
じ
、
彼
女
の
誘
い
に
応
じ
る
。

「
え
ゝ
、
泣
き
ま
せ
う
、
泣
き
ま
せ
う
。
小
母
さ
ん
と
一
緒
に
な
ら
い

く
ら
だ
つ
て
泣
き
ま
せ
う
。
私
だ
つ
て
先
か
ら
泣
き
た
い
の
を
我
慢
し

て
ゐ
た
ん
で
で
す
」
／
か
う
云
つ
た
私
の
声
も
、
何
だ
が
歌
の
調
の
や

う
に
美
し
い
旋
律
を
帯
び
て
聞
え
た
。
此
の
言
葉
と
共
に
、
私
は
私
の

頬
を
流
れ
る
涙
を
感
じ
た
。
私
の
眼
の
球
の
周
り
は
一
時
に
熱
く
な
つ

た
や
う
で
あ
つ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
彼
女
の
「
私
」
に
対
す
る
態
度
は
無
視
か
ら
受
容
へ
と
変
っ

て
い
く
。
そ
の
変
化
は
、
彼
女
に
積
極
的
に
関
わ
り
続
け
た
「
私
」
の
執
着

心
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
彼
女
の
「
完
全
な
美
し

さ
」
に
満
足
し
、
彼
女
の
誘
い
に
応
じ
た
「
私
」
は
、
新
内
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
情
の
た
め
に
命
を
絶
つ
場
面
を
想
起
さ
せ
る
。

鼻
ッ
ぱ
り
は
強
く
て
も
情
に
脆
い
江
戸
ッ
児
に
は
、
恁
う
し
た
女
か
ら

一
緒
に
死
ん
で
く
れ
え
と
言
は
れ
て
は
後
へ
も
退
か
ず
、
ッ
イ
一
夜
を

假
初
め
の
契
り
し
た
ば
か
り
に
死
出
三
途
の
道
伴
れ
ま
で
し
て
命
惜
い

と
も
思
は
ぬ
、
こ
れ
迄
に
さ
れ
て
は
心
ぞ
可
愛
い
男
と
も
女
は
其
時
初

め
て
感
じ
も
す
る
で
あ
ら
う
。

『
残
さ
れ
る
江
戸
』（「
新
内
と
声
色
」）

つ
ま
り
、「
私
」
は
自
ら
満
足
の
ゆ
く
ま
で
「
う
ら
若
い
女
」
を
作
る
が
、

そ
の
間
、「
う
ら
若
い
女
」
は
「
私
」
に
「
悲
し
み
」
を
与
え
る
「
新
内
の

流
し
」
を
い
さ
さ
か
も
手
を
休
め
る
こ
と
な
く
弾
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

「
私
」
の
内
面
を
反
映
す
る
二
つ
の
働
き
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、「
う
ら
若

い
女
」
の
行
為
は
、「
私
」
の
理
想
の
女
性
像
を
作
り
出
す
ま
で
の
「
悲
し

み
」
を
表
面
化
さ
せ
る
機
能
を
持
つ
と
解
釈
で
き
る
。
そ
し
て
、「
う
ら
若

い
女
」
に
心
惹
か
れ
て
い
る
「
私
」
の
一
連
の
行
為
は
、
理
想
の
女
性
を
獲

得
す
る
た
め
の
「
私
」
の
執
着
心
の
表
れ
で
あ
る
。

し
か
し
、「
私
」
が
彼
女
に
「
姉
さ
ん
」
と
呼
び
た
い
と
願
い
出
る
と
、
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彼
女
は
不
思
議
そ
う
に
、「
な
ぜ
だ
い
？
な
ぜ
お
前
は
そ
ん
な
事
を
云
ふ
の

だ
い
？
」
と
反
問
す
る
。「
私
」
は
彼
女
を
「
姉
さ
ん
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
執

拗
に
求
め
る
が
、
彼
女
は
そ
れ
を
必
死
に
拒
否
し
、
そ
の
後
、
自
ら
「
私
」

の
母
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
。「
私
」
は
驚
愕
す
る
も
の
の
、
結
局
、
彼
女

が
母
で
あ
る
こ
と
を
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
る
。

か
う
云
ひ
な
が
ら
、
女
は
顔
を
出
来
る
だ
け
私
の
顔
に
近
づ
け
た
。
そ

の
瞬
間
に
私
は
は
つ
と
思
つ
た
。
云
は
れ
て
見
れ
ば
成
る
程
に
違
ひ
な

い
。
母
が
こ
ん
な
に
若
く
美
し
い
筈
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
た
し

か
に
母
に
違
ひ
な
い
。
ど
う
云
ふ
訳
か
私
は
そ
れ
を
疑
ふ
こ
と
が
出
来

な
か
つ
た
。
私
は
ま
だ
小
さ
な
子
供
だ
。
だ
か
ら
母
が
此
の
く
ら
ゐ
若

く
て
美
し
い
の
は
当
り
前
か
も
知
れ
な
い
、
と
思
つ
た
。

つ
ま
り
、
そ
の
獲
得
し
た
理
想
の
女
性
は
母
性
を
有
す
る
と
同
時
に
、「
新

内
の
流
し
」
を
弾
く
〈
遊
女
〉
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
女
性
像
の
混
在
性
は
、

