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習
作
期
の
亀
井
勝
一
郎 

―
「
湖
畔
」
論
―

五
一

一
　
は
じ
め
に

　

七
月
に
自
分
は
上
京
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
現
在
の
環
境
が
最
早
自

分
に
は
堪
へ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
六
か
月

の
間
、
自
分
は
一
つ
の
論
文
（
明
治
文
学
史
、
自
由
民
権
運
動
ま
で
の

覚
え
書
）
と
、
二
つ
の
未
完
成
の
小
説
（
湖
畔
、
血
に
濡
れ
た
夢
・
深

き
真
実
）
と
若
干
の
詩
を
書
い
た
。

（
亀
井　

昭
和
六
年
一
二
月
三
一
日
「
ノ
ー
ト
」）

　

亀
井
勝
一
郎
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
以
前
の
昭
和
七
年
六
月
ま
で
に
書
か
れ
た

作
品
に
つ
い
て
、
ま
ず
言
及
し
て
お
く
。
こ
の
引
用
に
書
か
れ
て
い
る
「
明

治
文
学
史
、自
由
民
権
運
動
ま
で
の
覚
え
書
」
以
外
の
作
品
は
、全
集
に
載
っ

て
い
る
。
ま
た
、「
血
に
濡
れ
た
夢
・
深
き
真
実
」は「
獄
中
記
」と
改
変
さ
れ
、

『
亀
井
勝
一
郎
全
集　

補
巻
三
』（
以
下
で
は
『
補
巻
三
』
と
略
す
。
他
の
巻

習
作
期
の
亀
井
勝
一
郎 

―
「
湖
畔
」
論
―

井
　
上
　
裕
　
太

も
同
様
に
『 

』
内
に
巻
数
の
み
を
記
す
。）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時

期
に
は
八
つ
の
作
品
が
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
函
館
中
学
在
学
中
に

書
い
た
小
論
文
（「
文
明
と
道
徳
」「
誇
る
べ
き
生
活
」）
と
紀
行
文
（「
第
四

学
年
修
学
旅
行
の
記
」）
の
三
編
、
山
形
高
等
学
校
在
学
中
に
書
い
た
戯
曲

（「
診
察
」「
進
行
の
一
例
」）
の
二
編
、
昭
和
三
年
四
月
〜
昭
和
五
年
一
〇
月

の
獄
中
生
活
の
回
想
記
「
獄
中
記
」、
昭
和
六
年
四
月
に
書
き
上
げ
ら
れ
た

創
作
「
湖
畔
」、
昭
和
六
年
八
月
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
「
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の

活
動
成
果
に
対
す
る
批
判
―
―
一
つ
の
労
作
に
お
け
る
政
治
的
価
値
と
、
芸

術
的
価
値
の
問
題
を
中
心
と
し
て
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
と
は
別
に
、

昭
和
五
年
一
〇
月
か
ら
書
か
れ
た
「
ノ
ー
ト
」
は
『
第
一
巻
』『
第
二
巻
』『
第

二
十
一
巻
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
後
の
作
品
の
問
題
設
定
の
発
芽
が
み
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
、
そ
し
て
慣
例
と
し
て
作
家
の
デ
ビ
ュ
ー
以
前
の
時
期
を
習
作
期
と
呼

ぶ
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、
亀
井
の
昭
和
七
年
六
月
以
前
を
習
作
期
と
設
定



五
二

す
る
。

　

習
作
の
中
の
一
つ
、「
湖
畔
」
と
い
う
創
作
が
未
発
表
で
あ
る
理
由
は
さ

ま
ざ
ま
考
え
ら
れ
る
が
、
先
の
引
用
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
未
完
成

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

亀
井
は
「
湖
畔
」
を
書
き
終
え
た
昭
和
六
年
四
月
八
日
の
翌
日
、
四
月
九

日
の
「
ノ
ー
ト
」
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

湖
畔
は
一
段
落
を
つ
げ
た
。
創
作
過
程
は
先
づ
第
一
に
、
素
描
で
あ

る
。
個
々
の
点
は
別
と
し
て
、
大
体
の
重
要
な
骨
子
を
、
出
来
る
だ
け

早
く
素
描
す
る
の
が
い
ゝ
。
素
描
は
早
い
ほ
ど
い
ゝ
。
然
し
肉
づ
け
は

ゆ
つ
く
り
と
細
心
に
と
り
か
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
肉
づ
け
を
す
る
た
め

に
は
、
そ
の
作
品
か
ら
或
る
程
度
の
距
離
を
保
つ
必
要
が
あ
る
。

（
亀
井
勝
一
郎　

昭
和
六
年
四
月
九
日
「
ノ
ー
ト
」）

　

こ
の
「
ノ
ー
ト
」
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
昭
和
六
年
四
月
八
日
に
書
き
終
え

た
「
湖
畔
」
は
「
素
描
」
で
あ
り
、完
成
し
た
形
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

書
き
足
し
、
書
き
直
す
と
い
う
「
肉
づ
け
」
が
必
要
な
作
品
と
し
て
、
亀
井

は
認
識
し
て
い
る
。ま
た
、「
素
描
」さ
れ
る
以
前
の
同
年
三
月
二
〇
日
に「『
湖

畔
』
に
就
い
て
」
と
い
う
小
見
出
し
の
つ
い
た
創
作
メ
モ
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。

　

「
湖
畔
」
に
つ
い
て
、
武
田
友
寿
は
、
亀
井
の
実
体
験
が
投
影
さ
れ
た
観

念
的
な
小
説
で
あ
る
、
と
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
。（
１
）
本
稿
で
も
行
為

的
な
評
価
を
引
き
継
ぐ
た
め
、亀
井
が
「
湖
畔
」
を
通
し
て
描
こ
う
と
し
た
、

新
し
き
犠
牲
像
と
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
を
分
析
し
、評
価
し
て
ゆ
く
。
以
下
で
は
、

昭
和
六
年
三
月
二
〇
日
に
書
か
れ
た
創
作
メ
モ
の
よ
う
な
も
の
を
〈
湖
畔

ノ
ー
ト
〉
と
呼
び
、
同
年
四
月
八
日
に
「
素
描
」
と
し
て
書
き
終
え
ら
れ
た

も
の
を
〈
湖
畔
原
稿
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
そ
の
二
つ
を
別
個
の

創
作
と
し
て
扱
い
、〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉
が
ど
の
よ
う
な
試
行
錯
誤
の
末
に
〈
湖

畔
原
稿
〉
へ
と
変
容
し
、
何
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
を
考
察
し
て
ゆ
く
。

二
　
二
つ
の
湖
畔

　

本
節
で
は
〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉
と
〈
湖
畔
原
稿
〉
と
い
う
二
つ
の
「
湖
畔
」

の
相
違
点
に
つ
い
て
指
摘
し
、亀
井
の
試
行
錯
誤
の
軌
跡
を
見
て
ゆ
く
。〈
湖

畔
ノ
ー
ト
〉
は
（
一
）
か
ら
（
八
）
に
分
け
ら
れ
お
り
、
あ
ら
す
じ
が
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
番
号
に
従
い
、〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉
の
あ
ら
す
じ
を
確
認
し

て
ゆ
く
。（
２
）

　

（
一
）：
主
人
公
は
「
知
識
的
農
民
」
で
あ
る
。
自
身
の
階
級
を
自
覚
し
、

強
く
意
識
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
階
級
意
識
を
忘
れ
、
生
き
る
喜
び
を

味
わ
え
る「
明
る
い
生
活
」を
営
み
た
い
と
望
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の「
明



