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中
原
中
也
「
修
羅
街
輓
歌
」
論

―
詩
篇
あ
る
い
は
詩
集
と
し
て

武
久

真
士

一

は
じ
め
に

―
「
修
羅
街
輓
歌
」
と
い
う
詩
篇

詩
篇
「
修
羅
街
輓
歌
」
は
『
白
痴
群
』
第
五
号
（
一
九
三
〇
・
一
）

に
掲
載
さ
れ
た
の
ち
、
『
日
本
歌
人
』（
一
九
三
四
・
九
）
に
再
掲
さ
れ

た
。
詩
集
『
山
羊
の
歌
』
（
一
九
三
四
・
一
二
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い

る
。
集
中
で
も
比
較
的
長
い
詩
篇
で
あ
り
、
「
序
歌
」
「
Ⅱ
酔
生
」「
Ⅲ

独
語
」
「
Ⅳ
（

）
」
の
四
章
構
成
を
持
つ
（
以
下
本
稿
で
は
「
序
」

1

「
Ⅱ
」「
Ⅲ
」「
Ⅳ
」
と
記
載
す
る
）。

「
朝
の
歌
」
や
「
サ
ー
カ
ス
」
に
比
べ
研
究
で
も
あ
ま
り
注
目
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
詩
篇
で
あ
る
が
、
一
つ
興
味
深
い
事
実
が
あ
る
。
旧

『
中
原
中
也
全
集
』
の
大
岡
昇
平
「
解
説
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
修
羅

街
輓
歌
」
は
現
在
『
山
羊
の
歌
』
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
、
中
也
の
第

一
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
（

）
。
つ

2

ま
り
、
詩
集
『
修
羅
街
輓
歌
』
が
成
立
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
の
だ
。

結
果
的
に
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
は
『
山
羊
の
歌
』
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、

第
一
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
『
修
羅
街
輓
歌
』
が
考
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
は
、
一
時
と
は
い
え
第
一
詩
集
の
世
界
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
詩

篇
「
修
羅
街
輓
歌
」
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

詩
集
の
タ
イ
ト
ル
に
『
修
羅
街
輓
歌
』
が
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

受
け
、
坪
内
美
幸
は
「
処
女
詩
集
の
世
界
を
代
表
す
る
作
品
と
し
て

「
修
羅
街
輓
歌
」
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
（

）
。
こ
の
よ
う
に
、
「
修
羅
街
輓
歌
」
を
取
り
上

3

げ
て
分
析
す
る
こ
と
が
、
第
一
詩
集
の
世
界
観
を
分
析
す
る
有
効
な
方

法
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
詩
集
『
修
羅
街
輓
歌
』
と
い
う
あ
り
得
た
か
も
知
れ
な

い
可
能
性
か
ら
、『
山
羊
の
歌
』
を
見
つ
め
直
す
試
み
を
行
な
う
。
手

順
と
し
て
、
ま
ず
詩
篇
「
修
羅
街
輓
歌
」
を
精
査
す
る
こ
と
か
ら
始
め

る
。
こ
の
詩
篇
は
、
「
序
歌
」
か
ら
「
Ⅳ
」
へ
章
番
号
順
に
、
直
線
的

に
解
釈
す
る
読
み
方
と
、
各
章
を
独
立
さ
せ
て
解
釈
す
る
読
み
方
の
、

二
つ
の
読
み
が
成
り
立
つ
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
特
徴
的
な

構
造
を
探
る
こ
と
で
、
「
修
羅
街
輓
歌
」
自
体
の
読
み
直
し
を
図
る
こ

と
と
し
た
い
。
そ
の
上
で
中
也
の
第
一
詩
集
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ

阪大近代文学研究 17（2019.3）
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て
い
る
の
か
を
、
可
能
性
と
し
て
の
詩
集
『
修
羅
街
輓
歌
』
か
ら
探
っ

て
い
く
。
『
修
羅
街
輓
歌
』
と
い
う
視
座
か
ら
は
、
こ
の
第
一
詩
集
の

持
つ
モ
チ
ー
フ
の
多
面
性
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
中
也
の
詩
篇
の
引
用
は
す
べ
て
『
新
編
中
原

中
也
全
集
』（
角
川
書
店

二
〇
〇
〇
・
三
～
二
〇
〇
四
・
一
一
）
に

拠
っ
た
。
ま
た
、
「
修
羅
街
輓
歌
」
は
『
白
痴
群
』
、
『
山
羊
の
歌
』、

『
日
本
歌
人
』、
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
微
妙
に
詩
句
が
違
う
が
、

本
稿
で
は
『
山
羊
の
歌
』
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
の
で
、
テ
ク
ス
ト
は
『
山
羊
の
歌
』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
を
採
用
し

て
い
る
。二

先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

―
「
修
羅
街
輓
歌
」
の
構
造

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
詩
篇
は
全
四
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各

章
は
他
の
章
と
の
関
連
の
中
で
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、「
修
羅

街
輓
歌
」
を
考
え
る
際
に
は
、
こ
の
四
章
構
成
を
無
視
す
る
わ
け
に
は

い
く
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
先
行
研
究
は
本
詩
篇
の
構
成
に
ほ
と
ん
ど
注

目
し
て
こ
な
か
っ
た
。
具
体
的
な
論
考
を
挙
げ
つ
つ
確
認
す
る
。

こ
の
詩
篇
に
つ
い
て
最
も
簡
潔
に
整
理
し
て
い
る
の
が
、
坪
内
美
幸

の
「
『
山
羊
の
歌
』
論
」
で
あ
る
。

こ
の
詩
に
は
「
生
ひ
立
ち
の
歌
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
簡
潔
な
表

現
に
よ
る
生
の
再
確
認
は
な
い
が
、
四
部
構
成
の
こ
の
詩
の
主
題

は
、
「
無
邪
気
な
戦
士
」
で
あ
る
詩
人
が
戦
っ
た
青
春
と
い
う

「
修
羅
街
」
へ
の
輓
歌
と
い
う
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
作
品
の
第
一
部
と
第
二
部
に
あ
る
、
失
わ
れ
た
少
年
時
や
青

春
時
に
対
す
る
嘆
き
や
絶
望
感
の
激
し
さ
は
、
第
三
部
の
「
謙
抑

に
し
て
神
恵
を
待
て
よ
。
」
に
示
さ
れ
る
新
た
な
意
識
に
よ
り
、

第
四
部
に
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
淡
々
と
し
た
心
情
へ
変
わ
り
、

自
己
の
生
を
達
観
す
る
に
至
る
と
い
う
流
れ
を
持
っ
て
い
る
（

）
。

4

こ
の
よ
う
に
坪
内
は
、
過
去
へ
の
詠
嘆
か
ら
「
神
恵
」
へ
の
期
待
を

経
て
「
達
観
」
へ
、
と
こ
の
詩
篇
の
流
れ
を
整
理
し
つ
つ
、
詩
の
中
心

を
「
青
春
と
い
う
「
修
羅
街
」
へ
の
輓
歌
」
に
見
て
い
る
。
同
様
の
視

点
か
ら
こ
の
詩
篇
を
分
析
し
て
い
る
の
が
中
村
稔
で
、
「
修
羅
と
は
青

春
の
代
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
「
青
春
」
を
前
景
化
し
て

い
る
（

）
。
た
だ
し
中
村
が
主
題
と
す
る
の
は
、「
Ⅲ
」
に
見
ら
れ
る
よ

5

う
な
「
信
条
告
白
の
ト
ー
ン
」
、
即
ち
詩
人
と
し
て
の
志
を
述
べ
る

〈
述
志
〉
の
方
だ
。
ま
た
こ
の
詩
に
「
生
」
を
見
出
し
、
「
自
己
回
復

へ
の
志
向
性
」
が
「
修
羅
街
輓
歌
」
や
「
生
ひ
立
ち
の
歌
」
に
あ
る
の

だ
と
す
る
秋
山
公
男
も
、「
Ⅲ
」
の
「
神
恵
」
に
重
点
を
置
い
て
い
る

と
見
て
よ
い
（

）
。

6

対
し
て
、
遠
藤
安
美
は
こ
の
詩
の
主
題
を
「
幼
年
期
へ
の
郷
愁
」
に

（

）
、
福
田
百
合
子
は
「
題
目
は
、
阿
修
羅
の
よ
う
な
血
み
ど
ろ
な
吾

7が
人
生
で
あ
っ
た
こ
と
よ
、
と
そ
れ
を
か
な
し
み
い
た
む
歌
の
意
で
あ

ろ
う
」
と
人
生
へ
の
輓
歌
に
（

）
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
取
っ
て
い
る
。
こ

8

こ
で
遠
藤
は
「
序
」
の
幼
年
時
の
記
憶
を
、
福
田
は
「
Ⅱ
」
の
青
春
の

戦
い
を
、
詩
の
主
題
と
し
て
見
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
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ま
た
、
こ
の
詩
篇
を
中
也
の
実
人
生
と
重
ね
る
読
み
方
も
存
在
す
る
。