「
私
」
と
母
と
が
抱
き
合
う
時
、「
依
然
と
し
て
月
の
光
と
波
の
音
と
が
身
に

沁
み
渡
る
。
新
内
の
流
し
が
聞
え
る
」
と
い
う
描
写
に
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
。

母
は
喜
び
に
顫
へ
る
声
で
か
う
云
つ
た
。
さ
う
し
て
私
を
し
つ
か
り
と

抱
き
し
め
た
ま
ゝ
立
ち
す
く
ん
だ
。
私
も
一
生
懸
命
に
抱
き
附
い
て
離

れ
な
か
つ
た
。
母
の
懐
に
は
甘
い
乳
房
の
匂
い
が
暖
か
く
籠
つ
て
ゐ
た
。

…
…
…
／
が
、
依
然
と
し
て
月
の
光
と
波
の
音
と
が
身
に
沁
み
渡
る
。

新
内
の
流
し
が
聞
え
る
。
二
人
の
頬
に
は
未
だ
に
涙
が
止
め
ど
な
く
流

れ
て
ゐ
る
。

な
お
、
そ
の
理
想
の
女
性
が
手
に
入
ら
な
い
「
悲
し
み
」
は
、
右
の
傍
線
部

に
あ
る
よ
う
に
、
感
激
の
〈
涙
〉
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
て
い
る
。

結
語

本
作
は
、
作
者
の
谷
崎
が
〈
予
覚
〉
す
る
夢
を
通
し
て
、
実
生
活
と
芸
術

の
対
立
か
ら
抜
け
出
し
、
理
想
の
女
性
像
を
獲
得
し
、
新
た
な
芸
術
世
界
へ

の
突
入
を
表
明
す
る
作
品
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。『
母
を
恋
ふ
る
記
』
を
皮

切
り
と
し
て
、
以
降
の
谷
崎
作
品
に
お
い
て
、
本
作
の
「
予
覚
」
す
る
夢
に

登
場
し
た
、
三
味
線
を
弾
く
「
う
ら
若
い
女
」
に
類
し
た
女
性
像
が
多
く
創

作
さ
れ
た
事
実
に
は
、
そ
う
し
た
意
欲
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

『
蓼
喰
ふ
虫
』
の
お
久
と
福
ち
ゃ
ん
、『
吉
野
葛
』
の
津
村
の
母
に
限
ら
ず
、

『
春
琴
抄
』
の
三
味
線
の
名
手
で
あ
る
春
琴
の
ほ
か
に
も
、『
芦
刈
』
の
お
遊

さ
ん
、『
夢
の
浮
橋
』
の
糺
の
継
母
・
経
子
が
三
味
線
と
深
い
縁
が
あ
る
琴

を
稽
古
し
て
い
る
こ
と
に
も
検
証
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、『
母
を
恋
ふ
る
記
』
は
先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
母
性

思
慕
」
と
い
う
観
点
の
み
か
ら
、
谷
崎
の
理
想
と
す
る
女
性
像
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、「
新
内
の
流
し
」
を
弾
く
女
性
、
す
な
わ
ち
〈
遊

女
〉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
男
女
の
関
係
を
想
起
さ
せ
る
女
性
に
も

「
私
」
が
心
惹
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
谷
崎
の
理
想
と
す
る
女
性
は
、

温
か
い
母
性
を
有
す
る
と
同
時
に
、
母
性
と
は
違
う
性
愛
の
象
徴
と
し
て
の

三
味
線
を
弾
く
〈
遊
女
〉
の
性
質
を
合
わ
せ
持
っ
た
女
性
な
の
で
あ
る
。
一

言
で
言
え
ば
、
母
と
し
て
の
〈
聖
〉
と
〈
遊
女
〉
と
し
て
の
〈
俗
〉
と
い
う

相
反
す
る
も
の
を
有
す
る
女
性
は
谷
崎
の
求
め
た
理
想
の
女
性
像
の
真
髄
で

あ
る
。
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注（1
）
野
口
武
彦
「
第
七
章

母
性
思
慕
の
主
題
」（『
谷
崎
潤
一
郎
論
』、
中
央

公
論
社
、
一
九
七
三
年
八
月
）

（
2
）
千
葉
俊
二
「「
母
を
恋
ふ
る
記
」
と
そ
の
前
後
」（
紅
野
敏
郎
編
著
『
論
考

谷
崎
潤
一
郎
』、
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
年
五
月
二
十
二
日
、
原
題
「
母
の
死