習
作
期
の
亀
井
勝
一
郎 

―
「
湖
畔
」
論
―

五
三

る
い
生
活
」
の
実
現
の
た
め
、開
拓
民
と
し
て
北
海
道
へ
妻
と
と
も
に
渡
る
。

し
か
し
、そ
の
渡
道
に
は「
集
団
よ
り
の
逃
亡
」と
い
う
性
質
が
宿
っ
て
い
る
。

し
か
も
そ
の
逃
亡
は
、「
自
己
の
無
力
に
対
す
る
反
省
の
結
果
、
生
じ
た
と

こ
ろ
の
苦
悩
か
ら
脱
却
せ
ん
が
為
の
逃
亡
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

（
二
）（
三
）：
北
海
道
へ
渡
っ
た
も
の
の
開
拓
民
た
ち
は
、
午
前
中
は
農

場
の
仕
事
を
し
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
午
後
か
ら
は
、
農
場
で
の
仕
事
に
従

事
す
る
こ
と
を
担
保
と
し
て
与
え
ら
れ
た
土
地
の
開
拓
を
し
て
ゆ
く
。
こ
の

よ
う
に
、
渡
道
前
と
変
わ
ら
な
い
働
き
づ
め
の
生
活
を
送
る
。
そ
の
生
活
の

場
所
が
洞
爺
湖
畔
で
あ
る
。
開
拓
す
る
土
地
は
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
土
地

の
不
毛
さ
ゆ
え
に
一
年
分
の
食
糧
は
確
保
で
き
ず
、
午
前
だ
け
の
農
場
労
働

も
開
始
時
刻
が
早
ま
っ
た
り
、
午
後
ま
で
に
な
っ
た
り
と
、
主
人
公
と
そ
の

妻
は
そ
の
生
活
に
辟
易
し
、
疲
れ
て
ゆ
く
。

　

（
四
）：
主
人
公
と
妻
が
感
じ
て
い
た
疲
れ
は
、
開
拓
民
全
体
に
も
ひ
ろ

が
っ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
起
る
不
満
と
、
老
開
拓
民
が
生
活
の
疲
労
の
た
め

に
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
開
拓
民
た
ち
は
闘
争
を
企

て
、
そ
れ
を
実
行
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
闘
争
は
生
活
の
改
善
へ
と
は
た
ら

か
ず
、
主
人
公
は
検
挙
さ
れ
、
投
獄
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
投
獄
中
、
同

じ
村
落
に
住
む
「
貧
農
の
娘
」
が
主
人
公
を
慰
問
す
る
。
妻
で
は
な
い
ヒ
ロ

イ
ン
が
こ
こ
で
登
場
す
る
。

　

（
五
）：
投
獄
が
解
か
れ
、
湖
畔
に
帰
っ
て
来
た
主
人
公
が
第
一
に
感
じ

た
こ
と
は
、階
級
意
識
を
忘
れ
て
生
き
る
喜
び
を
味
わ
え
る
「
明
る
い
生
活
」

を
営
む
こ
と
は
も
う
不
可
能
だ
と
い
う
絶
望
で
あ
る
。
そ
の
絶
望
を
抱
え
た

主
人
公
は
家
庭
生
活
や
闘
争
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
妻
と

の
距
離
が
ひ
ら
き
、「
貧
農
の
娘
」
に
慰
め
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う

す
る
こ
と
で
徐
々
に
絶
望
か
ら
立
ち
上
が
り
、
主
人
公
は
闘
争
に
よ
っ
て
今

の
生
活
を
変
え
よ
う
と
い
う
意
志
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
の
決
意
に
至
る

過
程
で
、
妻
で
は
な
く
「
貧
農
の
娘
」
と
い
た
時
間
が
長
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
、
主
人
公
は
「
貧
農
の
娘
」
に
情
慾
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
同

時
に
「
貧
農
の
娘
」
は
闘
争
者
と
し
て
左
傾
化
し
て
ゆ
く
。
こ
こ
で
闘
争
の

同
伴
者
と
い
う
性
格
を
「
貧
農
の
娘
」
が
帯
び
て
い
る
。

　

（
六
）：
家
庭
生
活
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
た
主
人
公
で
あ
る
が
、
こ

の
状
況
で
、
妻
が
子
供
を
産
む
。
し
か
し
、
子
供
は
闘
争
の
邪
魔
に
な
る
と

い
う
理
由
で
、
生
れ
て
き
た
子
供
を
主
人
公
が
殺
害
す
る
。
子
供
を
殺
し
た

と
い
う
理
由
か
ら
、
妻
へ
の
同
情
や
あ
わ
れ
み
と
と
も
に
、「
貧
農
の
娘
」

に
む
け
ら
れ
て
い
た
情
欲
が
再
び
妻
へ
と
向
け
ら
れ
る
。闘
争
の
必
然
性
と
、

妻
と
こ
の
ま
ま
粛
々
と
暮
ら
し
て
ゆ
き
た
い
と
い
う
思
い
が
相
反
す
る
。
し

か
し
、主
人
公
は
家
庭
生
活
の
安
定
、闘
争
、生
き
る
喜
び
を
味
わ
え
る
「
明

る
い
生
活
」を
営
む
こ
と
の
三
つ
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
、「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」

に
な
る
こ
と
を
決
意
す
る
。「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
と
は
「
あ
る
一
人
に
対

す
る
愛
慾
的
行
動
（
労
働
を
含
め
て
）
に
よ
つ
て
、
建
設
の
幻
想
を
み
た
さ



五
四

う
と
す
る
」
者
と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
妻
へ
の
情
欲
を
原
動
力
と
し

て
「
明
る
い
生
活
」
を
営
む
と
い
う
幻
想
を
現
実
化
し
よ
う
と
す
る
た
め
に

闘
争
す
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。

　

（
七
）：
闘
争
化
し
て
き
た
主
人
公
は
妻
へ
の
情
欲
は
保
っ
た
ま
ま
、
闘

争
の
同
伴
者
た
る
「
貧
農
の
娘
」
と
も
近
し
い
関
係
に
な
っ
て
く
る
。
し
か

し
一
方
で
、
妻
の
よ
う
な
「
闘
争
に
無
関
心
な
女
」
に
も
、
ま
た
「
貧
農
の

娘
」
の
よ
う
な
「
闘
争
に
す
ぎ
る
女
」
に
も
堪
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と

も
主
人
公
は
感
じ
て
い
る
。
逡
巡
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
主
人
公
は
「
徹
底
し

た
闘
争
者
」
に
な
れ
ず
、
闘
争
の
前
線
に
も
立
て
な
い
。
そ
ん
な
中
で
闘
争

を
行
っ
た
結
果
、「
貧
農
の
娘
」
だ
け
が
検
挙
さ
れ
、
投
獄
さ
れ
て
し
ま
う
。

「
闘
争
に
よ
つ
て
自
己
を
犠
牲
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
」
が
耐
え
ら
れ
な
い
と
、

主
人
公
は
感
じ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
自
身
に
対
し
て
も
、「
貧
農
の
娘
」

に
対
し
て
も
感
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
投
獄
さ
れ

た
「
貧
農
の
娘
」
に
同
情
を
か
く
し
え
な
い
主
人
公
は
、
再
び
彼
女
へ
の
情

欲
を
覚
え
る
。
そ
し
て
つ
い
に
、
そ
ん
な
自
身
を
反
省
し
、
主
人
公
は
妻
と

別
れ
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
し
か
し
、
別
れ
を
告
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
妻
へ

の
あ
わ
れ
み
や
同
情
が
わ
き
、
よ
り
い
っ
そ
う
妻
へ
の
情
欲
も
芽
生
え
て
し

ま
う
。

　

（
八
）：
す
べ
て
を
失
っ
た
主
人
公
は
「
あ
る
一
人
に
対
す
る
愛
欲
的
行 

動
」
の
「
あ
る
一
人
」
を
失
っ
て
し
ま
い
、「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
に
な
る

こ
と
を
断
念
し
、「
貧
農
の
娘
」
を
見
守
り
な
が
ら
働
き
続
け
る
。

　

こ
こ
で
〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉
は
幕
を
閉
じ
る
。

　

