
　
　

は
じ
め
に

　

林
芙
美
子
（
一
九
〇
三
～
一
九
五
一
）
の
代
表
作
と
い
え

ば
、真
っ
先
に
想
起
さ
れ
る
の
は
『
放
浪
記
』(

一
九
三
〇
・
八
、

〈
新
鋭
文
学
叢
書
〉、
改
造
社
。『
放
浪
記
第
三
部
』

一
九
四
九
・
一
、
留
女
書
店
。『
放
浪
記
Ⅱ
』
一
九
四
九
・
一
二
、

新
潮
社
。『
放
浪
記(

全)

』
一
九
五
〇
・
六
、
中
央
公
論
社
。

な
ど)

で
あ
り
、
同
時
に
、
戦
後
の
作
品
で
あ
る
「
う
ず
潮
」

(

一
九
四
七
・
八
～
一
一
、『
毎
日
新
聞
』
連
載)

や
「
晩
菊
」

(

一
九
四
八
・
一
一
、『
別
冊
文
芸
春
秋
』)

、
あ
る
い
は
「
浮

雲
」(

一
九
五
〇
・
九
～
五
一
・
四
、『
文
学
界
』
連
載)

、
絶

筆
と
な
っ
た
「
め
し
」(

一
九
五
一
・
四
～
七
、『
朝
日
新
聞
』

連
載)

他
の
作
品
を
思
い
浮
か
べ
る
方
も
多
い
だ
ろ
う
。
こ

れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
映
画
化
さ
れ
て
も
お
り
、
そ
ち
ら
で
親

し
ま
れ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
長
編
で
は
な

い
が
、
往
時
の
尾
道
の
さ
ま
が
活
写
さ
れ
て
い
る
「
風
琴
と

魚
の
町
」(

一
九
三
一
・
四
、『
改
造
』)

を
逸
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
林

芙
美
子
の
文
業
を
代
表
す
る
大
作
で
は
な
く
、
芙
美
子
文
学

の
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
で
あ
る
童
話
作
品
の
中
か
ら
、
戦
後

間
も
な
い
時
期
に
発
表
さ
れ
た
「
鶴
の
笛
」
と
い
う
掌
編
を

取
り
上
げ
、
読
解
を
試
み
る
。
そ
こ
に
は
小
説
と
は
異
な
る

か
た
ち
で
、
芙
美
子
の
胸
懐
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

「
鶴
の
笛
」
に
つ
い
て

　

昭
和
二
十
一
年
、
そ
の
前
年
の
十
月
に
疎
開
し
て
い
た
長

野
県
か
ら
帰
京
し
た
ば
か
り
の
芙
美
子
は
、
旺
盛
な
執
筆
を
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開
始
し
た
。「
こ
の
年
に
発
表
し
た
短
編
は
十
二
編
に
の
ぼ
っ

た
」(

今
川
映
子
「
年
譜

（
１
）

」)

。
「
鶴
の
笛
」(

一
九
四
六（

２
）

・
七
は
、

「
狐
物
語
」(

一
九
四
六
・
八)

と
と
も
に
、
童
話
雑
誌
『
赤

と
ん
ぼ
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
『
赤
と
ん
ぼ
』(

一
九
四
六
・
四

～
一
九
四
八
・
一
〇)

は
、
戦
後
間
も
な
く
、
実
業
之
日
本

社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
児
童
雑
誌
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
竹
山
道

雄
『
ビ
ル
マ
の
竪
琴
』(

一
九
四
七
・
三
～
一
九
四
八
・
二)

も
本
誌
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
第
１
号

（
一
九
四
六
・
四
）
「
頭
言
」
に
は
、
「
赤
と
ん
ぼ
会
」
大
仏

次
郎
、
川
端
康
成
、
岸
田
国
士
、
豊
島
与
志
雄
、
野
上
弥
生

子
ら
の
名
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 

　

ど
ん
底
に
落
ち
た
日
本
を
美
と
力
に
満
ち
た
国
に
作

り
上
げ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
今
の
子
供
た
ち
に
、
ど
ち

ら
へ
も
か
た
よ
ら
ぬ
豊
か
な
情
操
を
養
い
、
暖
か
い
心

と
正
し
い
判
断
力
を
持
っ
た
人
間
に
す
る
よ
う
に
、
あ

ら
ゆ
る
努
力
を
傾
倒
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
大
正
の

頃
鈴
木
三
重
吉
氏
に
よ
っ
て
主
唱
さ
れ
た
赤
い
鳥
の
運

動
を
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
覚
え
て

い
る
。

　

わ
れ
わ
れ
の
今
度
の
仕
事
を
通
じ
て
子
供
の
世
界
に

も
う
一
度
輝
か
し
い
文
芸
復
興
の
時
が
将
来
さ
れ
た
な

ら
そ
の
喜
び
は
限
り
な
い
。

　

本
誌
に
寄
稿
し
た
当
時
の
芙
美
子
の
な
か
に
は
、
戦
争
に

よ
る
荒
廃
か
ら
の
復
興
を
文
芸
の
領
域
に
お
い
て
再
興
の
担

い
手
た
る
子
供
を
対
象
と
し
て
実
現
せ
ん
と
す
る
「
頭
言
」

に
み
ら
れ
る
理
想
へ
の
共
鳴
が
存
し
て
い
た
と
思
料
す
る
こ

と
は
難
く
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
本
稿
に
お
け
る
「
鶴
の
笛
」

一
篇
の
分
析
を
通
じ
改
め
て
検
証
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

「
鶴
の
笛
」
梗
概

　

本
篇
は
ご
く
短
い
作
品
で
あ
る
が
、
未
読
者
を
考
慮
し
以

下
に
本
文
の
引
用
を
含
め
た
梗
概
を
付
し
て
お
く
。

　

昔
、
「
き
ゝ
ん
」
の
続
い
た
年
が
あ
り
、
村
に
い
た
た
く

さ
ん
の
鶴
は
食
べ
物
を
求
め
、
遠
く
に
飛
ん
で
い
っ
て
し

ま
っ
た
。
「
足
の
惡
い
鶴
」
と
、
そ
の
「
お
嫁
さ
ん
」
だ
け

が
村
に
残
さ
れ
た
。
あ
る
日
、
「
お
嫁
さ
ん
」
が
水
際
で
食

べ
物
を
懸
命
に
探
し
て
い
る
と
、
「
何
と
も
い
へ
な
い
美
し

い
笛
の
音
色
」
が
聞
こ
え
て
き
た
。
そ
れ
は
、
同
様
に
食
べ

物
を
探
し
て
い
た
夫
の
鶴
が
、
沼
の
な
か
か
ら
偶
然
見
つ
け

出
し
て
、
吹
い
て
い
た
横
笛
の
音
だ
っ
た
。
そ
の
音
色
の
美

し
さ
に
、
鶴
の
夫
婦
は
「
い
ま
ゝ
で
食
べ
る
こ
と
ば
か
り
考
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へ
て
、
い
つ
も
く
よ
く
よ
し
て
ゐ
た
こ
と
が
馬
鹿
々
々
し
く

な
」
る
。
笛
を
拾
っ
て
か
ら
は
、
自
分
た
ち
を
置
い
て
去
っ

て
い
っ
た
鶴
た
ち
に
対
す
る
恨
み
も
ふ
た
り
の
心
を
去
り
、

夫
婦
は
食
べ
物
の
乏
し
い
生
活
に
も
満
足
し
、
楽
し
か
っ
た

思
い
出
話
を
し
つ
つ
、
去
っ
て
い
っ
た
鶴
た
ち
の
幸
福
を
願

う
よ
う
に
な
る
。

　

