
『
玄
鶴
山
房
』
の
人々

酒

井

英

行

　
「
あ
の
話
（
『
玄
鶴
山
房
』
・
筆
者
注
）
は
『
春
の
夜
』
と
一
し
よ
に
或
看
護
婦
に
聞
い
た
話
だ
。
」
（
宇
野
浩
二
宛
書
簡
、
昭
2
・
1
・
3
0
）

と
い
う
芥
川
龍
之
介
の
言
葉
を
裏
付
け
る
資
料
と
し
て
、
「
手
帳
」
岡
が
あ
る
。
「
手
帳
」
㈲
に
は
、
「
○
姉
と
弟
。
不
良
少
年
。
」
と
い
う
、

『
春
の
夜
』
（
『
文
芸
春
秋
』
大
1
5
・
9
）
に
関
す
る
メ
モ
と
、
「
○
爺
さ
ん
。
目
く
ら
。
呼
鈴
な
ど
な
ほ
す
。
左
の
耳
だ
け
風
を
ひ
く
。
」
以
下

の
、
『
玄
鶴
山
房
』
（
『
中
央
公
論
』
昭
2
・
1
、
2
）
に
関
す
る
メ
モ
が
、
極
め
て
接
近
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
玄
鶴
山
房
』
に
関
す
る
こ
の
メ
モ
が
、
作
品
構
想
の
覚
え
書
き
で
は
な
く
て
、
「
或
看
護
婦
」
か
ら
話
を
聞
い
た
時
の
覚
え
書
き
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
は
、
次
の
種
々
の
理
由
に
よ
っ
て
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
作
品
の
発
表
が
数
か
月
隔
た
っ
て
い
る
『
春
の
夜
』
と
『
玄
鶴
山
房
』
と
の
メ
モ

が
、
極
め
て
接
近
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
、
話
を
実
在
の
同
一
の
看
護
婦
か
ら
聞
い
た
時
の
心
覚
え
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
『
春
の
夜
』
の
な
か
の
看
護
婦
の
名
の
「
N
さ
ん
」
と
、
『
玄
鶴
山
房
』
に
関
す
る
メ
モ
の
な
か
の
看
護
婦
の
名
の
「
永
井

さ
ん
」
と
が
符
合
す
る
か
ら
、
「
永
井
」
は
、
龍
之
介
に
話
を
提
供
し
た
実
在
の
看
護
婦
の
実
名
で
あ
ろ
う
。
「
乙
彦
（
オ
ト
ピ
コ
）
」
と
い
う

子
供
以
外
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
な
い
（
作
品
構
想
の
覚
え
書
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
作
中
人
物
の
名
前
が
も
う
少
し
多
く
決
め
ら
れ
て
い
る
は

二
一
九
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ず
で
あ
る
）
。
ま
た
、
「
子
供
に
も
凡
人
に
な
れ
と
乙
彦
（
オ
ト
ピ
コ
）
と
つ
け
る
。
」
と
、
名
付
け
た
理
由
ま
で
記
し
て
い
る
子
供
の
名
の

「
乙
彦
」
が
、
作
品
『
玄
鶴
山
房
』
で
は
「
武
夫
」
と
な
っ
て
い
る
（
名
付
け
の
理
由
ま
で
考
え
て
命
名
し
た
の
が
、
作
品
構
想
段
階
で
あ
る

な
ら
ば
、
「
乙
彦
」
か
ら
「
武
夫
」
へ
の
変
更
は
あ
り
え
ま
い
。
親
の
こ
の
名
付
け
の
理
由
が
、
実
在
の
「
或
看
護
婦
」
か
ら
聞
い
た
ま
ま
の

も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
）
。

　
『
玄
鶴
山
房
』
に
関
す
る
メ
モ
が
、
「
或
看
護
婦
」
か
ら
聞
い
た
話
の
覚
え
書
き
で
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
こ
と
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
『
玄
鶴
山
房
』
と
い
う
作
品
が
、
手
に
入
れ
た
素
材
に
ど
れ
だ
け
寄
り
掛
か
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
の
か
、
を
知
り
た
い
か
ら
で
あ
る
。

『
玄
鶴
山
房
』
に
関
す
る
メ
モ
が
、
実
在
の
看
護
婦
か
ら
聞
い
た
話
の
覚
え
書
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
メ
モ
（
聞
い
た
話
、
と
い
う
素
材
）
と

『
玄
鶴
山
房
』
と
の
関
係
は
、
先
行
作
品
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
龍
之
介
の
作
品
に
お
け
る
、
先
行
作
品
と
い
う
素
材
と
龍
之
介
の
作
品
と
の
関
係

に
重
な
る
で
あ
ろ
う
。
大
ま
か
に
言
え
ば
、
素
材
を
作
品
の
枠
組
み
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
る
、
と
い
う
依
存
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
メ
モ
の
空
白
（
書
き
留
め
ら
れ
て
い
な
い
看
護
婦
の
話
）
の
仔
細
は
、
闇
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
六
尺
の
揮

（
妾
を
銚
子
へ
や
り
し
晩
。
）
」
と
い
う
看
護
婦
の
話
か
ら
、
「
六
尺
」
の
「
晒
し
木
綿
」
の
揮
で
堀
越
玄
鶴
が
総
死
を
図
る
作
品
の
「
五
」
を
創

作
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
実
在
の
看
護
婦
が
、
「
爺
さ
ん
」
の
首
く
く
り
に
至
る
心
的
経
緯
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
龍
之
介
に
話

し
た
か
、
は
不
明
で
あ
る
。
書
き
留
め
ら
れ
て
い
な
い
看
護
婦
の
話
の
一
部
始
終
が
分
か
ら
な
い
以
上
、
看
護
婦
の
話
へ
の
依
存
度
を
正
確
に

割
り
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
だ
が
、
次
の
よ
う
な
龍
之
介
の
言
は
、
依
存
度
の
あ
ら
ま
し
を
算
出
す
る
手
掛
か
り
に
な
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
　
　
「
玄
鶴
山
房
」
は
看
護
婦
に
き
い
た
話
で
す
。
「
春
の
夜
」
も
さ
う
で
す
。
「
玄
鶴
山
房
」
で
あ
ん
な
に
悪
く
書
い
て
了
つ
た
の
で
何
処

　
　
か
で
恨
ん
で
ゐ
る
で
せ
う
。
（
昭
和
二
年
五
月
二
十
四
日
の
新
潟
で
の
座
談
会
に
お
け
る
発
言
、
葛
巻
義
敏
編
『
芥
川
龍
之
介
未
定
稿
集
』

　
　
岩
波
書
店
、
昭
4
3
か
ら
引
用
し
た
。
）

●



　
メ
モ
に
お
い
て
は
、
「
永
井
さ
ん
」
と
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
龍
之
介
に
材
料
を
提
供
し
た
看
護
婦
が
い
か
な
る
性
格
の

人
物
で
あ
っ
た
か
知
る
由
も
な
い
が
、
先
の
龍
之
介
の
発
言
を
信
じ
る
か
ぎ
り
、
『
玄
鶴
山
房
』
の
看
護
婦
．
甲
野
が
、
か
な
り
創
ら
れ
た
、

虚
構
の
人
物
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
甲
野
の
造
形
方
法
を
錦
の
御
旗
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
『
玄
鶴
山
房
』
の
他
の
人
々

も
、
創
ら
れ
た
、
虚
構
の
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
虚
構
の
度
合
い
の
強
弱
は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
（
主
要
人
物
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
、
虚
構
の
度
合
い
は
強
く
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
）
、
『
玄
鶴
山
房
』
の
人
々
は
、
全
て
、
龍
之
介
が
創
っ
た
人
物
で
あ
ろ
う
。