例
え
ば
太
田
静
一
は
友
人
関
係
に
悩
む
中
也
の
悲
し
み
を
（

）
、
木
村

9

聡
子
は
中
也
の
人
生
に
対
す
る
「
諦
観
的
な
気
持
ち
の
あ
ら
わ
れ
」
を

（

）
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
詩
に
見
て
い
る
。
中
也
の
人
間
関
係
を
重
視
す

10る
太
田
は
「
Ⅱ
」
に
、
「
諦
観
」
を
重
視
す
る
木
村
は
「
Ⅳ
」
に
、
特

に
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
の
多
く
が
あ
る
一
つ
の
章
を
中
心
化
し
、

そ
れ
に
合
わ
せ
る
形
で
他
の
章
を
読
み
解
い
て
い
る
。
四
章
か
ら
成
る

こ
の
詩
篇
の
構
造
は
、
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

例
外
的
に
各
章
の
流
れ
を
確
認
し
、
自
己
の
生
へ
の
達
観
か
ら
「
青

春
へ
の
輓
歌
」
と
結
論
づ
け
た
坪
内
の
認
識
は
、
方
法
論
的
に
は
順
当

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
「
そ
れ
よ
か
な
し
き
わ
が
心
／
い
は
れ
も
な
く

て
拳
す
る
」
と
い
う
詩
句
が
あ
る
「
Ⅳ
」
を
「
達
観
」
と
言
え
る
の
か

ど
う
か
、
疑
問
が
残
る
。

ま
た
佐
藤
元
紀
も
詩
篇
全
体
か
ら
詩
人
が
「
歌
」
を
取
り
戻
す
過
程

を
読
み
と
っ
て
い
る
が
（

）
、
も
し
こ
の
詩
篇
が
そ
の
よ
う
な
希
望
を

11

示
し
た
も
の
な
ら
ば
、
「
Ⅲ
」
と
「
Ⅳ
」
の
順
序
は
逆
で
あ
る
は
ず
だ

ろ
う
。
少
な
く
と
も
「
Ⅳ
」
に
お
け
る
「
私
」（
本
来
は
「
我
」
で
あ

る
が
、
煩
雑
に
な
る
た
め
表
記
を
「
私
」
に
統
一
す
る
）
の
状
態
を
、

「
Ⅲ
」
よ
り
も
時
系
列
的
に
後
だ
と
す
る
積
極
的
な
理
由
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
一
つ
の
章
を
中
心
化
し
た
論
考
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

例
え
ば
「
Ⅲ
」
を
重
要
視
す
る
中
村
の
よ
う
な
論
者
は
、
「
私
」
が

「
神
恵
」
を
待
っ
た
結
果
、
「
Ⅳ
」
で
「
私
」
の
心
が
「
石
」
の
よ
う

に
硬
化
し
て
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
に

詳
し
く
見
て
い
く
が
、
「
私
」
の
神
へ
の
祈
り
は
、
十
全
に
叶
っ
た
わ

け
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
を
テ
ク
ス
ト
全
体
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
る

か
、
と
い
う
分
析
が
、
中
村
や
秋
山
の
論
に
は
欠
け
て
い
る
。

た
だ
し
、
先
行
研
究
の
多
く
が
全
体
の
流
れ
を
考
慮
せ
ず
、
あ
る
章

を
中
心
化
し
て
論
じ
て
い
る
の
も
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
詩
篇

は
一
つ
の
章
だ
け
取
り
出
し
て
読
ん
だ
と
し
て
も
、
十
分
に
読
め
る
よ

う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
例
え
ば
同
じ
四
章
構
成
の
「
盲
目
の

秋
」
に
つ
い
て
、
「
Ⅱ
」
の
「
こ
れ
が
ど
う
な
ら
う
と
、
あ
れ
が
ど
う

な
ら
う
と
、
／
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
の
だ
」
だ
け
を
読
ん
で

も
、
「
こ
れ
」
や
「
あ
れ
」
の
内
実
は
分
か
ら
な
い
。
他
の
章
と
合
わ

せ
て
読
ん
で
初
め
て
、
「
私
」
が
女
に
捨
て
ら
れ
た
傷
か
ら
立
ち
直
ろ

う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
四
節
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
「
修
羅
街
輓
歌
」
の
場
合

「
Ⅲ
」
だ
け
を
見
て
も
十
分
〈
述
志
〉
と
い
う
テ
ー
マ
を
見
出
す
こ
と

は
可
能
だ
し
、
事
実
先
行
研
究
で
は
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
て
い
る
。

こ
の
詩
に
つ
い
て
福
田
が
「
各
々
独
立
し
た
詩
篇
と
し
て
鑑
賞
し
う

る
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
（

）
、
こ
の
詩
篇
は
各
章
を
独
立
さ
せ
て

12

読
む
こ
と
が
で
き
る
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

ま
と
め
る
と
、
本
詩
篇
は
構
造
の
面
で
は
四
章
で
一
つ
の
詩
を
構
成

し
て
お
り
、
ま
ず
は
そ
の
流
れ
に
沿
っ
て
読
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
同
時
に
、
内
容
の
面
で
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
詩
篇
と
し
て
読
み
得

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
読
み
が
こ
の
詩
篇
で
成
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立
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
詩
篇
全
体
を

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

三

「
輓
歌
」
と
し
て
の
詩
篇

―
「
憶
ひ
出
」
と
「
思
ひ
出
」

で
は
こ
の
詩
篇
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
読
み
は
ど
の
よ
う
に
し

て
成
り
立
つ
の
か
。
ま
ず
は
「
序
」
か
ら
「
Ⅳ
」
へ
と
い
う
直
線
的
な

読
み
の
方
か
ら
確
認
す
る
。
「
序
歌
」
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

忌
は
し
い
憶
ひ
出
よ
、

去
れ
！

そ
し
て
む
か
し
の

憐
み
の
感
情
と

ゆ
た
か
な
心
よ
、

返
つ
て
来
い
！

今
日
は
日
曜
日

縁
側
に
は
陽
が
当
る
。

―
も
う
い
つ
ぺ
ん
母
親
に
連
れ
ら
れ
て

祭
の
日
に
は
風
船
玉
が
買
つ
て
も
ら
ひ
た
い
、

空
は
青
く
、
す
べ
て
の
も
の
は
ま
ぶ
し
く
か
ゞ
や
か
し
か
つ

た
…
…

忌
は
し
い
憶
ひ
出
よ
、

去
れ
！

去
れ
去
れ
！

「
序
」
に
お
い
て
「
私
」
は
執
拗
に
「
忌
は
し
い
憶
ひ
出
」
を
去
ら

し
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
単
純
に
過
去
を
一
括
り
に
し
て
「
去

れ
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
序
」
で
過
去
は
「
忌
は
し
い

憶
ひ
出
」
に
相
当
す
る
時
間
と
、
「
ゆ
た
か
な
心
」
を
持
っ
て
い
た
幼

年
時
に
分
け
ら
れ
、
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
「
忌
は
し
い
憶
ひ
出
」
の

方
の
み
な
の
で
あ
る
。
「
Ⅱ
」
の
内
容
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
こ
こ

で
言
わ
れ
て
い
る
「
忌
は
し
い
憶
ひ
出
」
と
は
、
「
対
外
意
識
に
だ
け

生
き
る
人
々
」
と
の
戦
い
に
よ
っ
て
傷
つ
い
た
、
青
春
時
代
の
記
憶
の

こ
と
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

で
は
幼
年
時
の
記
憶
は
詩
篇
の
中
で
ど
う
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
。

テ
ク
ス
ト
を
辿
っ
て
い
く
と
、「
Ⅳ
」
の
「
思
ひ
出
だ
に
も
あ
ら
ぬ
が

に
／
ま
し
て
夢
な
ど
あ
る
べ
き
か
。」
と
い
う
詩
句
に
行
き
当
た
る
。

こ
の
部
分
は
「
思
い
出
さ
え
も
持
た
な
い
の
に
、
ま
し
て
夢
な
ど
持
て

る
わ
け
が
な
い
」
と
解
釈
で
き
、
こ
こ
で
は
「
夢
」
を
持
つ
こ
と
と
、

「
思
ひ
出
」
を
持
つ
こ
と
の
つ
な
が
り
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