「
お
嫁
さ
ん
」
が
、
食
べ
物
を
求
め
て
飛
ん
で
い
る
と
、「
い

ま
ゝ
で
見
た
こ
と
も
な
い
澤
山
の
小
魚
」
の
い
る
小
さ
い
沼

が
見
つ
か
り
、
そ
こ
で
と
っ
た
魚
を
お
み
や
げ
に
し
て
帰
る

途
中
、
三
羽
の
子
供
を
連
れ
た
夫
婦
と
出
会
う
。
村
を
捨
て

た
夫
婦
は
、
「
ど
こ
へ
行
つ
て
も
い
ゝ
こ
と
は
な
く
」
、
ふ
た

り
の
子
供
を
病
気
で
亡
く
し
、
「
い
ゝ
と
こ
ろ
」
を
探
し
て

さ
ま
よ
う
う
ち
に
、
「
何
と
も
い
へ
な
い
き
れ
い
な
笛
の
音
」

に
ひ
か
れ
、
や
っ
て
来
た
と
の
こ
と
。
「
お
嫁
さ
ん
」
は
、

こ
の
親
子
を
彼
ら
が
捨
て
た
村
ま
で
案
内
し
、
自
分
た
ち
夫

婦
は
少
し
し
か
食
べ
な
く
て
も
、
親
子
に
た
く
さ
ん
食
べ
る

よ
う
す
す
め
る
。
七
羽
の
鶴
は
、「
ど
ん
な
こ
と
が
あ
つ
て
も
、

の
ぞ
み
を
す
て
な
い
で
、
こ
ゝ
で
元
氣
に
働
い
て
暮
」
そ
う

と
話
し
合
う
。

　

「
お
嫁
さ
ん
」
に
魚
の
た
く
さ
ん
い
る
場
所
を
教
え
ら
れ
、

七
羽
の
鶴
は
「
し
つ
そ
な
氣
持
で
、
い
つ
も
た
の
し
い
食
事

を
す
る
こ
と
が
出
來
」
る
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
る
美
し
い
月

夜
、
誘
わ
れ
る
よ
う
に
「
足
の
惡
い
鶴
」
が
笛
を
吹
く
。
そ

れ
に
つ
れ
て
子
供
の
鶴
も
歌
い
出
す
。
「
金
色
の
空
」
か
ら

は
、
「
一
羽
二
羽
、
三
羽
四
羽
」
、
村
を
捨
て
て
い
っ
た
鶴
た

ち
が
笛
の
音
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
戻
っ
て
来
た
。

　
　
　

〈
昔
話
風
童
話
〉
と
し
て
の
「
鶴
の
笛
」

　

「
鶴
の
笛
」
は
「
昔
、
き
ゝ
ん
の
つ
ゞ
い
た
年
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
村
に
は
鶴
が
大
變
た
く
さ
ん
ゐ
ま
し
た
。
」
と

い
う
冒
頭
か
ら
始
ま
る
。
作
品
内
の
時
間
を
示
す
言
葉
と
し

て
「
昔
」
と
い
う
時
代
を
特
定
し
な
い
表
現
が
用
い
ら
れ
、

舞
台
と
な
る
「
村
」
の
場
所
も
特
定
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
た

特
徴
は
、
「
昔
々
あ
る
と
こ
ろ
に
…
…
」
と
い
う
〈
昔
話
〉

に
お
け
る
発
端
句
と
共
通
し
て
い
る
。
作
中
に
登
場
す
る
鶴

た
ち
が
名
前
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
含
め
、
作
品
が

固
有
名
詞
を
排
除
し
た
世
界
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
点
も

本
作
と
〈
昔
話
〉
の
類
縁
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
以

て
「
鶴
の
笛
」
の
枠
組
み
を
ひ
と
ま
ず
〈
昔
話
風
童
話
〉
と

規
定
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
よ
う

（
３
）

。

　

し
か
し
、
こ
の
作
品
を
不
特
定
の
過
去
・
場
所
に
お
い
て

自
己
完
結
し
て
い
る
物
語
と
み
な
す
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う

か
。
作
品
は
、
「
き
ゝ
ん
が
つ
ゞ
」
い
た
た
め
、
生
活
に
困

窮
し
た
住
人
（
鶴
た
ち
）
が
そ
の
地
を
捨
て
去
っ
た
「
さ
び
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し
い
沼
地
」
に
残
さ
れ
た
「
足
の
惡
い
鶴
と
、
そ
の
お
嫁
さ

ん
」
を
軸
と
し
て
語
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
設
定
に
、
本
作
が

成
立
し
た
時
代
状
況
と
の
関
連
を
認
め
な
い
こ
と
は
寧
ろ

困
難
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
作
品
成
立
の
経
緯
を
芙
美
子

が
置
か
れ
て
い
た
状
況
と
絡
め
、
作
者
じ
し
ん
の
言
葉
を
た

ど
り
つ
つ
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
芙
美
子
は
、
世

界
大
戦
末
期
、
長
野
県
に
あ
る
小
さ
な
温
泉
地
（
神
林
お

よ
び
門
間
）
に
疎
開
し
て
い
た

（
４
）

。
芙
美
子
は
「
鶴
の
笛
」
と

同
時
期
に
発
表
し
た
エ
ッ
セ
イ
「
童
話
の
世
界
」（
『
新
潮
』

一
九
四
六
・
七
）
で
、
自
由
な
執
筆
活
動
は
も
と
よ
り
「
米
、

麦
、
う
ど
ん
、
味
噌
、
醤
油
以
外
の
配
給
物
と
い
つ
て
は
と

ん
と
な
い
」
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
当
時
、
「
戦
争

の
あ
ら
ゆ
る
障
害
に
対
し
て
、
こ
の
現
実
を
相
手
に
し
て
物

を
書
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
罪
の
や
う
に
も
思
へ
、

ど
う
し
て
い
ゝ
の
か
支
へ
す
ら
も
な
い
み
じ
め
な
田
舎
暮
し

の
な
か
で
、
私
は
童
話
を
書
く
こ
と
が
唯
一
の
救
ひ
で
あ
つ

た
」
と
回
顧
し
て
い
る
。

そ
の
次
（
「
蛙
県
蛙
村
の
蛙
ど
ん
」
の
次
。
引
用
者
）

に
書
い
た
の
が
、
「
鶴
の
笛
」
と
い
ふ
童
話
だ
つ
た
。

丁
度
、
秋
の
こ
ろ
で
、
村
に
は
さ
ゝ
や
か
な
祭
が
あ
つ

た
し
、
私
の
知
り
あ
ひ
の
お
百
姓
が
笛
を
上
手
に
吹
い

た
の
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
書
い
た
。
童
話
を
書
い
て
ゐ

る
と
、
何
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
自
由
な
思
ひ
が
ひ
れ
き

出
来
た
。
読
者
は
ほ
ん
の
五
六
人
の
村
の
子
供
た
ち
だ

つ
た
の
で
書
く
方
も
な
か
な
か
力
が
は
い
つ
た
。
（
同

前
）

こ
れ
に
拠
れ
ば
本
作
は
、
長
野
で
の
疎
開
中
、
食
料
事
情
が

い
よ
い
よ
厳
し
さ
を
加
え
、
自
由
な
創
作
も
ま
ま
な
ら
な
い

状
況
下
で
少
数
の
子
供
た
ち
を

初
の
読
者
と
し
て
執
筆
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
童
話
の
創
作
を
通
じ
、
「
何
に
も
拘
束