＊

　
実
在
の
看
護
婦
が
龍
之
介
に
話
し
た
「
爺
さ
ん
」
の
内
面
が
窺
わ
れ
る
記
述
は
、
「
結
核
。
六
尺
の
揮
（
妾
を
銚
子
へ
や
り
し
晩
。
）
（
中
略
）

妾
の
名
の
み
を
呼
ぶ
。
『
あ
な
た
も
死
に
ま
す
ね
。
』
ウ
ハ
言
に
妾
の
名
を
呼
ば
ず
。
」
だ
け
で
あ
る
。
結
核
の
病
で
床
に
就
い
た
「
爺
さ
ん
」
。

そ
の
家
族
に
よ
っ
て
、
妾
を
銚
子
に
や
ら
れ
た
彼
は
、
そ
の
淋
し
さ
（
？
）
か
ら
総
死
を
図
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
死
ぬ
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

「
爺
さ
ん
」
は
、
末
期
の
床
で
、
「
妾
の
名
の
み
を
呼
ぶ
。
」
と
い
っ
た
、
妾
へ
の
愛
着
（
愛
欲
）
を
露
わ
に
す
る
の
で
あ
る
。
玄
鶴
が
こ
の

「
爺
さ
ん
」
に
似
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
所
詮
〈
似
て
い
る
〉
を
超
え
る
依
存
関
係
で
は
な
い
。

　
龍
之
介
は
堀
越
玄
鶴
を
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
造
形
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
こ
れ
で
お
し
ま
ひ
で
す
。
「
五
」
は
出
来
損
ひ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
も
う
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
あ
き
ら
め
る
こ
と
に
し

　
　
ま
し
た
。
又
実
感
の
乏
し
い
為
、
手
を
入
れ
て
も
だ
め
か
と
思
ひ
ま
す
。
（
高
野
敬
録
宛
書
簡
、
昭
2
・
1
・
1
9
［
推
定
］
）

　
『
玄
鶴
山
房
』
は
＝
」
～
「
六
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
「
五
」
は
、
玄
鶴
を
主
座
に
据
え
て
、
玄
鶴
を
本
格
的
に
描
い
た
章
節

で
あ
る
。
作
品
の
山
場
で
あ
る
べ
き
章
節
に
自
信
を
持
て
な
か
っ
た
の
は
、
玄
鶴
の
肉
付
け
に
違
和
感
が
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
看
護
婦

二
二
一
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か
ら
聞
い
た
、
実
在
し
た
「
爺
さ
ん
」
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
、
玄
鶴
の
生
の
輪
郭
（
出
自
、
人
生
経
路
な
ど
）
を
形
作
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
生
の
輪
郭
の
内
部
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
与
え
る
作
業
は
困
難
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
玄
鶴
の
生
の
輪
郭
の
内
部
を
埋
め
る
べ
き
心
理
・
情

念
こ
そ
、
龍
之
介
に
と
っ
て
、
「
実
感
の
乏
し
い
」
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
設
定
し
た
玄
鶴
の
生
の
輪
郭
に
相
応
し
い
心
理
・

情
念
を
付
与
す
る
困
難
を
薄
め
る
た
め
に
、
龍
之
介
は
、
玄
鶴
の
生
の
輪
郭
に
龍
之
介
自
身
の
心
理
・
情
念
を
注
ぎ
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の

意
味
に
お
い
て
、
堀
越
玄
鶴
は
芥
川
龍
之
介
で
あ
る
。
玄
鶴
は
、
実
在
し
た
「
爺
さ
ん
」
よ
り
も
、
龍
之
介
に
近
い
人
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
玄
鶴
の
生
の
輪
郭
と
玄
鶴
の
内
面
と
の
間
に
不
均
衡
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
彼
（
玄
鶴
．
筆
者
注
）
は
度
た
び
夢
う
つ
つ
の
間
に
彼
の
両
親
の
住
ん
で
ゐ
た
信
州
の
或
山
峡
の
村
を
、
ー
殊
に
石
を
置
い
た
板
葺

　
　
き
屋
根
や
蚕
臭
い
桑
ボ
ヤ
を
思
ひ
出
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
玄
鶴
の
母
胎
、
生
の
根
源
で
あ
る
。
玄
鶴
の
生
涯
を
要
約
す
れ
ば
、
こ
の
母
胎
か
ら
ひ
た
す
ら
遠
ざ
か
り
、
そ
の
空
疎
感
か
ら
、
母
胎
回
帰

を
願
い
な
が
ら
、
つ
い
に
そ
れ
が
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
空
し
い
一
生
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
意
識
的
な
自
己
形
成
と
し

て
は
、
「
山
峡
の
村
」
と
い
う
母
胎
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
、
明
確
に
は
意
識
化
で
き
な
い
部
分
で
は
、
「
山
峡
の
村
」
と
い
う
母
胎
を
求
あ
て

い
た
の
だ
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
の
家
の
主
人
、
堀
越
玄
鶴
は
画
家
と
し
て
も
多
少
は
知
ら
れ
て
ゐ
た
。
し
か
し
資
産
を
作
つ
た
の
は
ゴ
ム
印
の
特
許
を
受
け
た
為
だ

　
　
つ
た
。
或
は
ゴ
ム
印
の
特
許
を
受
け
て
か
ら
地
所
の
売
買
を
し
た
為
だ
つ
た
。
現
に
彼
が
持
つ
て
ゐ
た
郊
外
の
或
地
面
な
ど
は
生
姜
さ
へ

　
　
碓
に
出
来
な
い
ら
し
か
つ
た
。
け
れ
ど
も
今
は
も
う
赤
瓦
の
家
や
青
瓦
の
家
の
立
ち
並
ん
だ
所
謂
「
文
化
村
」
に
変
つ
て
ゐ
た
。
…
…
…

　
玄
鶴
は
、
「
信
州
の
或
山
峡
の
村
」
か
ら
遠
ざ
か
り
、
画
家
と
し
て
成
功
す
る
と
い
う
形
の
自
己
実
現
を
庶
幾
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
多
少
は
知
ら
れ
て
ゐ
た
」
と
い
う
程
度
の
画
家
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
玄
鶴
の
自
己
実
現
の
挫
折
、
そ
の
空
し
さ
は
、
次
の
時
代
の

画
家
を
目
指
す
画
学
生
の
通
行
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に
な
る
の
だ
。
「
玄
鶴
山
房
」
の
額
を
掲
げ
て
み
て
も
、
画
学
生
に
よ
っ
て
、
画
家
・
玄



鶴
の
存
在
す
ら
認
あ
ら
れ
ず
、
玄
鶴
の
名
は
笑
い
の
対
象
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
山
峡
の
村
」
か
ら
脱
出
し
た
野
心
、
そ

の
後
の
営
為
が
水
泡
に
帰
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
庶
幾
し
た
自
己
実
現
か
ら
は
程
遠
い
、
「
ゴ
ム
印
の
特
許
」
を
受
け
た
り
、
「
地
所
の
売
買
」

を
し
た
り
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
資
産
を
手
に
入
れ
る
、
と
い
う
成
功
に
巡
り
合
っ
た
の
で
あ
る
。
　
〈
不
本
意
な
成
功
〉
…
…
。
玄
鶴
の
母
胎
と

も
言
え
る
「
石
を
置
い
た
板
葺
き
屋
根
」
の
家
と
対
極
的
な
家
、
「
小
ち
ん
ま
り
と
出
来
上
つ
た
、
奥
床
し
い
門
構
へ
の
家
」
を
、
　
〈
不
本
意