「
思
ひ
出
」
は
「
夢
」
を
持
つ
た
め
の
十
分
条
件
で
は
な
い
が
、
必
要

条
件
で
は
あ
る
。
「
夢
」
の
た
め
に
は
少
な
く
と
も
「
思
ひ
出
」
が
必

要
な
の
だ
。

「
序
」
で
「
私
」
は
「
忌
は
し
い
憶
ひ
出
」
を
去
ら
し
め
よ
う
と
し

て
い
た
か
ら
、
こ
の
「
憶
ひ
出
」
と
「
思
ひ
出
」
は
区
別
さ
れ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
思
ひ
出
」
こ
そ
が
「
私
」

の
持
つ
も
う
一
方
の
過
去
、
幼
年
時
の
記
憶
の
方
だ
ろ
う
。
「
す
べ
て
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の
も
の
」
が
「
ま
ぶ
し
く
か
ゞ
や
か
し
」
く
見
え
る
よ
う
な
、「
ゆ
た

か
な
心
」
を
持
っ
て
い
た
幼
年
時
の
自
分
を
取
り
戻
す
こ
と
で
、

「
私
」
は
こ
れ
か
ら
の
こ
と
を
夢
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
こ
の
よ

う
に
こ
の
詩
に
お
い
て
は
、
忌
避
さ
れ
る
記
憶
と
し
て
の
「
憶
ひ
出
」

と
、
「
私
」
に
幼
年
時
持
っ
て
い
た
頃
の
思
い
を
取
り
戻
さ
せ
る
「
思

ひ
出
」
と
に
、
過
去
が
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、「
憶
ひ
出
」
と
「
思
ひ
出
」
と
い
う
二
つ
の
過
去
の
う
ち
、

片
方
だ
け
を
排
除
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
Ⅱ
」
以
降
を

確
認
す
る
。

私
の
青
春
も
過
ぎ
た
、

―
こ
の
寒
い
明
け
方
の
鶏
鳴
よ
！

私
の
青
春
も
過
ぎ
た
。

ほ
ん
に
前
後
も
み
な
い
で
生
き
て
来
た
…
…

私
は
あ
む
ま
り
陽
気
に
す
ぎ
た
？

―
無
邪
気
な
戦
士
、
私
の
心
よ
！

そ
れ
に
し
て
も
私
は
憎
む
、

対
外
意
識
に
だ
け
生
き
る
人
々
を
。

―
パ
ラ
ド
ク
サ
ル
な
人
生
よ
。

い
ま
茲
に
傷
つ
き
は
て
て
、

―
こ
の
寒
い
明
け
方
の
鶏
鳴
よ
！

お
ゝ
、
霜
に
し
み
ら
の
鶏
鳴
よ
…
…

「
Ⅱ
」
で
は
「
い
ま
茲
に
傷
つ
き
は
て
」
た
「
私
」
の
様
子
が
描
か

れ
て
い
る
。
「
私
」
の
憎
し
み
か
ら
考
え
て
、
そ
れ
は
「
対
外
意
識
に

だ
け
生
き
る
人
々
」
と
の
交
際
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
「
私
」
は
最
初

自
ら
が
「
陽
気
」
に
過
ぎ
、
そ
の
「
無
邪
気
」
さ
に
よ
っ
て
青
春
が

「
傷
つ
き
は
て
て
」
過
ぎ
た
の
だ
と
推
測
す
る
。
「
対
外
意
識
に
だ
け

生
き
る
人
々
」
と
の
対
比
で
言
う
な
ら
ば
、
「
私
」
は
そ
れ
ら
の
人
々

に
比
べ
て
、
人
間
関
係
に
お
い
て
あ
ま
り
に
も
正
直
に
、
無
策
略
的
に

動
き
過
ぎ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
こ
か
ら
、
「
私
」
は
「
無
邪
気
」
な
心
を
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ

傷
つ
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
陽
気
」
で
「
無
邪
気
」
な

「
私
」
の
あ
り
方
は
、
日
曜
日
を
母
親
と
過
ご
し
、
「
す
べ
て
の
も
の

は
ま
ぶ
し
く
か
ゞ
や
か
し
か
つ
た
…
…
」
幼
年
時
の
「
私
」
を
連
想
さ

せ
る
。
ま
た
人
間
関
係
に
お
け
る
甘
さ
は
、
「
私
」
が
持
っ
て
い
た
と

い
う
「
憐
み
の
感
情
」
と
つ
な
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
他
人
に
対
す
る

「
憐
み
」
は
、「
私
」
が
人
間
関
係
に
お
い
て
、
打
算
的
な
行
動
を
す

る
の
を
妨
げ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
「
私
」
は
幼
年
時

に
持
っ
て
い
た
よ
う
な
「
ゆ
た
か
な
心
」
「
憐
み
の
感
情
」
を
青
春
時

代
に
も
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
傷
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
「
思
ひ
出
」
と
、
傷
つ
い
た
青
春
の
「
憶
ひ
出
」
と
の
連

続
性
が
、
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
。
幼
年
時
の
「
思
ひ
出
」
に
込

め
ら
れ
た
よ
う
な
「
ゆ
た
か
な
心
」
を
取
り
戻
す
こ
と
は
、
「
私
」
が

ま
た
同
じ
よ
う
に
傷
つ
く
可
能
性
を
呼
び
込
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
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な
過
去
の
連
続
性
が
、
一
方
の
思
い
出
だ
け
を
切
り
離
す
こ
と
の
困
難

を
伝
え
て
い
る
。

し
か
し
「
私
」
は
第
三
連
に
お
い
て
、
青
春
の
傷
を
自
ら
の
心
の
問

題
か
ら
、「
対
外
意
識
に
だ
け
生
き
る
人
々
」
の
問
題
へ
と
転
嫁
す
る
。

つ
ま
り
「
ゆ
た
か
な
心
」
を
「
忌
は
し
い
憶
ひ
出
」
と
の
関
連
か
ら
切

り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
憶
ひ
出
」
と
「
思
ひ
出
」
と
を
切
断
し
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
「
私
」
の
工
夫
に
も
限
界

が
あ
る
。
そ
れ
故
「
私
」
は
、「
Ⅲ
」
に
お
い
て
神
に
頼
る
の
だ
。

器
の
中
の
水
が
揺
れ
な
い
や
う
に
、

器
を
持
ち
運
ぶ
こ
と
は
大
切
な
の
だ
。

さ
う
で
さ
へ
あ
る
な
ら
ば

モ
ー
シ
ョ
ン
は
大
き
い
程
い
い
。

し
か
し
さ
う
す
る
た
め
に
、

も
は
や
工
夫
を
凝
ら
す
余
地
も
な
い
な
ら
…
…

心
よ
、

謙
抑
に
し
て
神
恵
を
待
て
よ
。

こ
こ
ま
で
の
分
析
か
ら
、
「
器
の
中
の
水
が
揺
れ
な
い
や
う
に
、
／

器
を
持
ち
運
ぶ
こ
と
」
と
は
、
心
が
動
揺
し
傷
つ
か
な
い
よ
う
に
行
動

す
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
も
し
動
揺
が
抑
え
ら
れ
る
な
ら
、

「
モ
ー
シ
ョ
ン
は
大
き
い
程
い
い
」
、
つ
ま
り
行
動
は
大
胆
に
し
た
方

が
よ
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
「
序
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な

「
祭
」
へ
の
参
加
な
ど
を
指
す
だ
ろ
う
。
「
ゆ
た
か
な
心
」
で
様
々
な

物
事
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
私
」
は
「
か
ゞ
や
か
し
」
い
世
界

を
十
全
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
は
い
え
「
水
が
揺
れ
」
る
こ
と
、
即
ち
心
の
振
幅
に
は
、
忌
避
さ

れ
る
も
の
だ
け
で
な
く
歓
迎
さ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。「
私
」
の
求
め
て
い
た
「
ゆ
た
か
な
心
」
と
は
、「
す
べ

て
の
も
の
」
が
「
ま
ぶ
し
く
か
ゞ
や
か
し
」
く
見
え
る
よ
う
な
感
受
性

の
強
い
心
で
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
だ
。
そ
の
よ
う
な
心
を
持
っ
て
い
れ

ば
こ
そ
、
母
親
と
の
外
出
や
祭
へ
の
参
加
と
い
っ
た
「
モ
ー
シ
ョ
ン
」

＝
行
動
に
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
美
し
い
空
の

青
さ
と
も
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
私
」
は
心
の

動
揺
を
抑
え
つ
つ
、
そ
の
感
受
性
は
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
き
た
い
と