さ
れ
な
い
自
由
な
思
ひ
が
ひ
れ
き
出
来
」
る
充
実
感
を
覚
え

な
が
ら
、
そ
れ
が
ま
た
当
時
の
芙
美
子
に
と
り
「
唯
一
の
救

ひ
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
鶴
の
笛
」
に
つ
い

て
も
考
え
あ
わ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

「
き
ゝ
ん
」
続
き
の
た
め
食
料
不
足
に
あ
え
ぐ
鶴
た
ち
を

描
い
た
本
作
と
作
品
成
立
時
の
時
代
背
景
と
の
間
の
つ
な
が

り
に
つ
い
て
先
に
触
れ
た
ば
か
り
だ
が
、
日
々
の
食
べ
物
に

も
事
欠
き
、
「
戦
争
の
あ
ら
ゆ
る
障
害
」
に
直
面
し
「
現
実

を
相
手
に
し
て
物
を
書
く
」
す
べ
を
見
出
せ
ず
に
い
た
作
者

に
と
っ
て
は
、
現
実
性
を
捨
象
し
時
・
場
所
を
特
定
し
な
い

昔
話
風
の
枠
組
み
こ
そ
、
か
え
っ
て
胸
中
の
「
ひ
れ
き
」
を

可
能
な
ら
し
め
る
要
件
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

戦
争
末
期
か
ら
戦
後
間
も
無
く
に
か
け
て
の
芙
美
子
に
関

し
「
童
話
の
世
界
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
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は
多
岐
に
及
ぶ
の
だ
が
、
童
話
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
寄
せ
る

思
い
に
つ
い
て
次
の
ご
と
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
戦
争
の
た
め
に
折
角
の
童
話
の
水
準
が
落
ち
こ

ん
で
し
ま
ひ
、
い
ろ
ん
な
激
し
い
議
論
も
あ
ら
う
け
れ

ど
、
こ
の
失
は
れ
た
以
前
の
童
話
の
世
界
を
、
私
達
大

人
は
何
と
か
し
て
盛
り
か
へ
さ
な
け
れ
ば
子
供
の
為

に
不
幸
だ
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
こ
の
童
話
は
、

皇
太
子
さ
ま
に
か
ぎ
ら
ず
、
貧
し
い
子
供
達
も
よ
ろ
こ

ん
で
読
ん
で
ゐ
る
の
で
す
よ
と
い
つ
た
。
そ
ん
な
美
し

い
広
々
と
し
た
日
本
の
童
話
を
創
る
人
は
な
い
も
の
か

と
私
は
考
へ
て
ゐ
る
。
あ
ま
り
に
童
話
の
世
界
が
忘
れ

ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
…
。

童
話
は
、
そ
の
執
筆
を
通
じ
作
者
に
慰
藉
を
も
た
ら
す
だ
け

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
引
用
部
か
ら
、
芙
美
子
は
、
戦
争

に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
「
童
話
の
世
界
」
を
「
子
供
達
」
の
た

め
に
「
盛
り
か
へ
」
す
こ
と
を
「
大
人
」
で
あ
る
自
ら
の
責

務
と
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
こ
に
は
、

児
童
文
学
の
復
興
を
目
指
す
こ
と
を
謳
っ
た
『
赤
と
ん
ぼ
』

「
頭
言
」
と
通
底
す
る
精
神
が
認
め
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
戦
争
末
期
に
執
筆
さ
れ
、
終
戦
と
い
う
日
本

の
近
代
史
に
お
け
る
大
き
な
節
目
を
経
、
そ
の
翌
年
に
活
字

化
さ
れ
た
「
鶴
の
笛
」
に
と
り
、
終
戦
と
い
う
歴
史
の
結
節

点
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
「
童
話
の
世

界
」
に
は
、
疎
開
中
の
ノ
ー
ト
に
は
「
『
蛙
県
の
蛙
村
の
蛙

ど
ん
』
の
話
を

初
に
し
て
、
二
年
の
間
に
七
十
篇
ば
か
り

の
動
物
集
」
が
書
き
溜
め
ら
れ
た
と
あ
る
。
そ
れ
ら
は
「
そ

の
動
物
た
ち
は
み
ん
な
平
和
な
国
を
あ
く
が
れ
て
ゐ
る
も
の

ば
か
り
だ
つ
た
の
も
、
そ
の
こ
ろ
の
私
の
さ
ゝ
や
か
な
願
ひ

の
表
現
だ
つ
た
の
だ
ら
う
」
（
同
前
）
と
作
者
に
よ
っ
て
評

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ノ
ー
ト
を
検
証
し
得
な
い

現
状
に
あ
っ
て
は
『
赤
と
ん
ぼ
』
に
お
け
る
初
出
本
文
と
の

間
に
い
か
な
る
異
同
が
存
す
る
か
を
直
接
閲
す
る
す
べ
は
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
措
い
て
も
「
鶴
の
笛
」
と
い
う

作
品
の
位
置
づ
け
の
た
め
に
は
、
こ
の
作
家
に
と
っ
て
の
終

戦
の
意
味
を
探
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
戦

争
時
代
を
振
り
返
る
文
章
と
戦
後
の
世
相
に
つ
い
て
書
か
れ

た
文
章
と
の
比
較
を
通
じ
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
。
戦
争

の
時
代
は
、
「
私
た
ち
に
は
頑
固
な
ほ
ど
な
が
い
苦
し
い
時

代
が
つ
ゞ
い
た
」(

「
『
風
琴
と
魚
の
町―

現
代
文
学
選
⒁―

』

あ
と
が
き
」
一
九
四
六
・
六
、
鎌
倉
文
庫
）
、
あ
る
い
は
「
戦

争
と
云
ふ
恐
ろ
し
い
魔
物
に
と
り
つ
か
れ
て
、
私
た
ち
は

惨
酷
な
ほ
ど
み
じ
め
な
長
い
年
月
を
す
ご
し
て
き
ま
し
た
」

（
「
『
女
の
日
記
』
序
」
一
九
四
六
・
四
、
八
雲
書
店
）
と
暗
い
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過
去
と
し
て
振
り
返
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
戦
争
の
終
結
は

芙
美
子
に
と
り
、
暗
黒
の
時
代
の
終
焉
、
明
る
い
未
来
へ
の

展
望
を
た
だ
ち
に
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
得
た
か
。
そ
の

結
論
は
否
定
的
な
も
の
に
な
る
。
「
庶
民
は
い
つ
の
間
に
か
、

き
ち
や
う
め
ん
に
戦
闘
帽
を
か
ぶ
り
、
国
民
服
を
着
る
や
う

に
な
り
、
胸
に
は
名
前
を
つ
け
て
歩
く
や
う
に
な
つ
た
。
そ

れ
が
楽
だ
か
ら
で
も
あ
ら
う
。
人
が
一
寸
で
も
自
分
よ
り
変

つ
た
思
想
、
変
つ
た
性
格
、
変
つ
た
な
り
ふ
り
、
変
つ
た
生

活
を
し
て
ゐ
よ
う
も
の
な
ら
、
お
互
い
に
責
め
あ
ひ
、
争
ふ

こ
と
が
目
立
つ
て
き
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
終
戦
に
な
つ
て
か