と
母
を
恋
ふ
る
記
』（
一
）」（『
文
芸
と
批
評
』
第
4
巻
第
1
号
、
一
九
七
三

年
五
月
）
と
「
母
の
死
と
『
母
を
恋
ふ
る
記
』（
二
）」（『
文
芸
と
批
評
』
第

4
巻
第
2
号
、
一
九
七
四
年
一
月
）

（
3
）
日
高
佳
紀
『
母
を
恋
ふ
る
記
』
評
価
（
千
葉
俊
二
・
編
『
谷
崎
潤
一
郎
必

携
』、
学
燈
社
、
二
〇
〇
二
年
四
月
二
十
日
）

（
4
）
注
2
に
同
じ
。

（
5
）
前
田
久
徳
「
谷
崎
文
学
の
〈
母
〉」
―
「
幼
少
時
代
」・「
母
を
恋
ふ
る

記
」・「
鬼
の
面
」
―
（『
金
沢
大
学
語
文
・
文
学
研
究
』、
一
九
九
七
年
七

月
）

（
6
）
永
栄
啓
伸
「
谷
崎
文
学
に
お
け
る
美
学
―
『
母
を
恋
ふ
る
記
』
を
中
心

に
」（『
芸
術
至
上
主
義
文
芸
』、
一
九
七
八
年
十
一
月
）

（
7
）
注
1
に
同
じ
。

（
8
）
福
田
博
則
「
谷
崎
潤
一
郎
―
母
恋
い
も
の
に
見
ら
れ
る
父
親
の
存
在
」

（『
花
園
大
学
文
学
論
究
』、
二
〇
〇
一
年
）

（
9
）
宮
内
淳
子
「
白
い
道
を
行
く
少
年
た
ち
―
『
身
毒
丸
』
と
『
母
を
恋
ふ
る

記
』」（『
谷
崎
潤
一
郎
―
異
郷
往
還
』、
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
一
年
）

（

）
中
野
登
志
美
「
谷
崎
潤
一
郎
『
母
を
恋
ふ
る
記
』
論
―
夢
を
用
い
た
手
法

10
か
ら
の
試
論
―
」（『
日
本
文
芸
研
究
』、
第

巻
第
1
号
、
二
〇
〇
五
年
六

57

月
十
日
）

（

）
前
田
久
徳
「
谷
崎
文
学
の
〈
母
〉
―
「
幼
少
時
代
」・「
母
を
恋
ふ
る

11
記
」・「
鬼
の
面
」」（『
金
沢
大
学
語
学
・
文
学
研
究
』、
巻
号

、
一
九
九
七

26

年
七
月
）

（

）
注
6
に
同
じ
。

12

（

）
『
友
田
と
松
永
の
話
』（『
主
婦
之
友
』、
大
正
十
五
年
一
〜
五
月
）、『
金
と

13
銀
』（『
黒
潮
』、
大
正
七
年
五
月
）、『
Ａ
と
Ｂ
の
話
』（『
改
造
』、
大
正
十

年
八
月
、『
中
央
公
論
』
定
期
増
刊
『
秘
密
と
解
放
』
号
、
大
正
七
年
七
月

（
原
題
）『
二
人
の
芸
術
家
の
話
』）、『
お
才
と
巳
之
助
』（『
中
央
公
論
』、

大
正
四
年
九
月
）、『
二
人
の
丁
稚
』（『
中
央
公
論
』、
大
正
七
年
四
月
）
な

ど
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
対
立
的
構
造
を
反
映
す
る
作
品
が
多
く
あ
る
。

（

）
注
2
に
同
じ

14
（

）
二
瓶
浩
明
氏
「〈
母
〉
の
〈
夢
〉、〈
物
語
〉
の
〈
夢
〉、
谷
崎
潤
一
郎
の
、

15
―
「
母
を
恋
ふ
る
記
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
愛
知
県
立
芸
術
大
学
紀
要
」

、
19

一
九
九
〇
年
三
月
）

（

）
野
口
武
彦
「
母
性
思
慕
の
主
題
」（『
谷
崎
潤
一
郎
論
』、
中
央
公
論
社
、

16
一
九
七
三
年
八
月
）

（

）
遠
藤
祐
「
母
を
恋
ふ
る
記
―
ひ
と
す
じ
の
白
い
道
」（『
谷
崎
潤
一
郎
―
小

17
説
の
構
造
』、
明
治
書
院
、
一
九
八
七
年
二
月
）

（

）
『
近
代
日
本
地
誌
叢
書
東
京
篇

』（
洛
陽
堂
、
明
治
四
十
四
（
一
九
一

18

38

一
）
年
）

（

）
岡
本
文
弥
『
新
内
軟
派
』（
坂
本
書
店
、
一
九
二
六
年
十
一
月
十
日
発
行
）

19※

谷
崎
作
品
の
引
用
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
年
）

に
拠
っ
た
。
た
だ
し
漢
字
は
適
宜
通
行
の
字
体
に
改
め
、
ま
た
／
は
改
行
を
示

し
、
傍
点
や
ル
ビ
は
省
い
た
。
傍
線
は
全
て
論
者
の
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
ち
ょ
う
・
れ
い
せ
い

本
学
外
国
人
特
別
研
究
員
・

追
手
門
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
）
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