一
方
の
〈
湖
畔
原
稿
〉
に
つ
い
て
、
ま
ず
書
誌
情
報
を
確
認
し
て
お
く
。

一
か
ら
一
二
ま
で
の
一
二
章
に
分
れ
て
お
り
、
途
中
の
五
が
抜
け
て
い
る
。

抜
け
て
い
る
部
分
は
、〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、

子
ど
も
の
殺
害
場
面
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
〈
湖
畔

原
稿
〉
の
冒
頭
で
、「
移
住
民
達
は
、
ひ
と
つ
の
幻
想
を
抱
い
て
ゐ
る
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
幻
想
と
は
、「
行
き
着
く
土
地
こ
そ
、
永
久
の
楽
土

で
あ
ら
う
」
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
幻
想
を
抱
き
つ
つ
、
開
拓

民
と
し
て
、
北
海
道
移
住
に
至
る
主
人
公
の
順
一
と
そ
の
妻
の
初
江
の
決
断

が
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
ど
こ
か
に
楽
に
暮
せ
る
と
こ
が
な
い
か
な
」

　

考
え
る
と
も
な
し
に
、
彼
は
村
よ
り
の
脱
出
を
思
ひ
め
ぐ
ら
し
て
ゐ

た
。
働
く
こ
と
は
、
戦
ふ
こ
と
。
十
年
も
二
十
年
も
五
十
年
も
戦
ひ
抜

い
て
、は
じ
め
て
小
作
全
体
の
幸
福
な
世
界
が
来
る
で
あ
ら
う
こ
と
を
、

彼
は
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
か
つ
た
。

「
も
つ
と
陽
気
に
、
も
つ
と
楽
に
、
み
ん
な
が
暮
せ
な
い
も
ん
か
な
」

　

労
働
が
苦
痛
で
あ
る
や
う
な
世
界
は
不
思
議
だ
！ 

と
彼
は
考
へ
る

の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
立
ち
上
り
、
戦
ひ
、
敗
れ
、
疲
れ
て
、
亦
同



習
作
期
の
亀
井
勝
一
郎 

―
「
湖
畔
」
論
―

五
五

じ
や
う
な
こ
と
を
考
へ
つ
ゞ
け
る
。
そ
の
い
ら
だ
た
し
さ
か
ら
、
遂
に

は
逃
れ
よ
う
と
し
て
、
彼
の
北
海
道
移
住
が
き
ま
つ
た
の
だ
。

　

な
か
ば
集
団
に
絶
望
し
て
、
彼
は
自
分
の
幸
福
を
追
ひ
は
じ
め
た
。

蓋
し
、
集
団
の
幸
福
な
生
活
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
個
人
の
幸
福

な
生
活
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
よ
り
も
、
千
倍
む
づ
か
し
い
仕
事
で
あ

つ
た
。
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
も
、
た
ゞ
彼
は
性
急
に
、
性
急
に
、
思
ひ

つ
ゞ
け
る
の
で
あ
つ
た
。

「
も
う
こ
ん
な
悲
惨
な
こ
と
あ
真
つ
平
だ
。
ど
こ
か
に
喜
ん
で
働
け
る

と
こ
が
あ
り
さ
う
な
も
ん
だ
」
と
。

　

労
働
が
喜
び
で
あ
る
や
う
な
世
界
を
、
死
ぬ
ほ
ど
思
ひ
こ
が
れ
て
、

彼
は
本
能
的
に
動
き
出
し
て
来
た
の
だ
。

（
亀
井
勝
一
郎　

〈
湖
畔
原
稿
〉）

　

こ
こ
で
夢
想
さ
れ
て
い
る
「
労
働
が
喜
び
で
あ
る
や
う
な
世
界
」
は
、
こ

の
引
用
文
の
す
ぐ
後
で
「
小
説
み
て
え
に
、
甘
い
と
こ
ろ
が
あ
る
な
」
と
吐

き
捨
て
ら
れ
な
が
ら
も
、「
こ
の
世
に
お
け
る
唯
一
の
健
康
な
幻
想
で
あ
る
」

と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉
に
記
さ
れ
て
い
た
「
集
団

か
ら
の
逃
亡
」
が
こ
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

順
一
は
故
郷
で
、
小
作
争
い
を
一
六
回
起
こ
し
た
が
、
全
敗
し
た
過
去
を

も
つ
。
そ
の
こ
と
を
思
う
と
、順
一
の
胸
に
は
淋
し
さ
が
こ
み
上
げ
て
く
る
。

そ
の
こ
と
を
〈
湖
畔
原
稿
〉
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

村
の
こ
と
が
身
に
つ
い
て
離
れ
な
い
の
だ
、
と
彼
は
思
つ
た
。
自
分

が
窮
乏
な
暮
し
を
続
け
て
ゐ
て
も
、
村
の
小
作
家
が
よ
り
窮
乏
の
暮
し

を
し
て
ゐ
る
の
を
思
ふ
と
、
そ
れ
だ
け
で
も
う
不
安
に
な
る
や
う
な
性

質
を
彼
は
も
つ
て
ゐ
た
。
く
よ
く
よ
す
る
感
傷
的
な
性
質
な
ん
だ
。
と

彼
は
思
つ
て
み
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
単
な
る
感
傷
で
は
な
く
て
、

激
動
す
る
闘
争
の
波
が
、
彼
の
心
の
底
に
も
知
ら
ず
知
ら
ず
う
ち
寄
せ

て
く
る
証
左
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
は
尚
は
つ
き
り
意
識
す
る
こ
と
が
出

来
な
か
つ
た
。 

（
亀
井
勝
一
郎　

〈
同
前
〉）

　

一
方
。
妻
の
初
江
は
「
皆
が
楽
に
仕
事
の
出
来
る
処
が
あ
つ
た
な
ら
、
あ

な
た
も
そ
こ
で
楽
し
ん
で
仕
事
し
た
ら
い
ゝ
ん
で
な
い
の
？ 

ど
う
し
て
苦

し
い
こ
と
ば
か
り
考
へ
る
の
？
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
思
て
い
る
。
し
か

し
順
一
は
、「
労
働
が
喜
び
で
あ
る
や
う
な
世
界
」
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、

闘
争
が
必
要
だ
と
徐
々
に
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
闘
争
の
必

要
性
を
う
っ
た
え
る
順
一
に
対
し
て
、
妻
の
初
江
は
以
下
の
よ
う
に
言
い
返

す
。「

私
に
は
出
来
さ
う
も
な
い
わ
。
私
は
あ
な
た
一
人
を
頼
り
に
し
て
、
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あ
な
た
一
人
の
喜
ば
し
い
暮
し
を
見
た
い
ば
か
り
に
、
遠
く
や
つ
て
き

た
の
で
す
わ
。
私
は
着
物
も
食
物
も
何
ん
に
も
い
ら
な
い
。
あ
な
た
や

あ
な
た
の
周
り
の
人
々
さ
へ
愉
快
さ
う
に
暮
し
て
ゐ
た
ら
私
、
ど
ん
な

に
嬉
し
い
で
せ
う
。
私
に
は
不
平
が
な
い
の
よ
。
私
に
は
未
来
の
勝
利

へ
の
信
心
も
な
い
の
よ
。
私
は
た
ゞ
私
の
側
に
一
緒
に
暮
し
て
ゐ
る

人
々
と
心
よ
く
つ
き
あ
つ
て
行
け
た
ら
そ
れ
だ
け
で
た
く
さ
ん
。
野
田

さ
ん
や
善
五
兵
衛
さ
ん
や
浜
田
さ
ん
達
は
、
ほ
ん
た
う
に
ほ
ん
た
う
に

正
直
ぢ
や
な
い
の
。
私
、
あ
の
方
々
が
笑
つ
た
り
、
話
し
た
り
、
働
い

た
り
し
て
ゐ
る
の
を
見
る
だ
け
で
も
う
胸
が
一
杯
に
な
る
の
よ
。
同
じ

や
う
に
、
あ
な
た
の
側
に
ゐ
る
だ
け
で
、
私
は
嬉
し
さ
の
為
に
毎
日
毎

日
が
満
足
し
す
ぎ
る
く
ら
ゐ
な
の
。
少
し
で
も
あ
な
た
の
離
れ
て
行
く

の
が
苦
し
い
わ
！
」 

（
亀
井
勝
一
郎　

〈
同
前
〉）

　