ら
も
こ
の
く
せ
は
な
か
な
か
抜
け
な
い
と
み
え
て
、
民
主
主

義
と
い
ふ
こ
と
は
人
を
愍
す
と
い
ふ
こ
と
だ
の
に
、
お
互
い

が
狭
い
と
こ
ろ
で
責
め
ぎ
あ
ひ
、
あ
げ
あ
し
を
と
つ
て
し
た

り
が
ほ
な
の
が
多
い
や
う
に
思
へ
る
」
（
「
童
話
の
世
界
」
）
、

ま
た
「
戦
争
時
代
の
日
本
人
の
氣
持
の
な
か
に
、
こ
の
群
衆

的
な
狂
気
な
世
界
が
長
い
こ
と
続
い
て
い
て
、
敗
戦
後
も
、

か
た
よ
つ
た
思
想
が
、
こ
の
群
衆
的
狂
気
さ
の
な
か
に
あ
つ

て
、
そ
れ
が
、
獰
猛
な
一
種
の
世
相
を
つ
く
つ
て
い
る
よ
う

に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
（
「
『
人
生
の
河
』
あ
と
が

き
」
一
九
四
八
・
一
〇
、
毎
日
新
聞
社
）
と
あ
る
よ
う
に
芙

美
子
の
視
線
は
、
終
戦
後
も
な
お
フ
ァ
ナ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
日

本
社
会
に
は
び
こ
っ
た
ま
ま
、
狭
量
な
人
々
を
諍
い
へ
と
駆

り
立
て
て
い
る
こ
と
を
と
ら
え
て
い
る
。
そ
の
ま
な
ざ
し
は

終
戦
に
よ
る
解
放
感
と
は
遠
く
隔
た
っ
た
冷
め
た
視
線
で
も

あ
る
。
戦
争
が
終
わ
り
、
民
主
主
義
が
高
ら
か
に
謳
わ
れ
る

世
に
な
っ
て
も
、
否
だ
か
ら
こ
そ
、
戦
時
中
と
変
わ
ら
ぬ
「
戦

後
の
み
じ
め
な
庶
民
の
暮
し
を
、
私
は
や
は
り
ど
う
し
て
も

書
か
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
」(

「
『
晩
菊　

林
芙
美
子
文
庫
』

あ
と
が
き
」
一
九
四
九
・
三
、
新
潮
社)

と
記
す
と
こ
ろ
に

こ
の
作
家
の
戦
後
の
立
ち
位
置
が
あ
る
。
如
上
の
文
脈
に
お

い
て
も
、
川
本
三
郎
が
指
摘
す
る
「
林
芙
美
子
の
特
色
」
と

し
て
の
「
戦
前
と
戦
後
の
連
続
性
」
と
い
う
指
摘

（
５
）

を
追
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
連
続
性
は
「
鶴
の
笛
」
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な

い
。
こ
こ
で
本
節
冒
頭
に
立
ち
返
る
必
要
が
生
じ
る
の
だ
が
、

「
昔
、き
ゝ
ん
の
つ
ゞ
い
た
年
が
あ
り
ま
し
た
」
と
い
う
「
鶴

の
笛
」
の
非
限
定
的
な
時
代
設
定
は
、
こ
の
作
品
が
ノ
ー
ト

に
記
さ
れ
た
戦
争
中
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
活
字
化
さ
れ
た
終

戦
の
翌
年
、
い
ず
れ
か
と
の
み
結
び
付
け
ら
れ
れ
ば
よ
い
も

の
で
は
な
い
。
食
べ
物
が
な
く
な
り
生
活
に
困
窮
し
た
鶴
た

ち
に
捨
て
去
ら
れ
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
「
鶴
の
國
」
は
、
戦

争
に
よ
る
窮
乏
に
続
き
、
戦
後
に
あ
っ
て
も
荒
廃
し
た
状
況

に
置
か
れ
て
い
た
日
本
を
照
ら
し
出
す
鏡
像
で
も
あ
っ
た
。

「
鶴
の
笛
」
の
「
昔
」
は
、
そ
れ
が
具
体
的
に
比
定
さ
れ
な

－ 56 －



い
こ
と
に
よ
っ
て
融
通
性
を
付
与
さ
れ
、
戦
中
の
記
憶
を
呼

び
起
こ
す
だ
け
で
な
く
、
作
品
発
表
当
時
の
戦
後
間
も
な
い

時
代
状
況
と
も
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

「
昔
」
は
、
戦
中
か
ら
戦
後
を
そ
の
変
化
だ
け
で
な
く
、
そ

こ
に
通
底
す
る
も
の
に
も
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
芙
美

子
ら
し
い
表
現
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
か
く
し
て
物
語

内
容
が
属
す
る
時
間
を
不
特
定
の
も
の
と
す
る
〈
昔
話
風
童

話
〉
の
枠
組
み
を
採
用
し
た
本
作
は
、
作
品
を
生
み
出
し
た

戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
時
代
相
の
暗
喩
と
し
て
の
性
格

を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　

主
題
と
し
て
の
〈
食
〉

　

「
鶴
の
笛
」
は
、
一
貫
し
て
食
べ
物
（
の
欠
乏
）
を
め
ぐ

る
話
で
あ
る
。
「
き
ゝ
ん
」
の
連
続
に
よ
り
「
ど
こ
に
も
た

べ
も
の
が
な
」
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
「
鶴
の
國
」
の

住
民
た
ち
が
足
の
悪
い
鶴
と
そ
の
妻
を
置
き
去
り
に
し
て
遠

く
へ
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
話
は
書
き
始
め
ら

れ
て
い
る
。
主
人
公
で
あ
る
鶴
の
夫
婦
は
も
ち
ろ
ん
空
腹
を

か
か
え
、
「
鶴
の
お
嫁
さ
ん
は
水
ぎ
は
の
な
か
を
、
一
生
懸

命
く
ち
ば
し
で
た
べ
も
の
を
探
し
て
ゐ
」
る
。
転
機
は
食
料

を
探
し
て
い
た
夫
が
沼
で
た
ま
た
ま
笛
を
み
つ
け
た
こ
と
に

発
す
る
。
夫
が
「
何
だ
ら
う
と
思
つ
て
ね
、
い
ろ
ん
な
風
に

く
は
へ
て
ゐ
た
ら
、
ふ
つ
と
竹
の
小
さ
い
穴
か
ら
き
れ
い
な

音
が
し
た
」
。
そ
の
音
色
に
「
お
な
か
の
す
い
て
ゐ
た
お
嫁

さ
ん
の
鶴
は
、
ふ
つ
と
お
な
か
の
く
ち
く
な
る
や
う
な
氣
が
」

す
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
こ
の
国
を
捨
て
た
鶴
の
家
族
は
、

生
活
に
適
し
た
豊
か
な
土
地
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

ま
ま
子
供
の
う
ち
の
二
人
を
病
気
で
失
っ
て
舞
い
戻
っ
て
き

た
。
主
人
公
で
あ
る
鶴
の
夫
婦
は
、
自
分
た
ち
は
「
ほ
ん
の

少
し
た
べ
た
き
り
で
」
放
浪
の
果
て
に
郷
里
に
戻
っ
て
き
た

家
族
を
心
か
ら
も
て
な
す
。
こ
れ
に
続
く
地
の
文
に
「
た
つ

た
こ
の
間
ま
で
は
、
み
ん
な
た
べ
も
の
を
か
く
し
あ
つ
て
、

自
分
た
ち
の
こ
と
ば
か
り
考
へ
て
ゐ
た
鶴
た
ち
は
、
よ
る
と

さ
は
る
と
た
べ
も
の
ゝ
け
ん
か
で
、
な
か
で
は
お
た
が
ひ
に

だ
ま
し
た
り
、
き
づ
つ
け
あ
つ
た
り
し
て
、
血
な
ま
ぐ
さ
い

こ
と
ば
か
り
で
、
鶴
た
ち
は
、
食
べ
も
の
ゝ
事
と
い
つ
し
よ

に
精
神
的
な
心
配
で
、
今
日
は
た
の
し
い
と
い
う
日
は
一
日

だ
つ
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
作
に
お

い
て
食
べ
物
の
欠
乏
は
生
命
の
維
持
に
危
機
を
も
た
ら
す
だ

け
で
な
く
、
精
神
の
荒
廃
に
も
つ
な
が
る
問
題
と
し
て
言
及

さ
れ
て
い
る
。

　