な
成
功
〉
に
よ
っ
て
構
え
た
の
で
あ
る
。
　
〈
不
本
意
な
成
功
〉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
向
き
だ
け
は
、
「
奥
床
し
い
門
構
へ
の
家
」
を
築
い
た

玄
鶴
の
生
の
形
は
、
「
生
姜
さ
へ
康
に
出
来
な
い
」
地
面
が
「
文
化
村
」
に
化
け
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
〈
不
本
意
な
成
功
〉
に
よ
っ
て
得
た
資
産
で
購
っ
た
、
「
奥
床
し
い
門
構
へ
の
家
」
に
象
徴
さ
れ
る
名
門
・
堀
越
家
。
「
或
大
藩
の
家
老
の
娘
」

を
姿
り
、
「
一
時
は
知
事
な
ど
に
も
な
つ
た
或
政
治
家
の
次
男
」
を
娘
の
婿
に
迎
え
た
玄
鶴
。
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
妻
や
娘
婿
だ
っ

た
の
で
あ
り
、
玄
鶴
の
出
自
と
対
極
的
な
〈
家
〉
は
、
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
の
寄
せ
木
細
工
だ
と
言
え
よ
う
。
「
蚕
臭
い
」
臭
い
に
通
ず
る

大
蒜
の
悪
臭
を
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
し
た
台
所
、
「
文
化
竈
や
華
奢
な
皿
小
鉢
」
の
あ
る
台
所
に
象
徴
さ
れ
る
文
化
的
（
都
会
的
）
な
生
活
。

　
見
せ
掛
け
の
名
門
・
堀
越
家
の
内
実
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
志
の
挫
折
し
た
玄
鶴
に
、
円
満
具
足
し
た
人
格
形
成
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
「
玄
鶴
は
お
芳
を
囲
ひ
出
さ
な
い
前
に
も
彼
女
（
お
鈴
・
筆
者
注
）
に
は
『
立
派
な
お
父
さ
ん
』
で
は
な
か
つ
た
」
の
で
あ
る
。
玄

鶴
の
財
産
に
、
「
或
大
藩
の
家
老
の
娘
」
の
自
尊
心
を
売
り
渡
し
た
で
あ
ろ
う
お
鳥
と
、
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
お
鳥
を
嬰
っ
た
玄
鶴

と
の
間
に
、
心
の
通
い
合
い
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
「
省
線
電
車
の
乗
り
換
へ
も
苦
に
せ
ず
、
一
週
間
に
一
二
度
つ
つ
は
必
ず
妾
宅
へ
通
つ

て
行
つ
た
」
玄
鶴
、
そ
の
夫
に
よ
っ
て
、
心
の
制
御
装
置
を
狂
わ
さ
れ
た
お
鳥
。
お
鈴
は
、
そ
う
い
う
両
親
に
、
「
嫌
悪
」
や
「
情
無
さ
」
を

感
じ
て
い
た
の
だ
。
表
向
き
の
名
門
は
築
け
て
い
て
も
、
有
機
的
な
家
庭
は
形
成
出
来
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
玄
鶴
を
中
心
と
し
た
家
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

は
、
心
の
離
れ
た
他
人
の
寄
り
合
い
だ
っ
た
の
だ
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
な
玄
鶴
は
、
お
芳
が
田
舎
に
帰
っ
た
後
、
「
長
い
彼
の
一
生
」
と
向
か
い
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後
の
総
死
を

二
二
一
二



二
二
四

図
る
に
至
る
玄
鶴
の
心
理
こ
そ
、
龍
之
介
に
と
っ
て
、
最
も
「
実
感
の
乏
し
い
」
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
設
定
し
た
玄
鶴
の
生
の

輪
郭
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
も
、
こ
の
間
の
玄
鶴
の
心
理
的
葛
藤
な
の
で
あ
る
。
玄
鶴
が
龍
之
介
に
急
接
近
し
て
く
る
の
も
こ
の
辺
り
か
ら
で
あ

る
。　

　
　
玄
鶴
の
一
生
は
か
う
云
ふ
彼
に
は
如
何
に
も
浅
ま
し
い
一
生
だ
つ
た
。
成
程
ゴ
ム
印
の
特
許
を
受
け
た
当
座
は
比
較
的
彼
の
　
生
で
も

　
　
明
る
い
時
代
に
は
違
ひ
な
か
つ
た
。
し
か
し
そ
こ
に
も
憐
輩
の
嫉
妬
や
彼
の
利
益
を
失
ふ
ま
い
と
す
る
彼
自
身
の
焦
燥
の
念
は
絶
え
ず
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
を
苦
し
め
て
ゐ
た
。
ま
し
て
お
芳
を
囲
ひ
出
し
た
後
は
、
1
彼
は
家
庭
の
い
ざ
こ
ざ
の
外
に
も
彼
等
の
知
ら
な
い
金
の
工
面
に
い
つ
も

　
　
重
荷
を
背
負
ひ
つ
づ
け
だ
つ
た
。
し
か
も
更
に
浅
ま
し
い
こ
と
に
は
年
の
若
い
お
芳
に
惹
か
れ
て
ゐ
た
も
の
の
、
少
く
と
も
こ
の
一
二
年

　
　
は
何
度
内
心
に
お
芳
親
子
を
死
ん
で
し
ま
へ
と
思
つ
た
か
知
れ
な
か
つ
た
。

　
玄
鶴
の
「
焦
燥
の
念
」
や
、
お
芳
に
対
す
る
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
感
情
が
、
描
か
れ
て
い
る
彼
の
人
生
行
路
に
著
し
く
不
釣
り
合
い
だ
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
玄
鶴
の
内
面
を
暗
く
塗
り
潰
し
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
資
産
家
と
な
っ
た
喜
び
、
お
芳
を
愛
す
る

喜
び
が
、
も
う
少
し
強
調
さ
れ
て
い
て
こ
そ
、
肉
体
を
具
え
た
生
き
た
人
物
と
し
て
造
形
す
る
こ
と
が
出
来
た
、
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
描
か
れ
て
い
る
玄
鶴
の
人
生
行
路
は
、
敢
え
て
、
「
浅
ま
し
い
」
と
総
括
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
の
に
、
彼
の
認
識
だ
け
を
暗
い
、

深
刻
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
描
か
れ
て
い
る
玄
鶴
の
人
生
（
彼
の
「
故
朋
輩
」
が
、
「
あ
の
爺
さ
ん
も
本
望
だ
つ
た
ら
う
。
若
い
妾

も
持
つ
て
ゐ
れ
ば
、
小
金
も
た
め
て
ゐ
た
ん
だ
か
ら
。
」
と
評
す
る
よ
う
な
生
の
輪
郭
）
を
飛
び
越
え
て
、
彼
の
内
面
に
、
龍
之
介
が
感
受
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

た
人
生
観
が
入
り
込
ん
で
い
る
の
だ
。

　
玄
鶴
は
、
「
浅
ま
し
い
」
一
生
と
向
き
合
う
苦
痛
を
紛
ら
す
た
め
に
、
「
浅
ま
し
い
？
1
し
か
し
そ
れ
も
考
へ
て
見
れ
ば
、
格
別
わ
し
だ
け

に
限
つ
た
こ
と
で
は
な
い
。
」
と
思
お
う
と
し
て
、
誰
彼
の
「
犯
し
た
罪
」
を
数
え
上
げ
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
「
不
思
議
に
も

彼
の
苦
し
み
に
は
何
の
変
化
も
与
へ
な
か
つ
た
。
の
み
な
ら
ず
逆
に
生
そ
の
も
の
に
も
暗
い
影
を
拡
げ
る
ば
か
り
だ
つ
た
。
」
の
で
あ
る
。
設