い
う
矛
盾
に
逢
着
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
矛
盾
に
対
し
「
も
は
や
工

夫
を
凝
ら
す
余
地
」
も
な
い
か
ら
こ
そ
、
「
神
惠
」
に
頼
る
こ
と
で
解

決
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
矛
盾
は
解
決
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
Ⅳ
」
を
確
認
す
る
。

い
と
い
と
淡
き
今
日
の
日
は

雨
蕭
々
と
降
り
洒
ぎ

水
よ
り
淡
き
空
気
に
て

林
の
香
り
す
な
り
け
り
。

げ
に
秋
深
き
今
日
の
日
は

石
の
響
き
の
如
く
な
り
。

思
ひ
出
だ
に
も
あ
ら
ぬ
が
に
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ま
し
て
夢
な
ど
あ
る
べ
き
か
。

ま
こ
と
や
我
は
石
の
ご
と

影
の
如
く
は
生
き
て
き
ぬ
…
…

呼
ば
ん
と
す
る
に
言
葉
な
く

空
の
如
く
は
は
て
も
な
し
。

そ
れ
よ
か
な
し
き
わ
が
心

い
は
れ
も
な
く
て
拳
す
る

誰
を
か
責
む
る
こ
と
か
あ
る
？

せ
つ
な
き
こ
と
の
か
ぎ
り
な
り
。

「
Ⅳ
」
の
第
一
連
に
お
い
て
、
坪
内
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
「
私
」

の
「
淡
々
と
し
た
心
情
」
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
器
の
中
の

水
」
は
も
は
や
発
散
し
て
「
水
よ
り
淡
き
空
気
」
と
な
っ
て
お
り
、

「
林
の
香
り
」
の
よ
う
な
外
部
の
刺
激
を
淡
く
伝
え
る
だ
け
だ
。
「
器

の
中
の
水
が
揺
れ
な
い
や
う
に
」
し
た
い
と
い
う
「
私
」
の
願
い
は
、

叶
っ
た
の
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
「
ゆ
た
か
な
心
」
を
取
り
戻
す
可
能
性
も

ま
た
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
第
二
連
と
第
三
連
で
繰
り
返
さ
れ

る
「
石
」
に
注
目
し
た
い
。
渡
辺
章
夫
は
中
也
詩
全
般
に
お
け
る

〈
石
〉
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
着
目
し
、
「
修
羅
街
輓
歌
」
の
〈
石
〉
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

過
去
時
と
の
狭
間
で
の
障
壁
の
役
割
、
あ
る
い
は
哀
惜
す
る
こ
と

の
徒
労
を
自
覚
さ
せ
諦
念
に
も
似
た
現
実
の
悲
哀
を
詩
人
に
抱
か

せ
る
効
果
を
果
た
し
て
い
る
。（
）
13

「
ゆ
た
か
な
心
」
を
求
め
る
「
私
」
の
試
み
は
、〈
石
〉
に
よ
っ
て
遮

断
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
「
修
羅
街
輓
歌
」
の
詩
句
と
し
て
の

「
石
」
は
渡
辺
の
指
摘
に
あ
る
よ
り
も
更
に
、
詩
篇
に
密
着
し
た
レ
ト

リ
ッ
ク
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

「
Ⅳ
」
で
は
、「
私
」
自
身
が
「
ま
こ
と
や
我
は
石
の
ご
と
」
の
よ
う

に
、
「
石
」
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
即
ち

「
Ⅲ
」
か
ら
「
Ⅳ
」
へ
と
章
が
移
る
の
に
従
っ
て
、
液
体
（
「
水
」）
と

し
て
の
感
性
が
固
体
（
「
石
」）
へ
と
変
異
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

固
ま
っ
た
「
石
」
と
し
て
の
心
は
、
感
受
性
の
つ
よ
い
「
ゆ
た
か
な

心
」
か
ら
は
程
遠
い
。
こ
こ
で
「
私
」
は
「
忌
は
し
い
憶
ひ
出
」
を
排

除
す
る
と
と
も
に
、
「
ゆ
た
か
な
心
」
に
つ
な
が
る
「
思
ひ
出
」
を
も

失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
続
き
の
過
去
で
あ
る
「
憶
ひ
出
」
と
「
思
ひ
出
」
を
都
合
よ
く
切

り
離
し
、
「
ゆ
た
か
な
心
」
を
持
っ
て
い
た
幼
年
時
と
の
つ
な
が
り
と

し
て
の
み
現
在
・
未
来
を
規
定
し
よ
う
と
し
た
「
私
」
の
試
み
は
、
こ

こ
で
失
敗
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
私
」
の
生
は
、
「
石
」
や
「
影
」
の

如
き
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
傷
つ
い
た
青
春
時
代
を
去
ら
し
め
る
こ

と
に
成
功
し
た
代
わ
り
に
、
「
陽
気
」
で
も
あ
っ
た
幼
年
時
に
つ
な
が

る
過
去
ま
で
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
憐
み
の
感
情

と
／
ゆ
た
か
な
心
よ
、
／
返
つ
て
来
い
！
」
と
い
う
「
呼
ば
ん
」
と
す

る
言
葉
も
な
く
、
青
く
輝
か
し
か
っ
た
空
は
「
は
て
も
な
」
い
、
手
に
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負
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

「
修
羅
街
輓
歌
」
と
は
失
わ
れ
た
過
去
、
そ
し
て
自
ら
の
「
ゆ
た
か

な
心
」
に
対
す
る
「
私
」
の
「
輓
歌
」
な
の
だ
。
詩
篇
を
各
章
の
流
れ

に
沿
っ
て
読
ん
だ
時
、
「
憶
ひ
出
」
と
「
思
ひ
出
」
を
め
ぐ
っ
て
「
ゆ

た
か
な
心
」
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
「
私
」
の
挑
戦
と
、
そ
の
失
敗
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四

「
街
」
と
し
て
の
詩
篇

―
詩
の
多
面
性

前
節
ま
で
は
先
行
研
究
を
確
認
し
つ
つ
、
四
章
構
成
に
忠
実
に
詩
篇

を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
輓
歌
」
と
し
て
の
こ
の
詩
篇
の
性
格

を
確
認
し
て
き
た
。
し
か
し
先
述
し
た
通
り
、
こ
の
詩
篇
で
は
各
章
を

独
立
さ
せ
て
読
む
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
で

は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

「
修
羅
街
輓
歌
」
で
は
「
序
歌
」
「
Ⅱ
酔
生
」
「
Ⅲ
独
語
」
と
き
て

「
Ⅳ
」
だ
け
が
副
題
を
も
た
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
福
田
は
、

Ⅰ
の
序
歌
か
ら
始
ま
れ
ば
Ⅲ
に
も
当
然
何
か
結
語
的
な
意
義
の
名

称
が
冠
せ
ら
れ
て
然
る
べ
き
だ
が
、
中
也
が
不
用
意
に
失
念
し
た

の
な
ら
ば
と
も
か
く
、
Ⅳ
は
、
ま
と
め
と
し
て
、
典
型
の
意
で
、

無
題
の
ま
ま
提
出
さ
れ
た
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。

と
や
や
当
惑
気
味
に
述
べ
て
い
る
（

）
。
し
か
し
、
最
初
か
ら
「
Ⅳ
」

14

に
副
題
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
白
痴
群
』
初
出
時

に
は
、
「
終
歌
」
と
い
う
副
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
『
山
羊
の
歌
』
に
収
録
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
わ
ざ
わ
ざ
「
Ⅳ
」
の
み

に
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
が
誤
植
で
な
い
こ
と
は
、
『
日
本
歌
人
』

に
掲
載
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
も
副
題
が
な
く
、
「
Ⅳ
」
の
み
で
あ
る
こ

と
か
ら
分
か
る
。

こ
の
副
題
の
削
除
が
持
つ
意
味
は
大
き
い
。
「
Ⅳ
終
歌
」
と
な
っ
て

い
れ
ば
、
こ
の
詩
篇
は
「
序
歌
」
で
始
ま
り
「
終
歌
」
で
終
わ
る
と
い

う
一
本
の
流
れ
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
副
題
が
無
く
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
「
序
」
か
ら
「
終
」
へ
と
い
う
流
れ
は
失
わ
れ
て
し

ま
う
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
各
章
に
数
字
が
ふ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
先
ほ
ど
そ
う