「
鶴
の
笛
」
と
い
う
童
話
に
み
ら
れ
る
〈
食
〉
と
い
う
主

題
に
つ
い
て
、
作
家
論
的
視
点
か
ら
も
若
干
の
確
認
を
し
て

お
き
た
い
。
嵐
山
光
三
郎
に
よ
る
、
作
家
と
食
べ
物
の
つ
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な
が
り
を
テ
ー
マ
に
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
評
論
『
文
人
悪
食
』

（
一
九
九
七
・
三
、
マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス
。
続
編
に
『
文
人
暴
食
』
。

二
〇
〇
二
・
九
、
マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス
）
が
芙
美
子
に
関
し
「
林

芙
美
子―
鰻
め
し
に
死
す
」
な
る
章
を
設
け
て
い
る
こ
と
は

そ
の
好
例
だ
が
、
〈
食
〉
と
芙
美
子
の
文
学
は
切
っ
て
も
切

れ
な
い
関
係
に
あ
る
。
そ
の
絶
筆
が
奇
し
く
も
「
め
し
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
の
小
説
で
あ
っ
た
こ
と
、
亡
く
な
っ
た
の

は
『
主
婦
の
友
』
の
連
載
記
事
「
名
物
食
べ
歩
き
」
の
た
め

の
取
材
（
一
九
五
一
・
六
）
か
ら
の
帰
宅
後
で
あ
っ
た
こ
と
、

い
ず
れ
も
因
縁
め
い
て
さ
え
あ
る
。
川
本
三
郎
は
、
こ
う
し

た
芙
美
子
の
文
学
に
お
け
る
〈
食
〉
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る

（
６
）

。「
林
芙
美
子
は
食
べ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ

た
作
家
で
あ
る
。
そ
の
作
品
に
は
実
に
よ
く
食
の
場
面
が
出

て
く
る
。
作
品
の
題
名
か
ら
し
て
『
寿
司
』
『
う
な
ぎ
』
『
め

し
』
『
牛
肉
』
と
食
べ
も
の
が
多
い
。
（
中
略
）
林
芙
美
子
は

美
食
家
の
よ
う
に
食
べ
も
の
に
優
劣
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
る

力
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
朗
ら
か
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。

わ
ず
か
と
は
い
え
自
分
で
働
い
て
稼
い
だ
、
か
け
が
え
の
な

い
金
で
、
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ

も
そ
も
、
ま
ず
い
食
べ
も
の
な
ど
あ
り
得
な
い
。
何
を
食
べ

て
も
う
ま
い
。
そ
こ
に
林
芙
美
子
の
基
本
が
あ
る
。
人
生
肯

定
が
あ
る
」
。
芙
美
子
の
文
学
の
根
幹
に
触
れ
た
こ
の
指
摘

を
、
「
鶴
の
笛
」
発
表
の
二
年
後
の
佳
作
「
う
な
ぎ
」
（
『
文

芸
読
物
』
一
九
四
八
・
五
）
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
検
証
す

る
（
７
）

。
こ
の
小
説
で
は
、
海
軍
中
将
を
父
に
持
つ
名
家
に
生
ま

れ
、
子
爵
で
外
交
官
の
金
山
と
結
婚
し
、
豊
か
な
生
活
を
享

受
し
て
き
た
主
人
公
・
小
夜
乃
が
、
戦
後
の
騒
乱
と
と
も
に

家
の
没
落
に
遭
い
、
ふ
た
り
の
子
供
を
持
ち
な
が
ら
も
「
天

涯
に
家
な
き
女
に
な
り
果
て
て
ゐ
る
や
う
な
侘
し
さ
」
に
襲

わ
れ
、
駅
で
一
緒
に
な
っ
た
男
と
浮
気
を
す
る―

―

と
い
う
、

梗
概
だ
け
を
書
く
と
寒
々
し
い
話
で
は
あ
る
が
、
戦
前
の
自

作
を
「
綺
麗
ご
と
に
終
わ
っ
て
ゐ
る
女
学
生
の
生
態
が
気
に

食
は
な
い
」(

「
『
泣
虫
小
僧
』
あ
と
が
き
」
一
九
四
六
・
九
、

あ
づ
み
書
房)

と
冷
徹
に
突
き
放
す
視
座
を
獲
得
し
て
い
る

芙
美
子
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
作
品
が
主
婦
の
浮
気
と
い
う

主
題
を
と
り
わ
け
扇
情
的
に
取
り
上
げ
よ
う
と
い
う
意
図
の

も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

こ
れ
も
ま
た
芙
美
子
が
表
現
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
し
た

「
戦
後
の
み
じ
め
な
庶
民
の
暮
し
」
の
一
つ
の
か
た
ち
と
し

て
、
書
か
れ
る
べ
く
し
て
書
か
れ
た
物
語
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
よ
う
。
「
う
な
ぎ
」
の
主
人
公
は
、
ゆ
き
ず
り
の
男
と

と
も
に
し
た
宿
で
迎
え
た
朝
、
窓
か
ら
「
す
ぐ
眼
と
鼻
の
狭

い
露
地
の
中
で
、
若
い
男
が
、
こ
っ
ち
を
向
い
て
う
な
ぎ
を
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さ
い
て
ゐ
る
と
こ
ろ
」
を
見
か
け
る
。
そ
し
て
、
た
れ
を
つ

け
て
焼
か
れ
る
う
な
ぎ
の
「
香
ば
し
い
食
慾
を
そ
ゝ
る
匂
ひ
」

に
刺
激
さ
れ
、
「
男
の
胸
の
中
に
頭
を
く
っ
つ
け
て
行
」
く
。

そ
し
て
、
「
か
り
そ
め
の
、
か
う
し
た
冒
険
も
、
い
つ
ま
で

も
続
く
も
の
で
は
な
い
と
云
ふ
事
を
よ
く
知
つ
て
は
ゐ
た
け

れ
ど
も
、
せ
め
て
、
も
う
一
度
、
こ
ん
な
思
ひ
で
な
い
と
こ

ろ
で
、
男
に
本
心
を
吐
露
し
て
み
た
い
や
う
な
気
が
し
た
。

男
が
ど
ん
な
悪
人
で
あ
ら
う
と
も
か
ま
は
な
い
の
だ
。
」
と

小
説
は
結
ば
れ
て
い
る
。
川
本
の
言
葉
に
「
た
だ
、
食
べ
る

こ
と
に
よ
っ
て
生
き
る
力
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
あ
っ

た
よ
う
に
、
こ
の
「
う
な
ぎ
」
で
も
、
〈
食
〉
へ
の
欲
望
が
、

主
人
公
を
し
て
、
妻
で
も
母
で
も
な
い
女
と
し
て
の
生
＝
性

を
覚
醒
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
〈
食
〉
は
、
芙
美
子

の
文
学
に
と
っ
て
、
生
命
維
持
の
た
め
の
本
能
と
し
て
の
食

欲
を
超
越
し
た
、
生
と
結
び
つ
い
た
主
題
に
も
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
川
本
の
「
林
芙
美
子
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、