ま
た
、
初
江
の
考
え
と
の
ず
れ
を
感
じ
て
い
る
順
一
の
様
子
は
次
の
よ
う

な
箇
所
か
ら
確
認
で
き
る
。

　

予
想
と
違
つ
て
、生
活
が
次
第
次
第
に
く
る
し
く
な
つ
て
行
く
の
に
、

初
江
は
依
然
と
し
て「
あ
の
夢
」を
抱
い
て
ゐ
た
。
彼
女
は
頑
強
に「
夢
」

を
抱
き
し
め
て
一
歩
も
譲
ら
な
か
つ
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
彼
女
は
強

か
つ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）

　

順
一
は
、
自
分
が
ひ
と
つ
の
危
機
に
当
面
し
て
ゐ
る
の
を
感
じ
た
。

自
分
と
妻
と
の
間
の
思
想
的
な
差
異
が
、
僅
か
の
間
に
く
つ
き
り
浮
び

出
し
て
き
た
し
、
そ
の
上
早
晩
起
る
べ
き
移
民
の
反
抗
運
動
が
準
備
さ

れ
つ
ゝ
あ
つ
た
。
そ
の
一
つ
の
頂
点
に
お
い
て
、
自
分
を
動
揺
さ
せ
る

こ
の
原
因
を
一
刻
も
早
く
解
決
し
た
か
つ
た
の
で
あ
る
。

（
亀
井
勝
一
郎　

〈
同
前
〉）

　

〈
湖
畔
原
稿
〉
中
に
「
順
一
の
心
の
中
に
は
、
彼
を
闘
争
へ
押
し
や
る
現

実
的
な
熱
意
と
、
他
方
、
闘
争
か
ら
離
れ
て
静
か
に
暮
し
た
い
と
思
ふ
熱
意

と
、
こ
の
二
つ
が
あ
る
の
だ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
二
つ

目
の
引
用
に
書
か
れ
て
い
る
「
動
揺
」
が
常
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
わ
か

る
。
こ
の
「
動
揺
」
に
始
末
を
つ
け
よ
う
と
す
る
者
が
「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」

で
あ
っ
た
こ
と
は
〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉
に
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て

順
一
は
闘
争
に
進
む
の
で
あ
る
。

　

闘
争
の
過
程
に
つ
い
て
ま
ず
、
苛
酷
な
労
働
へ
の
抗
議
が
あ
り
、
労
働
者

仲
間
の
な
か
で
最
年
長
で
あ
る
野
田
さ
ん
の
負
傷
を
き
っ
か
け
に
三
カ
条
の

要
求（
３
）
を
農
場
の
事
務
所
ま
で
訴
え
に
ゆ
く
。
そ
し
て
、
順
一
や
労
働
者

達
の
団
結
に
負
け
て
、
農
場
側
の
小
山
監
督
が
要
求
を
受
け
入
れ
る
。
労
働

者
た
ち
は
そ
こ
で
気
を
緩
め
る
こ
と
な
く
、
団
結
の
重
要
性
を
確
認
し
合
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
自
宅
で
く
つ
ろ
い
で
い
る
時
に
、
警
察
に
よ
っ
て
木
野
、
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矢
田
、
野
中
、
順
一
の
四
人
は
検
束
さ
れ
て
し
ま
う
。
此
の
四
人
は
留
置
所

の
な
か
で
再
抗
議
運
動
を
企
て
て
い
た
。
二
九
日
後
に
帰
っ
て
き
て
そ
の
企

て
を
善
五
兵
衛
や
浜
田
に
告
げ
る
。
そ
し
て
そ
の
夜
に
、
初
江
が
息
を
引
き

取
り
、
再
び
闘
争
へ
向
か
う
決
意
が
確
固
た
る
も
の
に
変
っ
て
ゆ
く
、
と
い

う
と
こ
ろ
で
「
湖
畔
」
原
稿
は
終
わ
る
。
そ
し
て
そ
の
最
終
場
面
が
こ
う
で

あ
る
。「

戦
は
う
！
」

　

人
々
は
決
意
し
た
。
然
も
此
の
決
意
の
中
に
は
、
い
つ
か
は
働
き
、

楽
し
み
、
生
き
得
る
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
初
江
の
美
し
い

幻
想
が
横
た
は
つ
て
ゐ
た
。
こ
の
幻
想
は
健
全
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
と

し
て
は
無
力
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
た
ゞ
現
実
に
闘
争
す
る
胸
の
中
に

情
熱
と
し
て
た
ゝ
え
て
お
か
う
と
す
る
人
々
に
と
つ
て
、
こ
の
幻
想
は

一
層
健
全
で
あ
る
。 

（
亀
井
勝
一
郎　

〈
同
前
〉）

　

二
つ
の
「
湖
畔
」
は
以
上
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
て
い
る
。〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉

は
「
貧
農
の
娘
」
に
翻
弄
さ
れ
る
主
人
公
と
、
そ
れ
に
伴
う
行
為
が
描
か
れ

て
い
た
。
も
う
一
方
の
〈
湖
畔
原
稿
〉
は
妻
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、
闘
争

者
と
し
て
投
獄
さ
れ
、
ま
た
妻
の
死
と
い
う
犠
牲
が
出
て
し
ま
っ
た
が
、
再

び
闘
争
を
決
意
し
た
と
い
う
順
一
の
行
為
が
描
か
れ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の

相
違
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
「
貧
農
の
娘
」
の
存
在
と
主
人
公
の
闘

争
者
と
し
て
の
姿
勢
で
あ
る
。

　

ヒ
ロ
イ
ン
の
描
き
方
と
主
人
公
の
描
き
方
の
違
い
に
つ
い
て
、〈
湖
畔
ノ
ー

ト
〉
か
ら
〈
湖
畔
原
稿
〉
ま
で
の
期
間
の
「
ノ
ー
ト
」
の
記
述
を
確
認
し
な

が
ら
考
察
を
続
け
て
ゆ
く
。
そ
の
際
に
、
昭
和
六
年
三
月
二
〇
日
か
ら
四
月

八
日
間
の
三
月
二
七
日
の
記
述
に
注
目
し
た
い
。
そ
こ
に
は
、
愛
情
に
つ
い

て
の
亀
井
の
思
索
の
後
が
み
ら
れ
る
。

　

人
間
に
対
す
る
愛
情
は
、
単
に
そ
の
人
間
へ
の
性
的
牽
引
で
あ
る
に

止
ら
な
い
。
も
つ
と
深
く
そ
の
人
間
の
内
面
を
た
ち
わ
つ
て
、
真
実
の

生
け
る
告
白
を
聞
か
う
と
す
る
衝
動
で
あ
る
。
亦
、
そ
の
人
間
の
一
生

涯
の
内
的
外
的
苦
悩
を
、
自
己
の
苦
悩
と
し
て
担
い
た
い
と
思
ふ
は
げ

し
い
衝
動
で
あ
る
。

（
亀
井
勝
一
郎　

昭
和
六
年
三
月
二
七
日
「
ノ
ー
ト
」）

　

こ
の
記
述
は
「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
の
「
あ
る
一
人
に
対
す
る
愛
慾
的
行

動
（
労
働
を
含
め
て
）
に
よ
つ
て
、
建
設
の
幻
想
を
み
た
さ
う
と
す
る
」
者

と
い
う
定
義
と
併
せ
て
読
む
べ
き
箇
所
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、〈
湖