定
し
た
玄
鶴
の
人
生
行
路
か
ら
最
も
遠
い
心
の
動
き
で
あ
る
。
玄
鶴
が
龍
之
介
そ
の
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
人
生
は
地
獄

よ
り
も
地
獄
的
で
あ
る
。
」
（
『
條
儒
の
言
葉
』
、
『
文
芸
春
秋
』
大
1
2
．
1
～
1
4
．
1
1
）
、
「
わ
た
し
は
度
た
び
他
人
の
こ
と
を
『
死
ね
ば
善
い
』

と
思
つ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
又
他
人
の
中
に
は
肉
親
さ
へ
交
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
は
な
い
。
」
（
『
株
儒
の
言
葉
（
遺
稿
）
』
、
『
文
芸

春
秋
』
昭
2
・
1
0
、
1
2
）
と
は
、
龍
之
介
の
言
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
お
芳
が
「
御
看
病
」
か
ら
下
が
っ
た
後
の
玄
鶴
の
内
面
を
、
龍
之
介
固
有

の
「
人
生
は
地
獄
よ
り
も
地
獄
的
で
あ
る
。
」
と
い
う
人
生
認
識
で
埋
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
流
行
作
家
の
地
位
を
守
ろ
う
と
し
た
龍
之

介
の
「
焦
燥
の
念
」
、
「
狂
人
の
娘
」
に
対
す
る
「
絞
め
殺
し
た
い
、
残
虐
な
欲
望
」
（
『
或
阿
呆
の
一
生
』
、
『
改
造
』
昭
2
・
1
0
）
な
ど
を
総

動
員
し
て
、
玄
鶴
の
内
面
を
埋
め
尽
く
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
　
　
彼
（
玄
鶴
・
筆
者
注
）
は
心
身
に
食
ひ
ご
ん
で
来
る
い
ろ
い
ろ
の
苦
し
み
を
紛
ら
す
為
に
楽
し
い
記
憶
を
思
ひ
起
さ
う
と
し
た
。
け
れ

　
　
ど
も
彼
の
一
生
は
前
に
も
言
つ
た
や
う
に
浅
ま
し
か
つ
た
。
若
し
そ
こ
に
少
し
で
も
明
る
い
一
面
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
唯
何
も
知

　
　
ら
な
い
幼
年
時
代
の
記
憶
だ
け
だ
つ
た
。
彼
は
度
た
び
夢
う
つ
つ
の
間
に
彼
の
両
親
の
住
ん
で
ゐ
た
信
州
の
或
山
峡
の
村
を
、
1
殊
に

　
　
石
を
置
い
た
板
葺
き
屋
根
や
蚕
臭
い
桑
ボ
ヤ
を
思
ひ
出
し
た
。

　
〈
自
我
意
識
〉
が
苦
痛
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
ペ
シ
ミ
ズ
ム
。
玄
鶴
（
龍
之
介
）
に
と
っ
て
、
　
〈
生
き
る
〉
と
は
、
　
〈
自
我
意
識
〉
と
い
う
、

人
間
に
与
え
ら
れ
た
罰
を
背
負
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
　
〈
自
我
意
識
〉
の
芽
生
え
以
前
の
、
「
何
も
知
ら
な
い
」
幼
年
時
代
に
し
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　

〈
明
る
さ
〉
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
〈
自
我
意
識
〉
の
深
ま
り
に
よ
る
、
豊
か
な
人
格
形
成
を
信
ず
る
、
と
い
う
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
欠
け
ら
も

な
い
の
だ
。
「
何
も
知
ら
な
い
」
無
垢
へ
の
退
行
願
望
が
、
夢
の
な
か
で
、
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
老
醜
の
玄
鶴
に
許
さ
れ
た
退

行
は
、
「
老
人
の
や
う
に
雛
く
ち
や
」
な
子
供
で
し
か
な
い
の
だ
。
「
何
も
知
ら
な
い
」
老
人
と
は
、
醜
い
「
搬
く
ち
や
」
な
子
供
で
し
か
な
い

の
だ
か
ら
。

　
　
　
彼
は
時
々
夢
の
中
に
お
芳
や
文
太
郎
に
出
合
つ
た
り
し
た
。
㈲
そ
れ
は
彼
に
は
、
1
夢
の
中
の
彼
に
は
明
る
い
心
も
ち
の
す
る
も
の

二
二
五



二
二
六

　
　
だ
つ
た
。
（
中
略
）
㈲
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
目
の
醒
め
た
後
は
一
層
彼
を
見
じ
め
に
し
た
。
国
玄
鶴
は
い
つ
か
眠
る
こ
と
に
も
恐
怖
に
近

　
　
い
不
安
を
感
ず
る
や
う
に
な
つ
た
。
（
㈲
～
㈲
の
記
号
は
筆
者
が
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
）

　
玄
鶴
が
総
死
を
決
意
す
る
に
至
る
心
理
で
あ
る
。
㈲
か
ら
総
死
を
図
る
心
の
動
き
に
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る
の
だ
が
、
㈲
↓
㈲
↓
回
の
心

理
経
路
に
は
必
然
性
が
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
玄
鶴
が
、
㈲
の
心
理
を
持
つ
必
然
性
が
描
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
自
殺
を
選
ん
だ
龍
之

介
の
心
理
を
投
射
し
て
玄
鶴
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
肺
結
核
の
老
人
の
心
理
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、

玄
鶴
が
維
死
を
試
み
る
辺
り
が
、
芝
居
め
い
て
見
え
る
の
で
あ
る
。
当
の
玄
鶴
自
身
が
、
「
可
笑
し
さ
」
を
感
じ
て
、
「
と
め
ど
な
し
に
笑
」
い

だ
す
始
末
で
あ
る
。
龍
之
介
に
と
っ
て
、
肺
結
核
で
衰
弱
し
た
老
人
の
心
理
は
、
「
実
感
の
乏
し
い
」
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　

　
抜
け
目
な
く
立
ち
回
り
、
〈
不
本
意
な
成
功
〉
を
得
た
人
物
に
、
〈
玄
鶴
〉
と
い
う
高
遭
な
名
前
を
名
乗
ら
せ
る
、
と
い
う
〈
皮
肉
〉
。
そ

の
名
が
笑
い
の
対
象
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
〈
皮
肉
〉
。
堀
越
家
の
内
実
が
、
心
の
通
わ
な
い
人
々
の
集
合
で
あ
る
の
に
、
表
向
き
は
、

「
奥
床
し
い
門
構
へ
の
家
」
を
構
え
さ
せ
る
、
と
い
う
〈
皮
肉
〉
。
徹
底
し
て
突
き
放
し
た
、
〈
皮
肉
〉
な
視
線
で
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
玄

鶴
の
首
く
く
り
を
武
夫
に
目
撃
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
も
、
こ
の
視
線
は
作
動
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
人
生
の
意
味
（
死
の
重
み
）
を
ま
だ
知
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

い
武
夫
に
、
総
死
の
現
場
を
目
撃
さ
れ
る
こ
と
で
、
玄
鶴
の
死
の
選
択
が
は
や
し
の
対
象
（
無
様
）
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
視
線

は
、
玄
鶴
の
死
後
を
描
く
時
に
、
さ
ら
に
増
幅
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
門
を
出
る
時
に
は
大
抵
彼
の
こ
と
を
忘
れ
て
ゐ
た
」
と
い
っ
た
、
内
実

の
空
疎
な
玄
鶴
の
告
別
式
で
あ
る
の
に
、
「
盛
大
」
に
執
り
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
予
約
し
て
お
い
た
一
等
の
竈
が
満
員
だ
つ
た
、
と
い
う

不
運
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
「
特
別
に
一
等
の
料
金
で
特
等
で
焼
い
て
」
も
ら
う
、
と
い
う
好
運
に
あ
り
つ
く
の
で
あ
る
。
　
〈
不
本
意
な
成
功
〉