あ
く
ま
で
も
『
言
葉
』
よ
り
も
『
め
し
』
な
の
だ
。
徹
底
し

た
現
実
生
活
者
で
あ
り
、
個
人
主
義
者
で
あ
る

（
８
）

」
と
い
う
解

釈
に
も
一
理
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
芙
美
子
の
文
学
と
〈
食
〉
と
の
深
い
関
わ
り
へ

の
指
摘
が
存
在
す
る
一
方
で
、
「
鶴
の
笛
」
は
、
芙
美
子
の

文
学
に
お
け
る
い
わ
ば
〈
食
〉
至
上
主
義
が
相
対
化
さ
れ
る

話
で
あ
る
と
い
う
点
で
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
主
人
公
で

あ
る
鶴
の
夫
婦
は
、
す
で
に
触
れ
て
い
る
よ
う
に
「
美
し
い

笛
の
音
色
」
に
よ
っ
て
飢
餓
感
か
ら
救
済
さ
れ
、
自
分
た
ち

を
置
き
去
り
に
し
て
去
っ
て
い
っ
た
他
の
鶴
た
ち
を
恨
む
気

持
ち
か
ら
も
解
き
放
た
れ
、
か
え
っ
て
彼
ら
の
幸
福
を
願
う

心
境
に
な
っ
て
い
く
。
切
実
で
あ
っ
た
〈
食
〉
へ
の
執
着
は

「
馬
鹿
々
々
し
」
い
も
の
と
し
て
相
対
化
さ
れ
る
。
困
窮
の

あ
ま
り
「
村
」
に
戻
っ
て
き
た
鶴
の
一
家
へ
食
べ
物
の
供
与

し
た
鶴
の
夫
婦
の
優
し
さ
は
、　

彼
ら
に
通
じ
、
や
が
て
「
七

羽
の
鶴
」
は
食
べ
物
を
分
け
合
い
な
が
ら
「
し
つ
そ
な
氣
持
」

を
忘
れ
ず
、
「
し
あ
は
せ
」
を
か
み
し
め
て
暮
ら
し
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
飢
え
が
も
た
ら
す
精
神
的
貧
困
を
克
服
し
た
鶴

た
ち
を
描
く
本
作
は
、
作
者
に
と
っ
て
「
生
き
る
力
」
の
源

で
あ
る
〈
食
〉
よ
り
も
、
さ
ら
に
重
要
な
も
の
を
示
唆
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
き
れ
い
な
こ
ゝ
ろ
が
い
つ
も

い
ゝ
、
／
ま
づ
し
く
て
も
こ
ゝ
ろ
は
ゆ
た
か
、
／
み
ん
な
で

わ
け
あ
つ
て
、
／
み
ん
な
で
働
い
て
、
／
い
つ
も
き
れ
い
な

こ
ゝ
ろ
で
、
／
み
ん
な
を
愛
し
あ
つ
て
ゆ
き
ま
せ
う
」
。
作

品
末
尾
近
く
に
置
か
れ
た
こ
の
詩
は
、
そ
の
表
現
の
文
学

性
に
対
す
る
評
価
は
措
く
と
し
て
も
内
容
的
に
は
こ
の
重
要

な
も
の
に
つ
い
て
端
的
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
こ
に
表
明
さ
れ
た
素
朴
な
道
徳
性
は
、
同
時
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期
に
書
か
れ
た
「
『
放
浪
記
』
あ
と
が
き
」
（
一
九
四
六
・
七
）

に
あ
る
芙
美
子
の
以
下
の
言
葉
と
響
き
あ
う
も
の
で
あ
る
。

「
文
化
が
戦
争
に
敗
け
て
よ
い
筈
は
あ
り
ま
せ
ん
。
切
角
、

日
本
も
戦
争
に
敗
け
た
の
で
す
か
ら
、
こ
の
尊
い
敗
戦
を
生

か
し
て
、
私
た
ち
は
い
ゝ
生
き
か
た
を
し
た
い
も
の
で
す
。

人
を
う
ら
ぎ
っ
た
り
、
人
を
い
ぢ
め
た
り
し
な
い
、
悠
々
と

し
た
美
し
い
逞
し
い
文
化
を
築
き
た
い
も
の
で
す
。
（
中
略
）

ま
づ
人
を
愛
し
て
生
き
ま
せ
う
。
お
金
を
た
め
て
い
や
な
生

き
か
た
を
す
る
よ
り
、
人
間
の
生
活
を
た
の
し
く
す
る
生
活

に
没
頭
し
た
い
も
の
で
す
」
。
芙
美
子
は
、
「
敗
戦
」
か
ら
の

日
本
の
復
興
が
単
に
物
質
面
の
豊
か
さ
の
獲
得
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
精
神
面
・
道
徳
面
の
向
上
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
い

く
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
「
鶴
の
笛
」
に
お
け
る

〈
食
〉
と
い
う
主
題
の
相
対
化
は
こ
う
し
た
作
者
の
思
い
と

か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
　
　

「
鶴
の
笛
」
に
託
さ
れ
た
〈
夢
〉

　

「
鶴
の
笛
」
に
は
、
芙
美
子
の
文
学
に
と
り
重
要
な
主
題

で
あ
る
〈
食
〉
を
す
ら
相
対
化
す
る
理
想
が
語
ら
れ
て
い
た
。

物
質
的
に
は
貧
し
く
と
も
精
神
的
な
豊
か
さ
を
失
わ
ず
「
き

れ
い
な
こ
こ
ろ
」
で
、
互
い
に
謙
虚
に
「
愛
し
あ
」
い
、
助

け
合
っ
て
生
き
て
い
く
。―

―

と
い
う
理
想
は
、
そ
の
実
現

の
方
途
を
具
体
的
に
示
し
え
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
芙
美

子
の
抱
い
た
〈
夢
〉
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
そ
の
〈
夢
〉

が
芙
美
子
に
と
っ
て
は
空
虚
な
夢
想
で
は
な
く
、
当
時
の
切

実
な
心
底
と
通
い
合
う
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
「
『
放
浪

記
』
あ
と
が
き
」
は
う
か
が
わ
せ
て
い
た
。
長
く
続
い
た
飢

饉
に
よ
っ
て
多
く
の
住
民
が
い
な
く
な
り
、
荒
れ
果
て
て
し

ま
っ
た
「
鶴
の
國
」
（
傍
点
引
用
者
）
に
ふ
た
た
び
鶴
た
ち

が
舞
い
戻
っ
て
き
た
こ
と
を
描
い
た
「
鶴
の
笛
」
の
結
末

が
、「
稀
有
な
こ
の
長
い
不
幸
な
戦
争
」
（
「
『
林
芙
美
子
選
集
』

自
作
に
就
て
」
、
文
末
に
「
昭
和
二
十
一
年
五
月
」
と
あ
り
）

の
た
め
に
荒
廃
し
た
こ
の
国
の
復
興
に
寄
せ
る
芙
美
子
の
思

い
と
つ
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
足
の
悪

い
（
９
）

鶴
が
奏
で
る
笛
の
音
は
、
鶴
た
ち
の
傷
つ
き
荒
ん
だ
心
を

慰
撫
し
、
他
者
へ
の
寛
容
の
心
を
呼
び
起
こ
す
だ
け
で
な
く
、

そ
の
「
笛
の
音
色
に
さ
そ
は
れ
て
」
鶴
た
ち
は
か
つ
て
捨
て

た
自
分
た
ち
の
「
國
」
に
戻
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
展

開
は
、
笛
の
音
に
象
徴
さ
れ
る
音
楽
の
す
ば
ら
し
さ
に
対
す

る
単
な
る
讃
歌
で
は
な
い
。
そ
の
証
左
を
結
末
部
分
に
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
品
は
、
先
に
引
い
た
「
き
れ
い
な