畔
ノ
ー
ト
〉
に
お
け
る
主
人
公
の
「
貧
農
の
娘
」
へ
の
情
欲
に
は
、
見
守
り

続
け
な
く
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
責
任
感
が
み
ら
れ
る
。
一
方
の
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〈
湖
畔
原
稿
〉
に
お
け
る
順
一
の
初
江
に
対
す
る
情
欲
に
も
責
任
感
が
み
ら

れ
る
の
は
、夫
婦
と
い
う
制
度
の
下
だ
と
考
え
れ
ば
首
肯
で
き
る
。
し
か
し
、

〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉
に
お
け
る
主
人
公
の
「
貧
農
の
娘
」
へ
の
情
欲
に
ま
と
わ

り
つ
く
責
任
感
の
よ
う
な
も
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
、

と
問
う
た
時
、
先
の
引
用
と
照
合
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ

う
。「
建
設
の
幻
想
を
み
た
さ
う
と
す
る
」
行
為
が
先
の
引
用
に
お
け
る
「
衝

動
」
な
の
だ
。「
建
設
の
幻
想
を
み
た
さ
う
と
す
る
」
時
に
闘
争
の
必
要
性

に
目
覚
め
た
の
が〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉の
主
人
公
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の「
衝

動
」
は
他
者
の
あ
ら
ゆ
る
苦
悩
を
担
う
こ
と
で
あ
る
が
、
担
う
際
に
、
担
う

者
と
し
て
の
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、そ
の
必
要
と
さ
れ
る
覚
悟
が
、

「
貧
農
の
娘
」
へ
の
情
欲
に
ま
と
わ
り
つ
く
責
任
感
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
順
一
の
方
が
よ
り
「
衝
動
」
的
な
人
物
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

順
一
の
方
が
〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉
の
主
人
公
よ
り
も
、
一
人
の
異
性
を
思
い
つ

づ
け
る
と
い
う
意
味
で
の
愛
情
に
動
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
先
の
あ
ら
す
じ

か
ら
確
認
で
き
る
。
愛
情
と
い
う
「
衝
動
」
に
動
か
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る

の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
拠
る
。
す
な
わ
ち
、
他
者
の
あ
ら
ゆ
る
苦
悩
を

自
己
の
も
の
と
し
て
担
い
た
い
と
思
う
こ
と
が
愛
情
で
あ
り
、
そ
の
他
者
の

死
後
も
、
そ
の
愛
情
に
動
か
さ
れ
て
い
る
様
子
が
、〈
湖
畔
原
稿
〉
の
最
終

場
面
に
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、〈
湖
畔
原
稿
〉
の
順
一
の
原
動
力

と
し
て
愛
情
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

　

次
に
〈
湖
畔
原
稿
〉
の
構
成
に
組
み
込
ま
れ
た
初
江
の
死
、
あ
る
い
は
初

江
と
い
う
犠
牲
者
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
ゆ
く
。
亀
井
は
、「
犠
牲
」
と
は 

「
集
団
の
た
め
に
、
無
目
的
に
自
己
を
奉
仕
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
是
が
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
的
自
己
犠
牲
で
あ
る
」
と
定
義
し
、
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い

る
。　

妻
の
死
に
対
し
て
、
夫
は
責
任
を
持
つ
。
自
己
の
幻
想
の
結
末
に
対

し
て
、
責
任
を
持
つ
。

　

此
の
責
任
は
い
か
に
し
て
果
た
さ
れ
る
か
？　

夫
の
道
を
、
進
む
こ

と
に
よ
つ
て
。
け
れ
ど
も
取
返
し
の
つ
か
な
い
妻
の
死
が
あ
る
。
妻
の

死
は
一
つ
の
犠
牲
で
あ
る
。
夫
の
幻
想
の
犠
牲
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
、

亦
集
団
の
幻
想
の
犠
牲
で
あ
る
。
集
団
は
自
分
の
幻
想
を
埋
葬
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
そ
し
て
新
た
な
る
闘
争
へ
進
ま
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た
。
夫
は
そ
の
一
員
と
し
て
戦
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
、
恐
ら
く
か
の
責

任
を
果
た
し
う
る
で
あ
ら
う
。

（
亀
井
勝
一
郎　

昭
和
六
年
四
月
三
日
「
ノ
ー
ト
」）

　

そ
し
て
続
い
て
、「
初
江
の
運
命
に
つ
い
て
（
湖
畔
）」
と
い
う
小
見
出
し

の
つ
い
た
「
ノ
ー
ト
」
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
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出
来
る
な
ら
ば
初
江
は
死
な
せ
た
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
人
間
が
闘

争
へ
一
歩
突
き
進
む
為
に
は
、
ど
う
し
て
も
幻
想
を
す
て
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
必
然
に
当
面
す
る
。
此
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
ヒ
ー
ロ
ー
の
内
的
生
活
に

お
け
る
幻
想
を
代
表
す
る
。
ヒ
ー
ロ
ー
は
依
然
と
し
て
、
此
の
幻
想
へ

一
つ
の
憧
憬
を
持
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
場
合
幻
想
は
空
な
る
も
の
で
は
な

い
。そ
れ
は
肉
体
を
持
て
る
一
個
の
女
性
で
あ
る
。肉
体
の
甘
美
が
、「
幻

想
」
の
有
力
な
要
素
と
な
つ
て
現
は
れ
る
。

（
亀
井
勝
一
郎　

昭
和
六
年
四
月
六
日
「
ノ
ー
ト
」）

　

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
用
い
ら
れ
る
「
犠
牲
」
は
「
自
己
犠
牲
」
を
指
す
。

亀
井
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
無
目
的
に
自
己
を
奉
仕
さ
せ
る
こ
と
」

で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
湖
畔
」
に
お
け
る
「
犠
牲
」
と
は
何
で

あ
る
の
か
。
そ
れ
は
「
夫
の
幻
想
の
犠
牲
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
亦
集
団
の

幻
想
の
犠
牲
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
初
江
の
死
で

あ
る
。
小
集
団
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
「
明
る
い
生
活
」
を
営
む
と
い
う
幻

想
の
た
め
に
闘
争
的
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
へ
の
代
償
と
し
て
、
妻
の
死
が

〈
湖
畔
原
稿
〉
で
は
書
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
幻
想
と
い
う
の
は
実
体
が
な 

い
。
そ
れ
ゆ
え
幻
想
の
た
め
に
闘
お
う
と
す
る
こ
と
は
、
実
体
が
無
い
と
い

う
意
味
で
無
目
的
に
闘
お
う
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
亀
井

は
「
あ
る
一
人
に
対
す
る
愛
慾
的
行
動
」
を
原
動
力
に
し
て
闘
お
う
と
す
る

「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
と
い
う
概
念
を
設
置
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
「
犠

牲
」
は
、
初
江
の
夢
を
も
含
ん
だ
彼
女
の
生
前
の
姿
と
、
眼
前
に
横
た
わ
る

彼
女
の
死
体
の
総
体
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
的
な
「
自
己
犠
牲
」
と
一
線
を
画
す
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
幻
想
を
「
肉

体
の
持
て
る
一
個
の
女
性
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
亀
井
は
新
た
な
「
犠

牲
」
像
を
書
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
妻
の
死
を
置
く
こ
と
で
〈
湖
畔
ノ
ー

ト
〉
よ
り
も
〈
湖
畔
原
稿
〉
の
方
が
「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
強
く
描
け
て

い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
的
な
「
自

己
犠
牲
」
で
は
な
く
、
幻
想
を
含
む
肉
体
を
、
新
し
き
「
犠
牲
」
像
と
し
て

提
示
す
る
こ
と
で
、
そ
の
実
体
思
い
続
け
る
と
い
う
「
愛
慾
的
行
動
」
を
実

践
で
き
て
い
る
と
い
う
点
で
、
よ
り
具
体
的
な
「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
描