と
い
う
〈
皮
肉
〉
を
死
後
に
ま
で
負
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
玄
鶴
を
徹
底
し
て
突
き
放
す
力
学
か
ら
、
甲
野
と
い
う
作
中
人
物
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。



＊

　
作
品
内
の
事
象
と
し
て
は
、
甲
野
と
堀
越
家
の
人
々
と
の
間
に
、
見
る
．
見
ら
れ
る
、
と
い
う
相
互
関
係
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
描
写
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
は
、
甲
野
が
堀
越
家
の
人
々
を
一
方
的
に
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
甲
野
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
遂
に
な
い
の
で
あ
る
。
見
る
人
物
と
し
て
、

甲
野
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
問
題
は
ど
う
い
う
眼
で
見
て
い
る
か
で
あ
る
。

　
　
　
彼
女
（
甲
野
・
筆
者
注
）
の
過
去
は
暗
い
も
の
だ
つ
た
。
彼
女
は
病
家
の
主
人
だ
の
病
院
の
医
者
だ
の
と
の
関
係
上
、
何
度
一
塊
の
青

　
　
酸
加
里
を
嚥
ま
う
と
し
た
こ
と
だ
か
知
れ
な
か
つ
た
。
こ
の
過
去
は
い
つ
か
彼
女
の
心
に
他
人
の
苦
痛
を
享
楽
す
る
病
的
な
興
味
を
植
ゑ

　
　
つ
け
て
ゐ
た
。

　
甲
野
は
、
社
会
が
己
に
加
え
る
抑
圧
に
よ
っ
て
傷
つ
い
た
自
我
（
壊
れ
た
自
我
）
を
治
癒
す
る
た
め
に
、
他
者
の
な
か
の
弱
い
部
分
を
見
付

け
て
、
そ
れ
を
軽
蔑
（
冷
笑
）
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
者
の
な
か
に
弱
点
を
見
出
せ
な
い
時
、
彼
女
は
傷
つ
く
の
で
あ
る
。
お
鈴

の
「
手
落
ち
」
を
発
見
す
る
こ
と
で
、
「
何
か
満
足
に
近
い
も
の
」
を
感
じ
、
お
鈴
が
気
が
利
い
て
い
る
と
思
う
こ
と
で
、
「
心
に
影
を
落
し
た
」

と
い
う
の
が
、
そ
の
証
左
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
壊
れ
た
自
我
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
衝
動
か
ら
、
陰
湿
な
か
た
ち
で
他
者
へ
の
攻
撃
に
出
る
の

で
あ
り
、
彼
女
の
冷
笑
の
根
は
、
被
抑
圧
感
で
あ
る
。

　
「
病
家
の
主
人
だ
の
病
院
の
医
者
だ
の
と
の
関
係
」
に
よ
っ
て
、
甲
野
の
見
た
男
は
、
所
詮
、
無
責
任
で
不
潔
な
性
欲
を
持
っ
た
動
物
に
過

ぎ
な
い
、
と
い
う
認
識
を
得
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
認
識
が
重
吉
に
投
影
さ
れ
て
、
重
吉
を
、
「
彼
女
の
軽
蔑
す
る
一
匹
の
雄
」
と
感
受
す
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
甲
野
の
男
性
観
か
ら
す
れ
ば
、
玄
鶴
こ
そ
、
「
彼
女
の
軽
蔑
す
る
一
匹
の
雄
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
甲
野
の
侮
蔑
、

冷
笑
は
、
「
腰
ぬ
け
」
の
妻
を
蔑
ろ
に
し
て
、
年
老
い
た
身
で
、
妾
を
囲
っ
て
い
た
「
浅
ま
し
い
」
玄
鶴
に
こ
そ
、
最
も
強
烈
に
向
け
ら
れ
る

べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

二
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そ
れ
は
彼
（
重
吉
・
筆
者
注
）
が
羽
根
を
抜
い
た
雄
鶏
に
近
い
彼
の
体
を
差
ぢ
て
ゐ
る
為
に
違
ひ
な
か
つ
た
。
甲
野
は
か
う
云
ふ
彼
を

　
　
見
な
が
ら
、
　
（
彼
の
顔
も
亦
雀
斑
だ
ら
け
だ
つ
た
。
）
一
体
彼
は
お
鈴
以
外
の
誰
に
惚
れ
ら
れ
る
つ
も
り
だ
ら
う
な
ど
と
私
か
に
彼
を
嘲

　
　
つ
た
り
し
て
ゐ
た
。

　
完
膚
な
き
ま
で
の
攻
撃
で
あ
る
。
甲
野
の
侮
蔑
が
最
も
顕
わ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
が
重
吉
で
あ
る
（
こ
の
作
用
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
）
。
こ
う
し
た
顕
わ
な
侮
蔑
が
、
ど
う
し
て
玄
鶴
に
は
向
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
玄
鶴
が
龍
之
介
の
分
身
で
あ
る
な
ら
ば
、
甲
野
は
龍
之
介
を
見
る
も
う
ひ
と
り
の
龍
之
介
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
自
己
観
照

す
る
龍
之
介
が
甲
野
で
あ
る
。
「
甲
野
は
薄
ら
寒
い
静
か
さ
の
中
に
ぢ
つ
と
玄
鶴
を
見
守
つ
た
ま
ま
、
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
考
へ
て
ゐ
た
」
。
甲

野
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
端
的
に
現
し
て
い
る
文
で
あ
る
。
作
中
人
物
・
玄
鶴
を
見
る
作
中
人
物
が
甲
野
で
あ
り
、
表
現
者
（
作
者
）
・
芥
川
龍
之

介
は
、
そ
の
玄
鶴
・
甲
野
の
両
者
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
甲
野
が
自
分
の
顔
を
見
た
時
、
そ
の
時
の
甲
野
は
、
作
者
に
重
な
る
の
で
あ
る
。

「
甲
野
は
こ
の
声
を
聞
い
た
時
、
澄
み
渡
つ
た
鏡
に
向
つ
た
ま
ま
、
始
め
て
に
や
り
と
冷
笑
を
洩
ら
し
た
」
。
鏡
の
中
に
自
分
の
顔
、
自
分
の
冷

笑
を
見
て
い
る
甲
野
は
、
ま
さ
に
作
者
そ
の
人
な
の
で
あ
る
。
作
中
人
物
・
甲
野
が
、
玄
鶴
を
突
き
放
し
て
冷
笑
的
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

作
者
は
、
作
品
の
外
に
客
観
的
に
立
つ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
『
玄
鶴
山
房
』
と
い
う
作
品
の
縁
取
り
と
言
う
べ
き
＝
」
と
「
六
」
以

外
で
、
作
者
が
主
観
を
表
出
し
な
い
で
い
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
甲
野
は
、
お
芳
が
「
御
看
病
」
に
来
て
い
る
こ
と
で
生
じ
る
、
お
鳥
の
「
嫉
妬
」
を
見
抜
い
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。

　
　
　
お
芳
は
か
う
云
ふ
お
鈴
の
前
に
文
太
郎
と
一
し
よ
に
涙
を
流
し
、
平
あ
や
ま
り
に
あ
や
ま
る
外
は
な
か
つ
た
。
そ
の
又
仲
裁
役
を
勤
め

　
　
る
も
の
は
必
ず
看
護
婦
の
甲
野
だ
つ
た
。
甲
野
は
顔
を
赤
め
た
お
鈴
を
一
生
懸
命
に
押
し
戻
し
な
が
ら
、
い
つ
も
も
う
一
人
の
人
間
の
、
ー