し
た
よ
う
に
「
序
歌
」
か
ら
「
Ⅱ
」「
Ⅲ
」「
Ⅳ
」
と
読
む
の
が
、
自
然

な
読
み
方
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
Ⅳ
」
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ

う
に
、
こ
の
章
の
み
突
然
文
語
定
型
詩
に
切
り
替
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ

ま
で
の
章
と
は
異
質
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
形
式
の

上
で
も
、
「
Ⅳ
」
は
「
序
」
か
ら
「
Ⅲ
」
ま
で
の
流
れ
を
、
一
度
切
る

も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

さ
ら
に
同
じ
こ
と
は
、
詩
句
の
面
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
「
Ⅳ
」
で

示
さ
れ
る
主
体
は
「
我
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
登
場
し
て
い
た

「
私
」
で
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
私
」
と
「
我
」
は
別
の
人
物
な

の
で
は
な
い
か
、
「
Ⅳ
」
は
「
私
」
で
は
な
い
「
我
」
の
心
の
あ
り
方

に
つ
い
て
歌
っ
て
い
る
詩
な
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
例
え
ば
先
ほ
ど
は
、「
Ⅱ
」
で
描
か
れ
た
「
陽
気
」
に
生
き

て
き
た
「
私
」
が
、「
Ⅳ
」
で
「
石
の
ご
と
」「
影
の
如
く
」
生
き
て
き

た
と
い
う
「
我
」
に
変
化
し
た
の
だ
と
考
え
た
。
し
か
し
こ
れ
を
、
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「
私
」
と
い
う
人
物
と
「
我
」
と
い
う
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
別
様
な
人
生

を
歩
ん
だ
の
だ
、
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
各
章
を
眺
め
て
い
け
ば
、「
Ⅲ
」
章
以
外
の
全
て

の
章
で
「
今
」
を
示
す
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
全
て
の
章
で

「
心
」
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
即
ち
各
章
は
連
続
し
た

時
間
の
上
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
今
」
と
し
て
提
示
さ

れ
る
異
な
っ
た
時
間
軸
の
上
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
読
み
も

成
り
立
つ
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
こ
の
詩
篇
は
、
様
々
な

「
今
」
に
お
け
る
心
の
あ
り
方
を
示
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
。

で
は
各
章
を
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
と
し
て
読
ん
だ
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章

は
ど
の
よ
う
に
読
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
序
」
で
は
「
今
日
は
日
曜

日
」
と
し
て
、
幼
年
時
の
記
憶
が
「
今
」
と
い
う
形
で
提
示
さ
れ
る
。

「
私
」
は
「
ゆ
た
か
な
心
」
を
持
っ
て
い
た
時
間
を
「
今
日
」
と
し
て

思
い
起
こ
す
こ
と
で
、
現
在
の
自
分
に
そ
の
時
の
気
持
を
取
り
戻
そ
う

と
す
る
の
だ
。
一
方
で
、
「
忌
は
し
い
憶
ひ
出
」
は
「
私
」
の
中
に
居

座
り
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
「
私
」
は
そ
れ
に
気
を
取
ら
れ
る
あ
ま
り
、

幼
年
時
の
記
憶
に
浸
り
続
け
る
こ
と
な
く
「
去
れ
！
／
去
れ
去
れ
！
」

と
「
憶
ひ
出
」
の
排
除
に
意
識
を
向
け
て
し
ま
う
。
「
憶
ひ
出
」
と
幼

年
時
の
記
憶
と
の
間
で
揺
れ
動
く
「
私
」
、
そ
れ
が
「
序
歌
」
の
主
題

だ
と
言
え
よ
う
。

「
Ⅱ
」
で
歌
わ
れ
る
の
は
「
傷
つ
き
は
て
」
た
「
い
ま
茲
」
で
あ
る
。

「
私
」
は
一
時
「
陽
気
」
に
酔
っ
た
よ
う
な
自
分
の
生
き
方
（
酔
生
）

を
反
省
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
忽
ち
「
対
外
意
識
に
だ
け
生
き

る
」
よ
う
な
俗
人
へ
の
憎
し
み
へ
と
転
化
さ
れ
る
。
も
は
や
「
傷
つ
き

は
て
」
た
「
私
」
は
以
前
ま
で
の
「
無
邪
気
」
な
「
私
」
で
は
い
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
。
繰
り
返
さ
れ
る
「
明
け
方
の
鶏
鳴
」
は
、
「
私
」
の
新

し
い
出
発
を
予
感
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
朝
の
寒
さ
が
今
後
の
道
行

き
の
厳
し
さ
を
暗
示
さ
せ
る
。「
Ⅱ
」
で
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
対
外

意
識
に
だ
け
生
き
る
人
々
」
へ
の
憎
し
み
と
、
彼
ら
に
よ
っ
て
生
ま
れ

変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
「
私
」
の
苦
し
み
で
あ
る
。

「
Ⅲ
」
は
中
村
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、〈
述
志
〉
の
系
譜
の
詩
と

し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
後
年
の
「
言
葉
な
き
歌
」（
「
決
し

て
急
い
で
は
な
ら
な
い
／
此
処
で
十
分
待
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」）
に
通
ず
る
、
待
つ
こ
と
へ
の
決
意
が
こ
の
章
で
歌
わ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
そ
れ
は
独
り
言
（
独
語
）
と
し
て
の
決
意
で
あ
り
、
誰
か
へ
の

宣
言
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
「
私
」
が
「
私
」
の
心
に
志
を
述
べ
る
、

言
い
聞
か
せ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
章
は
一
見
平
明
な

心
で
決
意
が
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
「
器
の
水
」
を
揺
ら

さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
も
は
や
神
に
頼
る
し
か
な
い
と
い
う

と
こ
ろ
に
、
「
我
」
の
過
去
の
苦
闘
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら

な
い
。

「
Ⅳ
」
に
つ
い
て
も
、
先
行
研
究
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
主
題
が

描
か
れ
て
い
る
と
見
て
良
い
。
木
村
の
言
う
「
諦
観
」
で
あ
る
。

「
我
」
は
「
石
」
や
「
影
」
の
如
く
生
き
て
き
た
た
め
に
、
こ
れ
と
い

っ
た
「
思
ひ
出
」
を
持
た
ず
、
ま
し
て
「
夢
」
を
持
つ
こ
と
も
で
き
な
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い
。
つ
ま
り
「
我
」
に
は
縁
と
す
べ
き
過
去
も
な
く
、
希
望
を
託
す
未

来
も
な
い
。
だ
か
ら
「
我
」
は
「
今
日
の
日
」、
即
ち
現
在
の
悲
し
み

か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
自
分

以
外
の
誰
も
責
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
「
私
」

は
、
一
人
で
せ
つ
な
さ
を
噛
み
し
め
る
し
か
な
い
。
こ
こ
に
描
か
れ
て

い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
諦
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
各
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
「
今
」
の
心
の
あ

り
方
を
歌
っ
た
詩
だ
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
だ
。
し
か
し
注
意

し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
読
み
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
前

節
ま
で
の
「
序
」
か
ら
「
Ⅳ
」
へ
と
順
に
読
ん
で
い
く
読
み
が
否
定
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
主
張
し
た
い
の

は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
だ
。
つ
ま
り
こ
の
詩
篇
で
は
言
わ
ば
各
章
が
接

続
し
つ
つ
も
切
断
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
二
つ
の
読
み
方
が
可
能
に

な
っ
て
い
る
。
各
章
を
順
番
に
つ
な
げ
て
読
む
よ
う
な
読
み
方
と
、
各

章
を
独
立
さ
せ
て
読
む
よ
う
な
読
み
方
だ
。
章
番
号
の
こ
と
を
考
え
れ

ば
後
者
の
よ
う
な
読
み
方
は
行
な
わ
れ
に
く
く
な
る
が
、
各
章
の
有
し

て
い
る
内
容
面
は
十
分
に
そ
の
読
み
方
を
支
持
し
て
い
る
。
こ
の
両
面

の
読
み
を
許
容
す
る
詩
篇
と
し
て
、
「
修
羅
街
輓
歌
」
は
構
成
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
詩
篇
を
「
序
」
か
ら
「
Ⅳ
」
へ
と
読
ん
だ
時
、
テ
ク
ス
ト
は
い

わ
ば
一
つ
の
線
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
「
輓
歌
」
が
立
ち
現
れ
る
。

だ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
章
を
独
立
さ
せ
て
読
ん
だ
時
、
こ
の
詩
篇
は
様
々
な

「
心
」
の
あ
り
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
今
」
が
重
層
的
に
描
か
れ
た
多
面