く
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

　

〈
湖
畔
原
稿
〉
の
順
一
が
〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉
の
主
人
公
か
ら
受
け
継
い
で

い
る
性
質
と
し
て
、
一
つ
目
は
「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
と
い
う
性
格
が
挙
げ

ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
性
格
は
〈
湖
畔
原
稿
〉
の
方
が
よ
り
、「
生
の
テ

ロ
リ
ス
ト
」
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
二
つ
目
は
「
疲
労
す
る
こ
と
」
と
「
悩

む
こ
と
」
と
い
う
主
人
公
の
本
質
で
あ
る
。
悩
ん
で
い
る
こ
と
、
も
し
く
は

そ
の
対
象
と
な
る
人
が
多
い
の
は
〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉
の
主
人
公
で
あ
る
が
、 

〈
湖
畔
原
稿
〉
の
順
一
に
も
こ
の
性
質
が
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
そ
し
て
最

後
に
、
苦
悩
を
担
う
と
い
う
愛
情
に
つ
い
て
、
愛
情
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
姿



六
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は
先
の
二
つ
目
の
性
質
と
も
関
連
し
て
い
て
、
両
者
に
確
認
で
き
る
。
そ
の

結
果
、〈
湖
畔
原
稿
〉
は
「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
書
こ
う
と
し
た
と
い
う

こ
と
が
二
つ
の
湖
畔
と
そ
の
創
作
過
程
を
見
る
こ
と
で
確
認
で
き
た
。

三
　
「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
と
い
う
行
動
原
理

　

亀
井
が
「
湖
畔
」
を
通
し
て
「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
描
こ
う
と
し
た
の

は
確
認
で
き
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
者
な
の
だ
ろ
う
か
。〈
湖
畔

ノ
ー
ト
〉
で
は
「
あ
る
一
人
に
対
す
る
愛
慾
的
行
動
（
労
働
を
含
め
て
）
に

よ
つ
て
、
建
設
の
幻
想
を
み
た
さ
う
と
す
る
」
者
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
ま

た
、「
わ
が
思
想
の
歩
み
」（『
新
潮
』
一
九
五
二
年
一
一
月
）
で
、
亀
井
は

「
様
々
な
邂
逅
と
別
離
の
思
ひ
出
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
過
ぎ
去
つ
た
こ
と
で

な
く
、
す
べ
て
現
在
の
う
ち
に
交
々
に
生
起
し
、
そ
の
検
討
を
迫
り
、
そ

の
行
末
を
見
き
は
め
る
こ
と
を
求
め
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。（
４
）
つ
ま 

り
、
戦
後
の
亀
井
は
「
様
々
な
邂
逅
と
別
離
の
思
ひ
出
」
の
検
討
と
そ
の
行

末
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

の
「
思
ひ
出
」
が
「
交
々
に
生
起
」
し
て
い
た
の
は
戦
中
や
戦
前
で
あ
る
は

ず
だ
。「
湖
畔
」
の
執
筆
は
昭
和
六
年
の
三
月
下
旬
か
ら
四
月
上
旬
で
あ
る

か
ら（
５
）、
こ
の
時
期
は
、「
思
ひ
出
」
が
「
交
々
に
生
起
」
し
て
い
る
時
期

で
あ
る
。

　

大
正
時
代
、
確
実
に
大
杉
の
著
作
を
亀
井
は
読
ん
で
い
た
。（
６
）
た
と
え

ば
大
杉
は
「
生
の
拡
充
」（『
近
代
思
想
』
一
九
一
三
年
七
月
号
）
に
お
い
て
、

個
人
的
な
「
生
」
を
「
自
我
」
と
言
い
換
え
、
そ
れ
は
一
種
の
力
で
あ
る
、

と
述
べ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
力
は
、「
た
だ
ち
に
動
作
と
な
っ
て
現
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
何
と
な
れ
ば
力
の
存
在
と
動
作
と
は
同
意
義
の
も
の
で
あ
る
」

（
大
杉
「
生
の
拡
充
」）
と
説
明
し
、「
活
動
そ
の
も
の
が
力
の
全
部
な
の
で

あ
る
」（
大
杉
「
同
前
」）
と
、「
自
我
」
と
「
活
動
」
の
つ
な
が
り
を
強
く

主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
生
き
る
こ
と
は
自
分
自
身
で
考
え
、
行
動
す
る
こ

と
、
実
践
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
大
杉
栄
を
「
生
と
反
逆
の

思
想
家
」（
７
）
と
し
て
亀
井
が
と
ら
え
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
石
川
啄
木
に
つ
い
て
亀
井
は
〈
湖
畔
原
稿
〉
を
書
き
終
え
た
翌
日

の
昭
和
六
年
四
月
九
日
の
「
ノ
ー
ト
」
に
、「
啄
木
記
念
祭
に
つ
い
て
の
感
想
」

と
い
う
小
見
出
し
を
つ
け
、「
啄
木
展
覧
会
に
お
い
て
、
最
も
感
嘆
し
た
の

は
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
自
叙
伝
を
、
英
訳
の
ま
ゝ
自
分
の
ノ
ー
ト
に
う
つ

し
て
あ
る
こ
と
や
、
幸
徳
秋
水
事
件
に
つ
い
て
非
常
に
科
学
的
な
観
察
を
下 

し
、材
料
を
集
め
て
ゐ
る
点
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
日
の
「
啄

木
に
関
す
る
断
片
」
と
い
う
小
見
出
し
の
つ
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
次
の
よ
う

な
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

啄
木
は
た
し
か
に
社
会
主
義
的
で
あ
り
、
非
常
に
実
践
的
で
あ
ら
う
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と
し
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
決
然
と
し
て
実
行
へ
移
る
こ
と
の
出
来
な

か
つ
た
理
由
は
、芸
術
気
質
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
た
し
か「
食

ふ
べ
き
詩
」
の
中
に
「
悲
し
き
玩
具
」
の
中
に
、
彼
は
こ
の
気
持
ち
を

述
懐
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
彼
は
、
ほ
ん
た
う
は
ひ
ど
く
詩
を
愛
し
て
ゐ

た
の
で
あ
る
。
非
常
に
愛
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
政
治
的
行
為

と
、
芸
術
的
行
為
と
の
間
に
動
揺
し
、
苦
し
ん
だ
。
そ
し
て
ハ
イ
ネ
が

や
つ
た
や
う
に
、
一
方
に
お
い
て
多
く
の
政
治
的
論
文
を
書
き
、
他
方

に
お
い
て
、
多
く
の
恋
愛
詩
を
描
い
た
。
彼
の
感
傷
性
は
此
の
動
揺
か

ら
生
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
根
底
に
は
一
種
の
反
逆
が
あ
る
。
懐

疑
的
で
あ
る
場
合
、
死
を
の
ぞ
む
や
う
な
場
合
、
い
か
な
る
場
合
に
も

そ
の
根
底
に
は
激
し
い
反
逆
が
あ
る
。

（
亀
井
勝
一
郎　

昭
和
六
年
四
月
九
日
「
ノ
ー
ト
」）

　

啄
木
に
つ
い
て
、
亀
井
は
「
ノ
ー
ト
」
の
他
の
箇
所
で
「
権
力
者
の
内
部

的
腐
敗
を
誰
よ
り
も
痛
切
に
ゑ
ぐ
り
出
し
た
」（
８
）
人
物
と
し
て
、
ま
た
「
必

然
的
に
物
的
に
脱
落
せ
る
芸
術
家
（
本
質
的
な
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
）」（
９
）
と

し
て
あ
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
啄
木
の
根
底
に
あ
る
「
反
逆
」
と
は
、
国
家