こ
ゝ
ろ
が
い
つ
も
い
ゝ
、
／
…
…
」
と
い
う
理
想
を
謳
っ
た

詩
に
続
く
、
「
鶴・

の・

笛・

は・

い・

つ・

も・

さ・

う・

い・

つ・

て・

ピ
ヨ
ロ
ピ
ヨ

ロ
と
や
さ
し
く
な
つ
て
ゐ
た
の
で
す
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
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い
う
一
文
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
「
鶴
の
笛
」
発
表
と

同
じ
年
に
書
か
れ
た
文
章
の
な
か
に
は
、
「
こ
の
敗
戦
は
ま

た
と
得
が
た
く
尊
い
記
念
だ
と
お
も
ひ
ま
す
。
枯
れ
き
つ
て

ゐ
た
文
化
の
さ
そ
ひ
水
の
や
う
な
気
が
し
ま
す
。
あ
ふ
れ
る

や
う
な
甘
美
な
音
楽
や
、
正
直
に
素
直
に
書
か
れ
た
文
学
や

絵
画
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
人
類
の
美
し
い
も
の
に
、
私
た
ち
は

心
を
波
立
た
さ
せ
て
ゐ
ま
す
」
（
「
『
女
の
日
記
』
序
」
）
と
い

う
芙
美
子
の
音
楽
へ
の
渇
望
、
憧
憬
の
吐
露
が
み
ら
れ
る
。

当
時
の
芙
美
子
の
な
か
に
あ
っ
た
美
し
い
音
楽
へ
の
憧
れ
が

本
作
発
表
の
動
機
の
一
部
を
な
し
て
い
る
可
能
性
は
じ
ゅ
う

ぶ
ん
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
笛
は
、

た
ん
に
音
を
奏
で
る
楽
器
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら

流
れ
出
す
音
色
に
つ
い
て
「
い
つ
も
さ
う
い
つ
て
」
と
記
さ

れ
る
よ
う
に
明
瞭
な
意
味
を
も
つ
言
語
表
現
で
も
あ
る
の

だ
。
か
く
し
て
こ
の
作
品
は
、
笛
の
音
＝
言
葉
の
力
が
、
荒

廃
し
た
鶴
の
国
を
再
興
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
を
暗
示
し
つ

つ
締
め
く
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
芙
美
子
の
言

葉
に
よ
る
表
現
に
携
わ
る
も
の
と
し
て
の
矜
持
と
、
彼
女
が

文
学
に
〈
夢
〉
み
た
も
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

童
話
は
、
そ
れ
「
を
書
い
て
ゐ
る
と
、
何
に
も
拘
束
さ
れ
な

い
自
由
な
思
ひ
が
ひ
れ
き
出
来
た
」
と
芙
美
子
に
よ
っ
て
語

ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
〈
夢
〉
を
盛
る
に
相
応
し
い
器
で
も

あ
っ
た
。

　

も
う
一
点
、
本
作
の
〈
昔
話
風
童
話
〉
と
し
て
の
枠
組
み

と
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
。
冒
頭
に
あ
る

不
特
定
の
「
昔
」
に
対
応
す
る
表
現
と
し
て
、
末
尾
近
く
に
「
に

ぎ
や
か
な
美
し
い
鶴
の
國
は
い・

　
・ま

も・

ど
こ
か
に
あ
る
の
で
せ

う
か
…
…
」（
傍
点
引
用
者
）
と
あ
る
。
こ
の
疑
問
文
は
「
に

ぎ
や
か
な
美
し
い
鶴
の
國
」
の
「
い
ま
」
の
時
点
に
お
け
る

存
在
に
つ
い
て
語
り
手
が
明
言
を
回
避
し
、
そ
れ
を
読
者
の

判
断
な
い
し
想
像
に
委
ね
て
い
る
表
現
で
あ
る
。
こ
う
し
た

話
法
は
、
そ
れ
固
有
の
も
の
で
は
な
い
が
昔
話
に
よ
く
み
ら

れ
る
も
の

）
10
（

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
こ
の
表
現
に
も
〈
昔
話

風
童
話
〉
で
あ
る
本
作
の
特
徴
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
よ
う

が
、
こ
の
文
は
「
美
し
い
鶴
の
國
」
の
存
続
を
め
ぐ
る
文
字

通
り
の
疑
問
文
で
も
ま
し
て
反
語
的
表
現
で
も
な
い
。
作
者

が
「
終
戦
と
同
時
に
、
ふ
く
い
く
と
し
た
救
ひ
の
あ
る
国
柄

に
な
り
た
い
」
（
「
童
話
の
世
界
」
）
と
述
べ
、
ま
た
「
人
を

う
ら
ぎ
っ
た
り
、
人
を
い
ぢ
め
た
り
し
な
い
、
悠
々
と
し
た

美・

し・

い・

逞
し
い
文
化
を
築
き
た
い
も
の
で
す
」
（
傍
点
引
用

者
）
と
も
語
っ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
み
た
通
り
で
あ
る
。

「
美
し
い
鶴
の
國
」
は
、
彼
女
が
願
っ
た
戦
後
の
日
本
の
あ

る
べ
き
姿
の
暗
喩
で
も
あ
る
。
こ
の
疑
問
文
の
形
式
を
借
り

た
表
現
に
は
、
か
く
あ
れ
か
し
と
い
う
芙
美
子
の
〈
夢
〉
が
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お
の
ず
か
ら
に
じ
み
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

芙
美
子
の
文
学
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
そ
の

虚
無
的
な
〈
暗
さ
〉
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た

）
11
（

。
〈
暗

さ
〉
が
そ
の
文
学
を
特
徴
づ
け
て
い
る
大
き
な
要
素
で
あ
る

と
す
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
が
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
に

よ
っ
て
彼
女
の
文
学
の
す
べ
て
を
語
り
得
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
文
学
は
人
生
の
暗
部
を
冷
徹
に
み
つ
め
る
眼
差
し

に
よ
っ
て
完
全
に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
「
鶴

の
笛
」
の
よ
う
に
素
朴
な
ま
で
の
向
日
性
が
顔
を
の
ぞ
か
せ

る
こ
と
も
あ
る
。
以
上
、
戦
後
間
も
な
い
荒
涼
と
し
た
状
況

下
の
日
本
に
あ
っ
て
、
林
芙
美
子
が
「
鶴
の
笛
」
と
い
う
作

品
に
お
い
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
屈
す
る
こ
と
の
な
い
〈
夢
〉
を

描
き
得
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
文
学
世
界
に
お
け
る

童
話
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
意
義
に
関
す
る
さ
さ
や
か
な
検
証

を
お
こ
な
っ
た
こ
と
を
以
て
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た

い
。

註（
１
） 

『
林
芙
美
子
全
集
』
第
十
六
巻
、
一
九
七
七
・
四
、
文
泉
堂

出
版
株
式
会
社
。

（
２
） 

「
は
じ
め
に
」
で
掌
編
と
記
し
た
よ
う
に
「
鶴
の
笛
」
は

初
出
に
お
い
て
実
質
、
五
頁
に
満
た
な
い
作
品
で
あ
る
。

ま
た
本
作
初
出
は
「
新
日
本
イ
ソ
ッ
プ　

２
」
と
の
角
書

を
冠
す
る
。
こ
の
角
書
は
単
行
本
『
童
話
集　

狐
物
語
』

（
一
四
四
七
・
一
〇
、
國
立
書
院
）
収
録
に
際
し
省
か
れ
た
が
、

初
出
と
同
時
期
の
「
い
ま
、
私
は
、
日
本
イ
ソ
ッ
プ
と
い
ふ
、

動
物
集
を
書
い
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
」
（
「
童
話
の
世
界
」
、『
新