的
な
詩
篇
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
多
面
性

は
、
タ
イ
ト
ル
の
「
修
羅
街
」
が
持
つ
「
街
」
の
立
体
性
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。
「
輓
歌
」
と
し
て
の
読
み
と
「
街
」
と
し
て
の
読
み
、
そ
の

両
面
を
持
つ
詩
篇
が
、
「
修
羅
街
輓
歌
」
な
の
で
あ
る
。

五

詩
篇
「
修
羅
街
輓
歌
」
か
ら
詩
集
『
修
羅
街
輓
歌
』
へ

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
修
羅
街
輓
歌
』
は
も
と
も
と
第
一
詩
集

の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
『
山
羊
の
歌
』
を
出
版
し
た

文
圃
堂
の
店
主
、
野
々
上
慶
一
は
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

詩
集
『
山
羊
の
歌
』
に
つ
い
て
、
続
い
て
も
う
す
こ
し
触
れ
て

お
き
ま
す
。「
山
羊
の
歌
」
の
題
名
で
す
が
、
こ
れ
は
中
也
自
身

は
何
も
書
き
残
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
た
だ
中
也
は
羊
年
の
生

ま
れ
で
す
が
、
自
分
は
顎
が
細
く
、
耳
が
立
っ
て
い
る
か
ら
山
羊

だ
、
と
友
人
の
高
森
文
夫
氏
に
言
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ

ん
な
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
題
名
を
考
え
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
な
お
題
名
は
「
山
羊
の
歌
」
と
も
う
一
つ
「
修

羅
街
輓
歌
」
の
ど
ち
ら
が
い
い
か
中
也
は
迷
っ
て
、
高
森
に
相
談

し
た
と
こ
ろ
高
森
は
「
山
羊
の
歌
」
が
い
い
と
即
座
に
言
っ
た
と

い
う
話
で
す
（

）
。
15

こ
の
証
言
か
ら
、
野
々
上
も
大
岡
と
同
じ
よ
う
に
『
修
羅
街
輓
歌
』

が
第
一
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
候
補
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
、
高
森
文
夫
か

ら
聞
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
詩
篇
「
修
羅
街
輓
歌
」
を

通
し
て
中
也
の
第
一
詩
集
を
分
析
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
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が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
を
参
考
に
し
つ
つ
、

「
修
羅
街
輓
歌
」
の
各
章
の
主
題
と
詩
集
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
す

る
。ま

ず
中
村
稔
が
提
唱
し
て
い
る
〈
述
志
〉
の
系
譜
と
し
て
の
詩
篇
群

が
あ
る
。
中
村
は
一
般
的
な
論
者
が
「
朝
の
歌
」
を
中
也
の
詩
の
原
点

と
す
る
の
に
対
し
て
（

）
、「
寒
い
夜
の
自
画
像
」
を
〈
述
志
〉
の
系
譜

16

の
詩
と
し
て
重
視
し
、
〈
述
志
〉
を
中
也
詩
の
特
徴
と
し
て
指
摘
し
て

い
る
（

）
。
確
か
に
、「
陽
気
で
、
坦
々
と
し
て
、
而
も
己
を
売
ら
な
い

17

こ
と
を
と
、
／
わ
が
魂
の
願
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
！
」
と
い
う
こ
の
詩
の

最
終
連
は
、
十
分
に
詩
人
の
姿
勢
を
歌
っ
た
も
の
と
し
て
読
み
得
る
も

の
だ
。
同
じ
よ
う
に
〈
述
志
〉
に
系
譜
に
連
な
る
詩
と
し
て
は
、
「
盲

目
の
秋
」
の
「
Ⅱ
」
（
「
人
に
は
自
恃
が
あ
れ
ば
よ
い
！
」）
や
「
い
の

ち
の
声
」
の
「
Ⅳ
」（
「
ゆ
ふ
が
た
、
空
の
下
で
、
身
一
点
に
感
じ
ら
れ

れ
ば
、
万
事
に
於
て
文
句
は
な
い
の
だ
。」）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
疋
田
雅
昭
は
、
「
春
の
日
の
夕
暮
」
を
〈
述
志
〉
の
系
譜
の
端

緒
と
し
た
（

）
。
そ
し
て
「
修
羅
街
輓
歌
」
の
「
Ⅲ
」
も
含
め
つ
つ
、

18

「
夕
照
」
な
ど
第
一
詩
集
の
中
で
「
初
期
詩
篇
」
ま
で
含
め
て
貫
か
れ

て
い
る
〈
述
志
〉
の
系
譜
を
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
疋
田
は
「
羊
の

歌
」
に
「
生
き
て
い
る
う
ち
は
「
す
べ
て
を
感
ず
る
者
」
に
は
な
れ
な

い
と
い
う
諦
め
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
が
、
こ
う
い
っ
た
諦
観
は

「
Ⅳ
」
に
描
か
れ
て
い
た
諦
観
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
他
に
も
「
少

年
時
」（
「
私
は
希
望
を
唇
に
噛
み
つ
ぶ
し
て
／
私
は
ギ
ロ
ギ
ロ
す
る
目

で
諦
め
て
ゐ
た
…
…
」
）
が
、
こ
の
系
譜
の
詩
に
入
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
平
居
謙
は
第
一
詩
集
の
一
面
を
「
自
ら
の
現
在
を
否
定
し
、

過
ぎ
し
日
の
純
情
へ
の
憧
れ
に
、
自
己
の
存
在
理
由
を
見
出
そ
う
と
す

る
発
想
の
跡
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
（

）
。
同
様
に
佐
藤
伸
宏
も
、
詩

19

集
に
幸
福
な
も
の
と
し
て
理
想
化
さ
れ
る
幼
年
時
を
読
み
取
っ
て
い
る

（

）
。
こ
う
い
っ
た
系
譜
の
具
体
的
な
詩
篇
と
し
て
、
「
春
の
思
ひ
出
」

20（
「
わ
が
家
へ
と
入
り
て
み
れ
ば
／
な
ご
や
か
に
う
ち
ま
じ
り
つ
つ
」）

や
「
生
ひ
立
ち
の
歌
」
（
「
幼
年
時
／
私
の
上
に
降
る
雪
は
／
真
綿
の
や

う
で
あ
り
ま
し
た
」
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
「
過
ぎ
し
日
の
純
情
へ
の
憧
れ
」
と
は
、
ま
さ
に
「
修
羅
街
輓
歌
」

の
「
序
」
で
歌
わ
れ
て
い
る
「
そ
し
て
む
か
し
の
／
憐
み
の
感
情
と
／

ゆ
た
か
な
心
よ
、
／
返
つ
て
来
い
！
」
と
重
な
る
も
の
だ
。

他
に
秋
山
公
男
は
「
宿
酔
」（
「
私
は
目
を
つ
む
る
、
／
か
な
し
い
酔

ひ
だ
。
」
）
、「
木
陰
」
（
「
暗
い
後
悔

い
つ
で
も
附
纏
ふ
後
悔
」
）
、「
憔

悴
」
の
「
Ⅲ
」
（
「
腕
に
た
る
む
だ
私
の
怠
惰
」
）
な
ど
を
挙
げ
、
こ
の

第
一
詩
集
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
「
閉
塞
・
疲
弊
・
悔
恨
・
怠
惰
に
チ
ン

リ
ン
す
る
自
己
内
界
の
消
息
」
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
そ
の
系
列
の
中

に
「
修
羅
街
輓
歌
」
の
「
Ⅳ
」
も
位
置
づ
け
て
い
る
（

）
。
逆
に
言
え

21

ば
、
「
Ⅳ
」
と
第
一
詩
集
の
い
く
つ
か
の
詩
篇
は
響
き
合
う
も
の
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

一
方
、
樋
口
覚
は
第
一
詩
集
を
傷
つ
い
た
詩
人
の
青
春
の
詩
集
と
し

て
措
定
す
る
（

）
。
こ
の
よ
う
な
詩
集
の
性
質
は
、
「
Ⅱ
」
に
お
け
る

22

「
私
の
青
春
も
過
ぎ
た
青
春
も
過
ぎ
た
、
／

―
こ
の
寒
い
明
け
方
の

鶏
鳴
よ
！
」
と
い
う
歎
き
と
呼
応
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
「
Ⅱ
」
に
描
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か
れ
る
「
対
外
意
識
に
だ
け
生
き
る
人
々
」
へ
の
憎
し
み
は
、「
つ
み