　
　
ぢ
つ
と
こ
の
騒
ぎ
を
聞
い
て
ゐ
る
玄
鶴
の
心
も
ち
を
想
像
し
、
内
心
に
は
冷
笑
を
浮
か
べ
て
ゐ
た
。
が
、
勿
論
そ
ん
な
素
ぶ
り
は
決
し
て

　
　
顔
色
に
も
見
せ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。



　
玄
鶴
は
、
「
お
芳
の
泊
つ
て
ゐ
る
間
は
多
少
の
慰
め
を
受
け
た
代
り
に
お
鳥
の
嫉
妬
や
子
供
た
ち
の
喧
嘩
に
し
つ
き
り
な
い
苦
し
み
を
感
じ

て
ゐ
た
」
わ
け
だ
か
ら
、
甲
野
は
、
玄
鶴
の
苦
し
み
を
正
確
に
キ
ャ
ッ
チ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
甲
野
は
、
玄
鶴
が
死
に
よ
る
安

ら
ぎ
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
さ
え
見
抜
い
て
い
な
が
ら
、
玄
鶴
の
枕
元
で
冷
然
と
「
婦
人
雑
誌
」
を
読
み
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
死
に

追
い
込
ま
れ
て
い
く
玄
鶴
の
苦
し
み
を
、
「
ぢ
つ
と
」
「
見
守
つ
た
ま
ま
」
、
そ
の
苦
し
み
を
「
享
楽
」
し
て
い
る
の
が
甲
野
で
あ
る
。

　
龍
之
介
の
分
身
で
あ
る
玄
鶴
が
、
自
己
の
一
生
を
「
浅
ま
し
い
」
と
自
嘲
し
て
み
て
も
、
龍
之
介
が
自
己
を
突
き
放
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
自
嘲
は
自
己
愛
の
変
形
に
過
ぎ
な
い
。
玄
鶴
は
自
嘲
す
る
こ
と
で
、
自
己
を
い
と
お
し
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
玄
鶴
の
自
嘲

の
強
さ
は
、
む
し
ろ
龍
之
介
の
自
己
愛
を
証
拠
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
龍
之
介
は
、
こ
の
自
己
愛
・
甘
え
を
断
ち
切
る
た
め
に
、
甲
野
と
い

う
作
中
人
物
を
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
分
身
に
あ
り
が
ち
の
、
自
己
愛
・
甘
え
と
い
う
特
待
席
を
奪
っ
て
い
る
の
だ
。
玄
鶴
の
側
に
、
玄

鶴
の
苦
し
み
を
「
享
楽
」
す
る
甲
野
を
配
す
る
こ
と
で
、
龍
之
介
は
自
己
愛
・
甘
え
を
自
己
に
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
試
み

に
よ
っ
て
も
、
龍
之
介
は
完
全
に
自
己
愛
を
断
ち
切
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
玄
鶴
に
対
し
て
こ
そ
向
け
ら
れ
る
べ
き
は
ず
の
最
も
強
烈
な

甲
野
の
侮
蔑
が
、
重
吉
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
分
身
・
玄
鶴
を
突
き
放
し
き
れ
な
い
、
龍
之
介
の
甘
え
が
現
わ
れ
て
い
る
の

だ
。
無
論
、
こ
こ
に
は
、
玄
鶴
だ
け
が
龍
之
介
の
分
身
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　
玄
鶴
の
苦
し
み
の
多
く
は
、
資
産
、
お
芳
と
い
っ
た
、
守
る
べ
き
も
の
、
執
着
す
べ
き
も
の
を
所
有
し
て
い
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
贅
沢
な
苦
し
み
か
ら
無
縁
な
の
が
甲
野
で
あ
る
。
甲
野
は
、
「
何
度
一
塊
の
青
酸
加
里
を
嚥
ま
う
と
し
た
こ
と
だ
か
知
れ
な
か
つ

た
」
と
い
う
悲
惨
な
人
生
を
歩
ん
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
死
を
潜
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
言
わ
ば
、
死
を
内
蔵
し
て
生
き
て
い
る
の
で

あ
る
。
甲
野
は
玄
鶴
の
心
的
葛
藤
を
既
に
突
き
抜
け
て
い
る
存
在
で
あ
る
。

　
お
芳
が
去
っ
た
後
、
「
恐
し
い
孤
独
」
に
向
き
合
っ
て
い
る
玄
鶴
は
、
甲
野
に
近
付
い
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
甲
野
は
、
心
の
有
り
様
に

二
二
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お
い
て
、
玄
鶴
が
作
品
の
「
五
」
の
結
末
で
辿
り
着
く
心
境
に
先
回
り
し
て
い
て
、
玄
鶴
が
に
じ
り
寄
っ
て
来
る
の
を
「
ぢ
つ
と
」
「
見
守
つ
」

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
他
人
の
苦
痛
を
享
楽
す
る
病
的
な
興
味
」
を
持
っ
て
、
「
澄
み
渡
つ
た
鏡
に
向
つ
て
し
い
る
甲
野
と
は
、
「
僕
の
今
住
ん

で
ゐ
る
の
は
氷
の
や
う
に
透
み
渡
つ
た
、
病
的
な
神
経
の
世
界
で
あ
る
。
」
（
『
或
旧
友
へ
送
る
手
記
』
、
『
東
京
日
日
新
聞
』
昭
2
・
7
・
2
5
な

ど
）
と
い
う
龍
之
介
で
あ
る
。
総
死
を
決
意
し
た
玄
鶴
は
甲
野
と
重
な
り
、
両
者
は
ひ
と
つ
の
存
在
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
死
へ
跳
躍
し
た
自
己
を
、
自
己
の
意
識
は
捕
ら
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
玄
鶴
の
首
く
く
り
の
行
為
へ
の
飛
躍
は
、
玄
鶴
の
意
識
・

眼
（
甲
野
）
を
超
え
た
の
で
あ
り
、
甲
野
の
眼
で
は
、
玄
鶴
の
死
へ
の
跳
躍
は
捕
ら
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
甲
野
以
外
の
眼
が
要

請
さ
れ
る
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
武
夫
の
眼
に
よ
っ
て
、
玄
鶴
の
首
く
く
り
が
見
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
（
そ
れ
が
武
夫
の
眼
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
理
由
は
既
に
述
べ
て
お
い
た
）
。

＊

　
お
鳥
が
「
腰
抜
け
」
に
な
る
や
否
や
、
女
中
の
お
芳
に
手
を
付
け
、
「
公
然
と
」
お
芳
を
囲
っ
た
玄
鶴
。
玄
鶴
の
こ
の
仕
打
ち
が
、
「
或
大
藩

の
家
老
の
娘
」
で
、
「
器
量
」
よ
し
の
お
鳥
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。

　
　
　
お
芳
は
又
い
つ
の
間
に
か
何
ご
と
も
あ
き
ら
め
切
つ
た
ら
し
い
お
鳥
の
嫉
妬
を
煽
つ
て
ゐ
た
。
尤
も
お
鳥
は
お
芳
自
身
に
は
一
度
も
怨

　
　
み
な
ど
を
言
つ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。
（
こ
れ
は
又
五
六
年
前
、
お
芳
が
ま
だ
女
中
部
屋
に
寝
起
き
し
て
ゐ
た
頃
も
同
じ
だ
つ
た
。
）

　
お
芳
に
対
し
て
「
嫉
妬
」
を
現
さ
な
い
こ
と
で
、
外
部
に
対
し
て
、
自
尊
心
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
侮
辱
を
加
え
る
お
芳
に
対

す
る
自
己
防
衛
と
し
て
、
お
芳
を
問
題
に
し
て
い
な
い
よ
う
に
装
っ
て
、
逆
に
、
優
越
感
を
誇
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
芳
に
対