潮
』
一
九
四
六
・
七
）
と
い
う
記
述
と
対
応
す
る
も
の
で
あ

る
。

（
３
） 

本
稿
で
あ
げ
た
昔
話
の
基
本
的
特
徴
に
つ
い
て
は
、
関
敬

吾
「
民
話
概
論
」(

『
関
敬
吾
著
作
集
５
昔
話
の
構
造
』

一
九
八
一
・
三
、
同
朋
舎
出
版
）
、
小
澤
俊
夫
『
昔
話
の
語
法
』

（
一
九
九
九
・
一
〇
、
福
音
館
書
店
）
、
『
改
訂　

昔
話
と
は

何
か
』
（
二
〇
〇
九
・
四
、
小
澤
昔
ば
な
し
研
究
所
）
等
を

参
照
し
て
い
る
。

（
４
） 

「
童
話
の
世
界
」
お
よ
び
今
川
映
子
「
年
譜
」
に
よ
る
。

（
５
） 

川
本
三
郎
『
林
芙
美
子
の
昭
和
』（
二
〇
〇
三
・
二
、
新
書
館
）

二
九
四
頁
。

（
６
） 

川
本
前
掲
書
、
一
三
六
～
一
三
八
頁
。

（
７
） 

「
う
な
ぎ
」
か
ら
の
引
用
は
、
『
林
芙
美
子
全
集
』
第
十
一

巻
（
一
九
七
七
・
四
、
文
泉
堂
出
版
株
式
会
社
）
に
よ
る
。

（
８
） 

川
本
前
掲
書
、
三
六
六
頁
。

（
９
） 

本
作
に
つ
い
て
、
芙
美
子
は
「
童
話
の
世
界
」
の
な
か
で
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「
私
の
知
り
あ
ひ
の
お
百
姓
が
笛
を
上
手
に
吹
い
た
の
か

ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
書
い
た
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
身
体
に

ハ
ン
デ
ィ
を
抱
え
つ
つ
も
、
他
者
の
精
神
へ
感
化
を
及
ぼ

す
音
楽
を
奏
で
る
こ
と
の
で
き
る
「
足
の
惡
い
鶴
」
の
イ

メ
ー
ジ
の
源
に
、
芙
美
子
の
「
親
し
い
友
人
の
一
人
」
で

あ
り
、
出
征
し
た
日
志
事
変
で
右
手
を
失
い
な
が
ら
も
帰

還
し
た
歌
手
・
伊
藤
武
雄
の
存
在
が
か
か
わ
っ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
芙
美
子
は
、
「
一
つ
も
戦
争
の
歌
を
う
た
は

ず
、
ハ
イ
ネ
の
歌
と
か
、
牝
鶏
と
鯉
、
告
別
、
そ
ん
な
美

し
い
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
も
の
ゝ
み
を
選
」
ん
で
歌
わ
れ
た

伊
藤
の
独
唱
会
で
強
い
感
銘
を
受
け
た
こ
と
（
「
『
波
濤
』
序
」

一
九
三
九
・
七
、
朝
日
新
聞
社
）
を
語
っ
て
い
る
。
本
稿
の

主
旨
か
ら
は
逸
れ
る
が
、
こ
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
併
せ

て
指
摘
し
て
お
く
。

（
10
） 

昔
話
に
お
い
て
、
話
者
は
語
っ
た
事
柄
の
信
憑
性
に
つ
い

て
免
責
さ
れ
る
。
「
語
り
手
は
そ
の
内
容
の
真
疑
に
責
任
が

な
く
、
ま
た
証
人
を
も
喚
問
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

を

初
に
宣
言
し
て
、
昔
話
を
始
め
る
の
で
あ
る
」
（
関
前

掲
書
、
七
一
頁
。
）
昔
話
の
結
（
末
）
句
は
、
こ
の
免
責
を

構
造
的
に
担
う
一
要
素
で
も
あ
る
。
日
本
の
昔
話
の
結
句

に
は
い
く
つ
か
の
典
型
的
な
型
が
あ
る
が
、
そ
の
機
能
に

つ
い
て
、
た
と
え
ば
小
澤
俊
夫
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。
「
な
ぜ
結
末
句
が
必
要
か
と
い
う
と
、
昔
話
と
い

う
の
は
、
お
と
ぎ
話
、
つ
ま
り
『
う
そ
』
の
話
で
す
。
う

そ
話
で
す
か
ら
、
『
ど
う
し
て
馬
が
三
本
脚
に
な
っ
て
も
走

れ
た
の
か
』
と
き
か
れ
て
も
、
語
り
手
に
は
説
明
で
き
ま

せ
ん
。
そ
れ
で
、
『
こ
こ
ま
で
は
う
そ
っ
こ
の
話
で
す
よ
。

わ
た
し
の
責
任
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
』
と
、
ガ
ー
ド
を
は

る
の
で
す
。
日
本
中
の
語
り
手
が
そ
れ
を
や
り
ま
す
」（
『
こ

ん
に
ち
は
、
昔
話
で
す
』
一
九
頁
、
二
〇
〇
九
・
一
〇
、
小

澤
昔
ば
な
し
研
究
所
）
。
結
句
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
本

作
末
尾
近
く
で
も
、
「
美
し
い
鶴
の
國
」
の
存
在
に
関
し
確

言
を
避
け
、
読
者
へ
問
い
か
け
る
形
式
が
採
ら
れ
て
い
る

の
も
ま
た
、
語
り
手
に
よ
る
話
の
信
憑
性
に
関
す
る
一
種

の
責
任
回
避
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
も
「
鶴
の
笛
」
と

昔
話
と
の
共
通
性
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
11
） 

こ
の
指
摘
は
芙
美
子
の
文
学
の
傾
向
に
つ
い
て
言
及
さ
れ

る
際
、
し
ば
し
ば
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
そ
の
例
と
し
て
、
「
芙
美
子
の
作
品
の
多
く
は
い

か
に
も
暗
い
。
そ
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
は
、
過
酷
な
運
命

に
翻
弄
さ
れ
、
す
べ
も
な
く
流
さ
れ
て
ゆ
く
」
（
磯
貝
英

夫
「
評
伝
」
、
『
新
潮
文
学
ア
ル
バ
ム
３
４　

林
芙
美
子
』

一
九
八
六
・
八
、
新
潮
社
）
と
い
う
一
節
を
引
い
て
お
く
に

と
ど
め
る
。
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※
本
稿
は
、
尾
道
文
学
談
話
会
（
二
〇
一
七
年
二
〇
一
七
年

一
〇
月
二
日
）
に
お
け
る
発
表
「
林
芙
美
子
『
鶴
の
笛
』

を
読
む
」
を
そ
の
原
型
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
鶴

の
笛
」
の
テ
キ
ス
ト
は
、
単
行
本
『
童
話
集　

狐
物
語
』

お
よ
び
『
林
芙
美
子
全
集
』
第
十
五
巻(

一
九
七
七
、
文

泉
堂
出
版
株
式
会
社)

に
収
録
さ
れ
た
本
文
と
の
照
合
を

ふ
ま
え
た
う
え
で
『
赤
と
ん
ぼ
』
初
出
を
用
い
て
い
る
。

―

し
ば
・
い
ち
ろ
う　

日
本
文
学
科
教
授―
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