び
と
の
歌
」
で
も
「
お
ち
つ
き
が
な
く
、
あ
せ
り
心
地
に
、
／
つ
ね
に

外
界
に
求
め
ん
と
す
る
。
／
そ
の
行
ひ
は
愚
か
で
、
／
そ
の
考
へ
は
分

ち
難
い
。
」
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
修
羅
街
輓

歌
」
の
各
章
の
主
題
と
、
第
一
詩
集
で
扱
わ
れ
て
い
る
各
詩
篇
の
モ
チ

ー
フ
と
は
、
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
ま
で
整
理
し
た
先
行
研
究
の
見
解
は
、「
修
羅
街
輓
歌
」
を
各

章
独
立
さ
せ
て
読
ん
だ
時
の
主
題
と
関
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
次
に
、
詩
を
直
線
的
に
読
ん
で
い
っ
た
時
に
立
ち
上
が
る
「
修
羅

街
輓
歌
」
と
、
詩
集
と
の
関
係
を
見
て
い
き
た
い
。
先
行
研
究
で
そ
の

よ
う
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
第
一
詩
集
に
は
、

〈
輓
歌
〉
の
系
譜
と
呼
べ
る
よ
う
な
一
群
の
詩
が
存
在
す
る
。

神
も
な
く
し
る
べ
も
な
く
て
／
窓
近
く
婦
の
逝
き
ぬ
（
「
臨
終
」）

い
き
な
り
私
の
上
に
う
つ
俯
し
て
、
／
そ
れ
で
私
を
殺
し
て
し
ま

つ
て
も
い
い
。
／
す
れ
ば
私
は
心
地
よ
く
、
う
ね
う
ね
の
瞑
土
の

径
を
昇
り
ゆ
く
。

（
「
盲
目
の
秋

Ⅳ
」）

私
は
残
る
、
亡
骸
と
し
て
／
血
を
吐
く
や
う
な
、
せ
つ
な
さ
か
な

し
さ
。

（
「
夏
」）

空
に
な
ん
、
汝
の
息
絶
ゆ
る
と
わ
れ
は
な
が
め
ぬ
。（

「
み
ち
こ
」
）

汚
れ
つ
ち
ま
つ
た
悲
し
み
は
／
倦
怠
の
う
ち
に
死
を
夢
む

（
「
汚
れ
つ
ち
ま
つ
た
悲
し
み
に
…
…
」）

煙
草
の
味
が
三
通
り
く
ら
ゐ
に
す
る
。
／
死
も
も
う
、
と
ほ
く
は

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
…
…

（
「
秋
」）

こ
の
よ
う
に
中
也
の
第
一
詩
集
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
詩
篇
で
死

が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
盲
目
の
秋
」
や
「
汚
れ
つ
ち

ま
つ
た
悲
し
み
に
…
…
」
な
ど
に
描
か
れ
て
い
る
死
は
仮
想
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
万
葉
的
な
輓
歌
と
は
性
質
を
異
に
す
る
。
し
か
し
そ
も
そ

も
「
修
羅
街
輓
歌
」
に
お
け
る
「
輓
歌
」
も
、
も
は
や
「
石
」
と
化
し

て
し
ま
っ
た
自
分
の
心
に
輓
歌
を
送
る
と
い
う
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
死
は
あ
る
物
事
の
終
わ
り
を
表
わ
す
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
。
第
一
詩
集
に
お
け
る
〈
輓
歌
〉
の
系
譜
と
は
、
そ
の
よ
う

な
も
の
だ
。

ま
た
直
接
は
死
を
描
い
て
い
な
く
と
も
、
喪
失
を
扱
っ
た
詩
篇
群
を

〈
輓
歌
〉
の
系
譜
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

樹
脂
の
香
に

朝
は
悩
ま
し
／
う
し
な
ひ
し

さ
ま
ざ
ま
の
ゆ
め
、

（
「
朝
の
歌
」）

黒
々
と
山
が
の
ぞ
き
か
か
る
ば
つ
か
り
だ
／

―
失
は
れ
た
も
の

は
か
へ
つ
て
来
な
い
。

（
「
黄
昏
」）

私
は
そ
の
日
人
生
に
、
／
椅
子
を
失
く
し
た
。
（
「
港
市
の
秋
」
）

も
う
永
遠
に
帰
ら
な
い
こ
と
を
思
つ
て
／
酷
薄
な
嘆
息
を
す
る
の

も
幾
た
び
で
あ
ら
う
…
…

（
「
盲
目
の
秋

Ⅰ
」）

暗
き
空
へ
と
消
え
行
き
ぬ
／
わ
が
若
き
日
を
燃
え
し
希
望
は
。

（
「
失
せ
し
希
望
」
）

こ
の
よ
う
に
、
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
も
の
へ
の
哀
惜
・
未
練
が
、
詩

集
の
中
で
繰
り
返
し
歌
わ
れ
て
い
る
。
「
黄
昏
」
の
「

―
失
は
れ
た
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も
の
は
か
へ
つ
て
来
な
い
。
」
や
「
盲
目
の
秋
」
の
「
も
う
永
遠
に
帰

ら
な
い
こ
と
を
思
つ
て
」
に
象
徴
的
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ

ら
は
単
な
る
喪
失
で
は
な
い
。
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
な
喪

失
、
不
可
逆
的
な
喪
失
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
へ
の
〈
輓
歌
〉
と

し
て
第
一
詩
集
の
一
群
の
詩
篇
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

第
一
詩
集
に
は
、
こ
の
よ
う
に
あ
る
物
事
の
終
わ
り
／
喪
失
を
モ
チ

ー
フ
と
し
た
〈
輓
歌
〉
の
系
譜
の
詩
篇
群
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
い

っ
た
部
分
に
、「
ま
た
来
ん
春
…
…
」
な
ど
死
児
へ
の
輓
歌
を
含
む
第

二
詩
集
『
在
り
し
日
の
歌
』
へ
の
接
続
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
詩
篇
「
修
羅
街
輓
歌
」
と
中
也
の
第
一
詩
集
を
接
続
す
る
試

み
を
行
っ
て
き
た
。
改
め
て
整
理
し
よ
う
。
「
修
羅
街
輓
歌
」
か
ら
見

た
時
、
第
一
詩
集
は
主
に
次
の
五
つ
の
面
か
ら
説
明
で
き
る
。
幼
年
時

へ
の
郷
愁
、
青
春
の
苦
悩
、〈
述
志
〉、
諦
観
、
そ
し
て
〈
輓
歌
〉
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
詩
篇
「
修
羅
街
輓
歌
」
は
第
一
詩
集
の
モ
チ
ー
フ

を
豊
富
に
内
包
し
て
お
り
、
こ
の
詩
篇
の
持
つ
世
界
と
、
第
一
詩
集
の

持
つ
世
界
と
は
密
接
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
の
だ
。

六

お
わ
り
に

―
「
修
羅
街
輓
歌
」
と
『
山
羊
の
歌
』

本
稿
で
は
、
詩
集
『
修
羅
街
輓
歌
』
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
、

そ
こ
か
ら
中
也
の
第
一
詩
集
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
た
だ
し
、

詩
集
の
タ
イ
ト
ル
は
最
終
的
に
『
山
羊
の
歌
』
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、

『
修
羅
街
輓
歌
』
で
は
な
い
。
詩
集
名
が
『
山
羊
の
歌
』
に
な
っ
た
の

は
、
野
々
上
の
証
言
に
あ
る
よ
う
に
高
森
が
そ
ち
ら
を
推
し
た
か
ら
、

と
い
う
の
も
一
つ
の
要
因
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
だ

ろ
う
か
。
他
に
も
幾
つ
か
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
詩
集
名
を
『
修
羅
街
輓
歌
』
と
す
る
と
、
あ
ま
り
に
も
宮

沢
賢
治
を
思
い
出
さ
せ
過
ぎ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
宮
沢
賢
治
の

『
春
と
修
羅
』
で
は
、
「
修
羅
」
と
「
輓
歌
」
は
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
打
っ
て
出
よ
う
と
す
る
若
い
青
年
に
と
っ
て
、

既
存
の
詩
人
と
重
ね
ら
れ
過
ぎ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
望
ま
し
く
な
か
っ

た
に
違
い
な
い
。

ま
た
、
『
山
羊
の
歌
』
に
は
詩
集
『
修
羅
街
輓
歌
』
の
射
程
に
は
入

っ
て
こ
な
い
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
も
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
大
岡
信

（

）

や
加
藤
邦
彦
（

）

ら
が
挙
げ
て
い
る
〈
倦
怠
〉
の
モ
チ
ー
フ
は
、

23

24

詩
集
『
修
羅
街
輓
歌
』
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
捉
え
き
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