し
て
「
嫉
妬
」
を
現
さ
な
い
こ
と
が
、
お
鳥
の
生
の
要
件
と
な
り
、
自
我
意
識
の
核
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。



　
「
お
芳
の
手
前
も
差
し
い
」
か
ら
、
お
芳
が
玄
鶴
の
「
御
看
病
」
に
来
る
こ
と
を
勧
め
、
お
芳
に
、
「
お
や
、
ま
あ
、
よ
く
早
く
」
と
愛
想

も
言
う
の
で
あ
る
。
優
越
感
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
お
鳥
の
内
部
で
、
「
嫉
妬
」
を
肥
大
化
さ
せ
、
彼
女
の
自
我
意
識
を
傷
つ
け
て

い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。
お
芳
が
田
舎
に
帰
る
前
日
、
お
鳥
は
、
玄
鶴
の
寝
て
い
る
「
離
れ
」
に
近
い
縁
側
ま
で
這
い
出
す

の
で
あ
る
。
隠
し
て
い
た
「
嫉
妬
」
を
外
部
に
曝
け
出
し
た
の
で
あ
る
。
お
鳥
の
自
我
意
識
の
核
（
生
の
要
件
）
を
、
お
鳥
の
情
念
（
肉
体
）

が
裏
切
っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
鳥
は
、
精
神
的
に
も
「
腰
抜
け
」
（
生
け
る
屍
）
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
玄
鶴
の
告

別
式
に
、
お
鳥
が
「
出
る
訣
に
行
か
な
か
つ
た
」
と
い
う
よ
り
も
、
作
品
の
生
理
と
し
て
、
最
早
、
出
さ
せ
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
し
て
、
火
葬
場
の
門
に
停
む
お
芳
を
目
撃
さ
せ
る
必
要
な
ど
な
か
っ
た
の
だ
。

　
玄
鶴
と
の
間
の
子
供
・
文
太
郎
を
「
坊
ち
や
ん
」
と
呼
ぶ
お
芳
は
、
個
人
の
権
利
意
識
に
目
覚
め
て
い
な
い
、
分
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
し
か

知
ら
な
い
人
物
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
お
芳
が
「
御
看
病
」
に
遣
っ
て
来
た
の
は
、
損
得
勘
定
と
は
無
縁
な
、
無
償
の
忠
誠
心
と
い
う
彼
女
の
誠

か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
お
芳
の
誠
も
、
お
鳥
の
存
在
、
お
鳥
の
「
嫉
妬
」
を
傍
ら
に
置
く
時
、
絶
対
性
を
剥
ぎ
取
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。
お
芳
と
て
、
も
と
も
と
、
浅
ま
し
さ
の
欠
け
ら
も
な
い
〈
無
垢
〉
の
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
そ
れ
は
内

気
な
彼
女
（
お
芳
・
筆
者
注
）
に
は
珍
ら
し
い
棘
の
あ
る
言
葉
だ
つ
た
」
と
い
う
所
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
〈
棘
〉
を
持
っ
た
存
在
な
の
だ
。

　
し
か
し
、
「
六
」
に
お
け
る
お
芳
は
、
浄
化
さ
れ
て
、
特
待
席
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
玄
鶴
の
死
に
よ
っ
て
、
お
芳
の
〈
罪
〉
は

消
滅
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
玄
鶴
を
火
葬
に
す
る
炎
が
、
お
芳
の
〈
罪
〉
を
焼
き
滅
ぼ
し
、
彼
女
を
浄
化
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
芳
は
、
〈
新
時
代
〉
　
（
青
野
季
吉
宛
書
簡
、
昭
2
・
3
・
6
）
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
べ
き
ヒ
ロ
イ
ン
に
高
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
イ
プ
ク
ネ
ヒ
ト
を
読
む
大
学
生
の
登
場
に
は
必
然
性
が
あ
る
の
だ
。

＊
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「
中
央
公
論
の
（
『
玄
鶴
山
房
』
・
筆
者
注
）
は
大
体
片
づ
き
、
あ
と
少
々
残
り
居
り
候
。
」
（
斎
藤
茂
吉
宛
書
簡
、
大
1
5
・
1
2
・
1
3
）
と
報

じ
な
が
ら
、
三
日
後
の
十
二
月
十
六
日
に
、
「
何
と
も
申
訣
無
之
候
へ
ど
も
二
月
号
に
お
ま
は
し
下
さ
る
ま
じ
く
や
。
こ
れ
に
て
は
と
て
も
駄

目
な
り
。
」
（
高
野
敬
録
宛
書
簡
）
と
書
き
送
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
態
に
陥
っ
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
昭
和
元
年
一
月
号
の
『
中
央
公
論
巴

に
は
、
作
品
の
二
」
と
「
二
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
「
中
央
公
論
は
前
後
だ
け
出
来
て
中
間
出
来
ず
」
（
吝
墾
ロ
宛
書
簡
、

大
1
5
・
1
2
．
1
9
）
と
い
う
言
い
方
か
ら
、
こ
の
段
階
で
、
「
六
」
も
納
得
の
い
く
も
の
と
し
て
出
来
上
が
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
「
こ
れ
に
て

は
と
て
も
駄
目
な
り
」
と
腐
心
し
て
い
た
部
分
は
、
コ
一
〔
～
「
五
」
で
あ
り
、
そ
の
後
、
そ
の
完
成
に
一
月
も
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
ご
〔
～
「
五
」
の
完
成
に
ど
の
よ
う
な
困
難
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
＝
」
の
、
玄
鶴
山
房
を
外
か
ら
見
る
画
学
生
か
ら
バ
ト
ン
を
受
け
た
か
た
ち
で
、
重
吉
が
山
房
の
内
へ
入
っ
て
行
く
か
の
よ
う
に
、
「
二
」

が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
「
二
」
で
は
、
「
姑
の
お
鳥
」
、
「
妻
の
お
鈴
」
と
い
う
具
合
に
、
重
吉
を
軸
に
し
て
、
山
房
の
人
々
が
紹
介
さ
れ
る
の
だ
。

「
六
」
に
お
け
る
重
吉
の
役
割
の
大
き
さ
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
『
玄
鶴
山
房
』
は
重
吉
を
一
貫
し
た
軸
に
し
て
展
開
す
る
は
ず
の
作
品
だ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
堀
越
家
に
後
か
ら
入
っ
て
来
て
、
家
族
を
冷
静
に
見
る
こ
と
の
出
来
る
重
吉

を
作
品
の
軸
に
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
「
或
銀
行
に
勤
め
て
ゐ
た
」
重
吉
は
、
山
房
に
昼
間
は
不
在
な
の
で
あ

る
。
一
貫
し
た
軸
に
す
る
に
は
、
昼
間
不
在
の
重
吉
は
相
応
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
重
吉
を
軸
に
し
た
作
品
世
界
を
放
棄
し
て
（
そ
の
時
、
甲

野
の
役
割
が
大
き
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
）
、
作
品
を
再
構
築
す
る
作
業
に
腐
心
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
甲
野
の
侮
蔑
．
悪
意
が
、
最
も
強
烈
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
が
、
重
吉
で
あ
る
。
こ
の
力
が
作
動
す
る
の
は
、
重
吉
が
龍
之
介
の
も
う
一
人

の
分
身
だ
か
ら
で
あ
る
。
甲
野
に
託
し
た
自
己
相
対
化
の
力
が
、
重
吉
と
い
う
自
己
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
敢
え
て
言
え
ば
、
龍
之

介
の
裸
形
の
生
を
託
し
た
の
が
玄
鶴
で
あ
り
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
龍
之
介
が
重
吉
で
あ
る
。