権
力
の
「
内
部
的
腐
敗
」
を
暴
き
出
し
、
そ
の
国
家
権
力
の
存
在
意
義
を
否

定
し
、
そ
れ
が
支
配
し
て
い
る
現
実
社
会
か
ら
脱
落
す
る
こ
と
を
選
ぼ
う
と

す
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

啄
木
を
「
脱
落
せ
る
芸
術
家
」
と
し
て
評
価
し
て
い
る
亀
井
は
、
啄
木
の

芸
術
家
た
る
根
拠
を
「
一
種
の
反
逆
が
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
出
し
て

い
た
。
ま
た
、
啄
木
を
「
社
会
主
義
的
で
あ
り
、
非
常
に
実
践
的
で
あ
ら
う

と
し
た
」
者
と
一
定
の
評
価
を
亀
井
が
下
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
注
目
に
値
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、「
今
や
我
々
青
年
は
此
自
滅
の
状
態
か
ら
脱
出
す
る
た
め 

に
、
遂
に
其
『
敵
』
の
存
在
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
期
に
到
達
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
希
望
乃
至
其
他
の
理
想
に
よ
る
の
で
は
な

い
、
実
に
必
至
で
あ
る
」（
石
川
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」）
と
い
う
箇
所
は
、

や
や
も
す
れ
ば
、
革
命
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
社
会
主
義
者
の
発
言
と
も

と
ら
え
ら
れ
る
。
し
か
し
国
家
と
い
う
「
敵
」
を
意
識
す
る
こ
と
は
「
必
至

で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
思
想
や
主
義
が
何
で
あ
れ
、
意
識
す
る
こ
と
を

必
然
と
し
て
い
る
啄
木
は
、「
我
々
自
身
の
時
代
に
対
す
る
組
織
的
考
察
に

傾
注
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」（
石
川
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」）
と
記

し
て
い
る
。
ま
た
啄
木
は
、
国
家
と
い
う
「
敵
」
を
意
識
す
る
社
会
的
必
然

性
に
行
き
着
こ
う
と
し
て
い
た
、
つ
ま
り
実
践
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ 

る
。
こ
の
よ
う
な
啄
木
を
社
会
主
義
者
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
社
会
主

義
的
で
あ
り
、
非
常
に
実
践
的
で
あ
ら
う
と
し
た
」
者
と
亀
井
は
称
し
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
啄
木
の
態
度
と
、「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
と
し
て
行
動
す

る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
亀
井
の
態
度
は
共
通
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
閉
塞
し
て
い
る
現
状
を
打
破
す
る
た
め
に
「
社
会
主
義
的
」
な
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意
識
を
も
つ
こ
と
を
説
い
て
い
る
啄
木
の
態
度
に
は
、
や
や
観
念
偏
重
の
き

ら
い
が
あ
る
。
だ
が
啄
木
は
、「
敵
」
の
存
在
を
意
識
し
、
そ
の
よ
う
に
意

識
す
る
理
由
を
「
我
々
の
希
望
乃
至
其
他
の
理
想
に
よ
る
の
で
は
な
い
、
実

に
必
至
で
あ
る
」（
石
川
「
同
前
」）
と
記
し
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、
大
杉
栄

が
言
っ
た
「
力
は
た
だ
ち
に
動
作
と
な
っ
て
現
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
大
杉
「
生

の
拡
充
」）
と
い
う
箇
所
と
共
通
す
る
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
に
宣
戦
を
し
た
り
、
時
代
に
対

す
る
「
組
織
的
考
察
に
傾
注
」
す
る
こ
と
が
「
必
至
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、

宣
戦
や
考
察
と
い
っ
た
行
動
が
必
ず
起
こ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
啄
木
と
大
杉
は
共
に
、
意
識
即
行
動
と
い

う
態
度
が
共
通
し
て
い
る
。

　

啄
木
と
大
杉
の
意
識
即
行
動
と
い
う
態
度
に
、「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を

照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
次
の
よ
う
な
共
通
点
が
み
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉
に
「
あ
る
一
人
に
対
す
る
愛
慾
的
行
動
（
労
働
を
含
め
て
）

に
よ
つ
て
、
建
設
の
幻
想
を
み
た
さ
う
と
す
る
」
者
と
説
明
さ
れ
て
い
た 

「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
は
、「
幻
想
」
と
い
う
意
識
的
な
も
の
と
行
動
が
連
関

関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
意
識
即
行
動
と
い
う
態
度
の
者
で
あ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
石
川
啄
木
や
大
杉
栄
な
ど
の
著
作
を
読
ん
だ「
思
ひ
出
」が「
交
々

に
生
起
」
し
て
い
た
亀
井
は
、
そ
の
よ
う
な
思
考
空
間
で
「
生
の
テ
ロ
リ
ス 

ト
」
と
い
う
意
識
即
行
動
の
態
度
で
あ
る
、
ま
さ
に
実
践
的
な
イ
デ
オ
ロ
ー

グ
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
つ
の
「
湖
畔
」
の
後

に
書
か
れ
る
論
文
「
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
活
動
成
果
に
対
す
る
批
判 

―
―
一

つ
の
労
作
に
お
け
る
政
治
的
価
値
と
、
芸
術
的
価
値
の
問
題
を
中
心
と
し 

て
」（

10
）
に
引
き
継
が
れ
、
具
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

実
践
が
意
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
「
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」
の
こ
と
を
、
亀

井
は
「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
と
称
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
〈
湖
畔
原
稿
〉
に

次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
。

　

順
一
は
、
自
分
が
一
つ
の
危
機
に
当
面
し
て
ゐ
る
の
を
感
じ
た
。
自

分
と
妻
と
の
間
の
思
想
的
な
差
異
が
、
僅
か
の
間
に
く
つ
き
り
浮
び
出

し
て
き
た
し
、
そ
の
上
早
晩
起
る
べ
き
移
民
の
反
抗
運
動
が
準
備
さ
れ

つ
ゝ
あ
つ
た
。
そ
の
一
つ
の
頂
点
に
お
い
て
、
自
分
を
動
揺
さ
せ
る
こ

の
原
因
を
一
刻
も
早
く
解
決
し
た
か
つ
た
の
で
あ
る
。

（
亀
井
勝
一
郎　

〈
同
前
〉）

　

二
度
目
の
引
用
に
は
な
る
が
、
こ
の
引
用
文
は
、
順
一
が
、
闘
争
に
身
を

投
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
の
描
写
で
あ
る
。
こ
こ
で
順
一
は
自
分
自
身
を

動
揺
さ
せ
る
「
妻
と
の
思
想
的
差
異
」
を
意
識
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が

行
動
を
圧
迫
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
行
動
を
圧
迫
す
る

意
識
さ
え
も
、
闘
争
に
つ
な
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
分
を
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動
揺
さ
せ
る
こ
の
原
因
を
一
刻
も
早
く
解
決
し
た
か
つ
た
」
と
い
う
の
は
、

妻
と
の
話
し
合
い
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
闘
争
に
よ
っ
て
解
決
し
得
る
も
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
順
一
も
渡
道
時
に
は
抱
い
て
お
り
、
そ
し
て
今
も
妻
が

抱
き
続
け
て
い
る
「
労
働
が
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
や
う
な
世
界
」
を
構
築
す
る

と
い
う
幻
想
を
満
た
す
こ
と
で
し
か
解
決
で
き
な
い
、
と
自
覚
し
て
い
る
。

ま
た
、
闘
争
を
行
っ
た
後
に
次
の
よ
う
な
こ
と
を
確
認
し
あ
っ
て
い
る
。

「
断
じ
て
団
結
を
と
く
な
。
今
夜
、
小
山
の
奴
が
、
何
故
ア
ッ
サ
リ
と

承
知
し
た
か
？ 

俺
達
の
団
結
の
力
に
恐
れ
た
か
ら
だ
。
諸
君
！ 

団
結

の
力
を
持
つ
て
、
俺
達
は
あ
の
要
求
の
実
行
を
守
ろ
う
。
小
山
の
奴
は

今
後
ど
ん
な
方
法
で
、
あ
の
要
求
を
ブ
チ
こ
は
す
か
し
れ
な
い
。
奴
の

背
後
に
は
警
察
も
あ
る
。
役
所
も
あ
る
。
然
し
、
い
か
な
る
も
の
と
云

へ
ど
も
団
結
の
力
に
は
か
な
は
な
い
。
今
夜
の
小
山
の
や
う
に
、
結
局

見
事
に
へ
ば
つ
て
し
ま
ふ
の
だ
。
諸
君
、
断
じ
て
団
結
を
と
く
な
！
」

　