こ
の
よ
う
に
詩
集
『
修
羅
街
輓
歌
』
で
は
、
中
也
が
文
壇
に
出
る
た

め
に
は
都
合
の
悪
い
詩
集
名
で
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
第
一
詩

集
の
世
界
全
て
を
捉
え
き
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、『
山
羊

の
歌
』
も
謎
の
多
い
タ
イ
ト
ル
で
あ
り
、
意
味
を
つ
か
み
辛
い
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
が
詩
集
の
何
を
表
し
て
い
る
か
、
詩
篇

と
関
連
さ
せ
て
具
体
的
に
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
（

）
。
25

結
果
的
に
『
修
羅
街
輓
歌
』
が
詩
集
名
に
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

詩
篇
「
修
羅
街
輓
歌
」
と
『
山
羊
の
歌
』
の
多
く
の
詩
篇
が
つ
な
が
っ

て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
。
確
か
に
〈
倦
怠
〉
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
は
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「
修
羅
街
輓
歌
」
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
加
藤
が
〈
倦
怠
〉
の

詩
篇
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
朝
の
歌
」「
寒
い
夜
の
自
画
像
」「
夏
」
な

ど
の
詩
篇
が
、
あ
る
一
面
で
は
「
修
羅
街
輓
歌
」
と
の
つ
な
が
り
を
持

つ
こ
と
は
、
五
節
で
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

『
山
羊
の
歌
』
は
様
々
な
モ
チ
ー
フ
や
イ
メ
ー
ジ
が
絡
み
合
い
、
一

つ
の
テ
ー
マ
に
収
斂
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
詩
集
で
あ
る
。
だ
が
、

「
修
羅
街
輓
歌
」
を
手
が
か
り
と
し
て
詩
集
を
見
て
い
く
こ
と
で
、

『
山
羊
の
歌
』
を
い
く
つ
か
の
側
面
か
ら
分
析
／
整
理
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
こ
こ
に
は
詩
篇
「
修
羅
街
輓
歌
」
の
重
要
性
と
共
に
、
一

つ
の
詩
篇
か
ら
詩
集
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
の
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
（

）
本
来
の
表
記
は
「
Ⅲ
」
に
一
本
縦
線
を
足
し
た
も
の
。

1
（

）
大
岡
昇
平
「
解
説
」
、『
中
原
中
也
全
集
第
一
巻

詩
〈
Ⅰ
〉
』
角
川
書

2店

一
九
六
七
・
一
〇

（

）
坪
内
美
幸
「
『
山
羊
の
歌
』
論
」
、『
山
口
国
文
』
第
一
四
巻

一
九
九

3一
・
三

（

）
注
（

）
前
掲
論
文

4

3

（

）
中
村
稔
『
中
也
を
読
む
』（
青
土
社

二
〇
〇
一
・
七
）
一
〇
頁

5
（

）
秋
山
公
男
「
『
山
羊
の
歌
』

―
構
成
と
モ
チ
ー
フ
」
、『
愛
知
大
学
文

6学
論
叢
』
第
一
三
七
編

二
〇
〇
八
・
二

（

）
遠
藤
安
美
「
中
原
中
也
頌
」
、
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
一
七
号

7一
九
六
六
・
一
一

（

）
福
田
百
合
子
「
中
原
中
也
の
詩

―
作
品
〈
秋
〉
に
お
け
る
発
想
の

8展
開

―
」
、
『
山
口
女
子
短
期
大
学
研
究
報
告
』
第
一
七
号

一
九
六

三
・
五

（

）
太
田
静
一
『
中
原
中
也
「
山
羊
の
歌
」
全
釈
』
星
雲
社

一
九
九

9六
・
一
一

（

）
木
村
聡
子
「
中
原
中
也
『
山
羊
の
歌
』

―
第
四
章
〈
秋
〉
の
フ
ォ

10ル
ム

―
」
、『
九
州
大
谷
国
文
』
第
十
二
号

一
九
八
三
・
七

（

）
佐
藤
元
紀
「
内
的
世
界
の
旅
人
：
中
原
中
也
「
修
羅
街
輓
歌
」
」
、『
稿

11本
近
代
文
学
』
第
四
〇
巻

二
〇
一
六
・
三

（

）
注
（

）
前
掲
論
文

12

8

（

）
渡
辺
章
夫
「
中
原
中
也
論

―
『
山
羊
の
歌
』
を
中
心
に

―
」、

13『
昭
和
文
学
研
究
』
第
四
一
号

二
〇
〇
〇
・
九

（

）
注
（

）
前
掲
論
文

14

8

（

）
野
々
上
慶
一
「
『
山
羊
の
歌
』
の
こ
と

―
中
原
中
也
・
小
林
秀

15雄

―
」、『
文
学
界
』
第
三
七
巻
第
四
号

一
九
八
三
・
四

（

）
中
原
中
也
「
我
が
詩
観
」
（
『
詩
園
』
一
九
三
八
・
一
一
）
の
中
の

16「
詩
的
履
歴
書
」
に
は
、
「
「
朝
の
歌
」
に
て
ほ
ゞ
方
針
立
つ
。」
と
い
う
記

述
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
多
く
の
先
行
研
究
で
「
朝
の
歌
」
を
中
也
詩
の
ス

タ
ー
ト
ラ
イ
ン
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。

（

）
『
言
葉
な
き
歌

―
中
原
中
也
論
』
（
角
川
書
店

一
九
七
三
・
一
）

17な
ど
、
い
く
つ
か
の
著
作
・
論
考
に
お
い
て
中
村
は
〈
述
志
〉
と
し
て
の
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中
也
詩
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（

）
疋
田
雅
昭
「
中
也
詩
の
〈
述
志
〉
の
系
譜

―
「
春
の
日
の
夕
暮
」

18か
ら
『
山
羊
の
歌
』
へ

―
」
、
『
接
続
す
る
中
也
』
笠
間
書
院

二
〇
〇

七
・
五

（

）
平
居
謙
「
中
原
中
也
「
山
羊
の
歌
」
論
」
、
『
日
本
文
芸
研
究
』
第
四

19三
巻
第
三
号

一
九
九
一
・
一
〇

（

）
佐
藤
伸
宏
「
中
原
中
也
『
山
羊
の
歌
』
の
成
立

―
ラ
ン
ボ
オ
及
び

20ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
と
の
交
渉
を
視
点
と
し
て

―
」
、
『
古
典
研
究
』
第
一
〇

号

一
九
八
三
・
三

（

）
注
（

）
前
掲
論
文

21

6

（

）
樋
口
覚
『
中
原
中
也

い
の
ち
の
声
』
講
談
社

一
九
九
六
・
二

22
（

）
大
岡
信
「
宿
命
的
な
う
た
」、
中
村
稔
編
『
中
原
中
也
研
究
』
書
肆
ユ

23リ
イ
カ

一
九
五
九
・
四

（

）
加
藤
邦
彦
「
倦
怠
と
幻
想

―
『
山
羊
の
歌
』『
在
り
し
日
の
歌
』
の

24再
検
討

―
」
、
『
中
原
中
也
と
詩
の
近
代
』
角
川
学
芸
出
版

二
〇
一

〇
・
三

（

）
一
応
詩
篇
に
「
羊
の
歌
」
は
存
在
す
る
が
、
こ
れ
も
山
羊
で
は
な
い
。

25ま
た
、『
山
羊
の
歌
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ

る
。
野
々
上
の
証
言
に
あ
る
よ
う
に
、
顔
が
山
羊
に
近
い
か
ら
と
い
う
説
。

中
也
は
羊
年
の
生
ま
れ
だ
が
、
山
羊
の
方
が
攻
撃
的
だ
か
ら
と
い
う
説

（
大
岡
昇
平
注
（

）「
解
説
」
）
。
さ
ら
に
、「
悲
劇
」
を
意
味
す
るt

r
a
g
e

2

d
y

が
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
「
山
羊
の
歌
」
に
な
る
と
い
う
説
（
桑
原
幹
夫

「
中
原
中
也
『
山
羊
の
歌
』
題
名
考

―
『
山
羊
の
歌
』
と
は
「
悲
劇
」

の
意
か

―
」
、『
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要

国
語
国
文
学
』
第
一
三
号

一

九
八
一
・
一
〇
）
な
ど
。
し
か
し
ど
の
論
も
「
か
も
し
れ
な
い
」
以
上
の

も
の
で
は
な
く
、『
山
羊
の
歌
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
関
し
て
決
定
的
な
論

は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

（
た
け
ひ
さ
ま
こ
と
／
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）