　
「
小
説
な
ど
を
読
ん
で
ゐ
る
」
重
吉
は
、
「
お
嬢
様
育
ち
」
の
、
「
常
識
」
し
か
持
っ
て
い
な
い
お
鈴
と
は
、
自
ず
か
ら
異
な
っ
た
存
在
で
あ



る
は
ず
だ
。

　
　
　
「
あ
れ
で
す
ね
？
」

　
　
　
「
う
ん
、
…
…
俺
た
ち
の
来
た
時
も
あ
す
ご
に
ゐ
た
か
し
ら
。
」

　
　
　
「
さ
あ
、
乞
食
ば
か
り
ゐ
た
や
う
に
思
ひ
ま
す
が
ね
。
…
…
あ
の
女
（
お
芳
・
筆
者
注
）
は
こ
の
先
ど
う
す
る
で
せ
う
？
」

　
　
　
重
吉
は
一
本
の
敷
島
に
火
を
つ
け
、
出
来
る
だ
け
冷
淡
に
返
事
を
し
た
。

　
　
　
「
さ
あ
、
ど
う
云
ふ
こ
と
に
な
る
か
。
…
…
」

　
火
葬
場
の
門
の
外
に
停
ん
で
い
た
お
芳
を
目
撃
し
た
時
、
「
ち
よ
つ
と
狼
狽
」
し
た
よ
う
に
、
重
吉
は
お
芳
の
存
在
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ

な
い
の
だ
。
社
会
的
弱
者
に
し
て
放
り
出
し
た
お
芳
に
負
い
目
を
感
じ
、
彼
女
の
行
く
末
を
案
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
芳
へ
の
負
い
目
を
隠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
、
お
芳
を
無
視
す
る
に
は
、
「
敷
島
に
火
を
つ
け
、
出
来
る
だ
け
冷
淡
」
に
返
事
を
す
る
、
と
い
っ
た
演
技
を
必
要
と
し
た
の
だ
。
重
吉
は
、

お
芳
の
存
在
に
「
冷
淡
」
な
ふ
り
を
し
、
心
に
負
い
目
を
抱
い
て
、
山
房
の
内
に
帰
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
社
会
的
弱
者
の
存
在
に
、
「
狼
狽
」

し
、
負
い
目
を
抱
く
、
そ
の
地
点
か
ら
山
房
の
内
に
引
き
返
す
の
だ
。
お
芳
の
行
く
末
を
、
重
吉
が
引
き
返
し
た
地
点
か
ら
前
に
進
む
で
あ
ろ

う
〈
新
時
代
〉
の
大
学
生
に
委
ね
て
。
「
新
時
代
と
抱
き
合
ふ
ほ
ど
の
情
熱
も
持
つ
て
ゐ
ま
せ
ん
」
（
前
掲
・
青
野
宛
書
簡
）
と
言
っ
た
龍
之
介

こ
そ
が
重
吉
で
あ
る
。

（
1
）
塚
越
和
夫
「
玄
鶴
山
房
」
（
『
批
評
と
研
究
　
芥
川
龍
之
介
』
芳
賀
書
店
、
昭
4
7
・
1
1
）
に
、
「
確
証
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
記
録
は
、
小
説
の
腹
案

　
と
い
う
よ
り
、
看
護
婦
の
話
を
備
忘
録
的
に
記
し
た
可
能
性
の
方
が
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
2
）
東
郷
克
美
は
、
「
『
玄
鶴
山
房
』
の
内
と
外
ー
『
山
峡
の
村
』
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
文
学
年
誌
』
昭
5
0
・
1
2
）
に
お
い
て
、
「
山
峡
の
村
」

　
を
、
玄
鶴
に
お
け
る
「
根
源
的
な
る
も
の
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

二
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（
3
）
東
郷
克
美
は
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
「
こ
の
一
家
に
は
夫
婦
や
親
子
の
間
に
自
然
な
家
族
的
情
愛
も
な
く
、
お
義
理
や
体
面
の
関
係
だ
け
が
あ
る
。
」

　
と
述
べ
て
い
る
。

（
4
）
和
田
繁
二
郎
『
芥
川
龍
之
介
』
（
創
元
社
、
昭
3
1
・
3
）
に
、
「
玄
鶴
が
、
人
生
苦
に
さ
い
な
ま
れ
、
死
を
の
ぞ
む
気
持
の
な
か
に
は
、
芥
川
自
身
が

　
は
っ
き
り
と
顔
を
出
し
て
い
る
。
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
5
）
西
原
千
博
「
『
玄
鶴
山
房
』
試
解
」
（
『
稿
本
近
代
文
学
』
昭
5
5
・
7
）
に
、
「
『
何
も
知
ら
な
い
』
と
い
う
、
無
論
、
『
浅
ま
し
い
』
と
は
無
縁
で
あ
り
、

　
か
つ
ま
た
、
諸
々
の
精
神
的
苦
痛
か
ら
も
無
縁
な
『
幼
年
時
代
』
が
想
像
さ
れ
る
。
或
は
、
苦
痛
を
も
た
ら
す
精
神
そ
の
も
の
か
ら
無
縁
だ
っ
た
と
云
っ

　
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
『
玄
鶴
』
の
苦
痛
は
『
知
』
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
た
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
6
）
平
岡
敏
夫
は
、
『
芥
川
龍
之
介
　
仔
情
の
美
学
』
（
大
修
館
書
店
、
昭
5
7
・
1
1
）
に
お
い
て
、
〈
玄
鶴
〉
の
出
典
を
示
し
、
「
こ
れ
は
ま
こ
と
に
ア
イ
ロ

　
ニ
カ
ル
な
命
名
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
7
）
海
老
井
英
次
『
芥
川
龍
之
介
論
孜
－
自
己
覚
醒
か
ら
解
体
へ
ー
』
（
桜
楓
社
、
昭
6
3
・
2
）
に
、
「
孫
の
武
夫
に
よ
っ
て
見
つ
か
っ
て
し
ま
っ
て
、

　
事
態
は
厳
粛
な
〈
悲
劇
〉
か
ら
一
気
に
、
滑
稽
な
〈
茶
番
〉
に
転
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
8
）
三
好
行
雄
「
『
玄
鶴
山
房
』
の
世
界
・
素
描
」
（
『
国
語
展
望
』
昭
5
5
・
1
0
）
に
、
「
そ
し
て
、
傍
観
者
と
し
て
の
甲
野
を
相
対
化
す
る
契
機
を
、
見
ら

　
れ
て
い
る
側
の
人
間
は
も
た
な
い
。
玄
鶴
山
房
の
ひ
と
び
と
は
唯
の
い
ち
ど
も
、
甲
野
が
ど
う
思
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
い
を
自
分
に
問
わ
な
い
の
で

　
あ
る
。
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
9
）
濱
崎
俊
一
「
芥
川
龍
之
介
研
究
ー
『
玄
鶴
山
房
』
論
1
」
（
『
静
大
国
文
』
平
3
・
3
）
に
、
「
（
重
吉
が
・
筆
者
注
）
お
芳
の
存
在
に
、
あ
る
程

　
度
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
お
芳
の
今
後
に
つ
い
て
は
『
出
来
る
だ
け
』
冷
淡
に
返
事
を
す
る
の
だ
。
こ
の
『
出
来
る
だ
け
』

　
と
い
う
表
現
の
中
に
重
吉
の
心
の
動
揺
が
読
み
と
れ
る
し
、
『
敷
島
』
に
火
を
つ
け
る
と
い
う
行
為
も
、
そ
の
動
揺
を
見
す
か
さ
れ
な
い
た
め
の
ポ
ー
ズ

　
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
・
八
・
一
　
稿
了
）