人
々
は
団
結
の
力
を
、
こ
の
小
さ
な
一
つ
の
経
験
に
よ
つ
て
、
漸
く

意
識
し
始
め
て
ゐ
た
。
吹
雪
を
つ
い
て
、
熱
の
こ
も
つ
た
腕
を
ぎ
つ
し

り
組
ん
で
突
き
進
ん
だ
時
に
は
、
人
々
の
心
の
中
に
「
自
分
」
と
い
ふ

利
己
的
な
考
へ
が
全
く
消
え
失
せ
て
ゐ
た
。
今
や
つ
て
ゐ
る
こ
と
に
殉

じ
よ
う
と
す
る
激
し
い
情
熱
だ
け
が
高
ま
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。

（
亀
井
勝
一
郎　

〈
同
前
〉）

　

先
の
動
揺
を
解
決
す
る
た
め
に
団
結
し
、
闘
争
へ
向
か
い
、
再
び
団
結
の

重
要
性
を
確
認
し
あ
っ
て
い
る
。「
動
揺
」
と
い
う
意
識
も
行
動
に
よ
っ
て

解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
そ
の
解
決
の
た
め
に
集
団
を
組
織

し
、
そ
の
集
団
で
行
動
す
る
必
要
性
を
確
認
し
あ
っ
て
い
る
。「
生
の
テ
ロ

リ
ス
ト
」
と
い
う
意
識
即
行
動
の
原
理
を
も
つ
者
が
、
よ
り
力
の
あ
る
者
た

ち
と
し
て
存
在
し
続
け
る
た
め
に
は
、
集
団
を
構
成
し
な
く
て
は
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
亀
井
は
こ
こ
で
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
集
団
性
を

帯
び
た
「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
は
、「
は
じ
め
か
ら
徹
底
す
る
奴
は
ゐ
な
い
さ
。

戦
つ
た
り
敗
け
た
り
、
色
々
動
揺
し
て
行
く
う
ち
に
遂
に
一
つ
の
飛
躍
を
す

る
ん
だ
と
思
ふ
ね
」（
亀
井
〈
同
前
〉）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
動
揺

し
な
が
ら
も
獲
得
し
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

四
　
お
わ
り
に 

―
―
集
団
的
身
体
の
自
覚

　

動
揺
し
な
が
ら
も
意
識
即
行
動
と
い
う
行
動
原
理
を
獲
得
し
、
集
団
を
組

織
す
る
必
要
性
を
自
覚
す
る
者
が
「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
。〈
湖
畔

原
稿
〉
に
お
い
て
こ
の
「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
は

主
人
公
の
順
一
と
、
彼
の
仕
事
仲
間
の
男
た
ち
で
あ
る
。
主
人
公
の
妻
初
江

は
、〈
湖
畔
原
稿
〉
の
次
の
よ
う
な
箇
所
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
生
の
テ

ロ
リ
ス
ト
」
で
は
な
い
。
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順
一
の
心
の
中
に
は
、
彼
を
闘
争
へ
押
し
や
る
現
実
的
な
熱
意
と
、

他
方
、
闘
争
か
ら
離
れ
て
静
に
暮
し
た
い
と
思
ふ
熱
意
と
、
こ
の
二
つ

が
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
あ
る
時
は
闘
争
へ
、
あ
る
と
き
は
憩
ひ
へ
、
そ

の
間
を
た
え
ず
動
揺
し
つ
ゝ
順
一
は
暮
し
て
き
た
の
だ
。そ
の
た
め
に
、

初
江
は
彼
を
愛
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
誰
よ
り
も
多
く
夢
想
的
な
生
活

に
甘
ん
ず
る
気
持
を
順
一
は
持
つ
て
ゐ
た
し
、
初
江
も
も
つ
て
ゐ
た
。

只
、
順
一
は
そ
れ
を
批
判
し
て
、
そ
れ
に
打
ち
勝
た
う
と
し
て
ゐ
た
し
、

初
江
は
頑
と
し
て
夢
想
的
な
心
持
ち
を
抱
い
て
ゐ
た
。

（
亀
井　

〈
湖
畔
原
稿
〉）

　

順
一
が「
夢
想
的
な
生
活
に
甘
ん
ず
る
」幻
想
に
打
ち
勝
と
う
と
し
て「
生

の
テ
ロ
リ
ス
ト
」
に
な
ろ
う
と
す
る
一
方
で
、
初
江
は
幻
想
を
抱
き
続
け
て

行
動
を
起
こ
さ
な
か
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
開
拓
民
た
ち
が
開
拓
地
、
つ
ま
り
湖
畔
へ
向
か
う
際
に
、
次
の
よ

う
に
湖
畔
を
眺
め
て
い
る
。

　

空
が
暗
碧
の
色
に
染
ま
つ
て
行
く
に
従
つ
て
、
湖
水
は
ふ
し
ぎ
に
も

一
層
青
み
を
帯
び
て
行
つ
た
。
此
の
湖
水
は
、
た
ゞ
そ
こ
に
静
に
横
た

は
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
人
々
の
心
を
攪
乱
し
た
。
恐
怖
と
寂
寥
と
美
と
、

何
か
し
ら
さ
う
云
ふ
形
の
あ
る
も
の
が
、
湖
水
の
底
の
方
に
、
い
り
乱

れ
て
も
え
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
た
。 

（
亀
井
勝
一
郎　

〈
同
前
〉）

　

「
恐
怖
と
寂
寥
と
美
」
と
い
う
も
の
が
、
底
の
ほ
う
に
入
り
乱
れ
て
い
る

と
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
湖
が
あ
る
一
方
で
、
初
江
は
順
一
の
目
に
、
次
の
よ

う
に
映
っ
て
い
る
。

　

さ
つ
き
、
湖
を
眺
め
た
時
と
同
じ
や
う
な
心
持
ち
で
、
斎
藤
は
そ
の

白
い
横
顔
を
眺
め
て
ゐ
た
。
恐
怖
と
、
寂
寥
と
、
美
と
が
、
や
は
り
彼

女
の
心
に
い
り
乱
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
た
。

（
亀
井
勝
一
郎　

〈
同
前
〉）

　

初
江
の
心
に
は
「
恐
怖
と
、
寂
寥
と
、
美
」
と
が
入
り
乱
れ
て
い
る
と
順

一
の
目
に
は
映
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
湖
と
初
江
が
同
じ
よ
う
に
形
容
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
は
「
初
江
は
美
し
い
湖
だ
」
と
〈
湖
畔
原

稿
〉
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
湖
と
初
江
は
同
じ
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

湖
は
、
恐
怖
、
寂
寥
、
美
と
い
う
言
葉
で
形
容
さ
れ
て
お
り
、
同
様
に
初

江
も
そ
れ
ら
の
言
葉
で
形
容
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
初
江
が
亡
く
な
っ
た

後
、
湖
畔
に
そ
の
死
体
を
埋
め
、
順
一
た
ち
は
闘
争
の
意
を
新
た
に
す
る
の
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だ
が
、こ
こ
で
は
、湖
と
初
江
が
完
全
に
重
な
っ
て
い
る
。初
江
の
心
に
は「
恐

怖
と
、
寂
寥
と
、
美
」
が
入
り
乱
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
死
体
を
湖
畔
に

埋
め
る
と
い
う
の
は
、
開
拓
民
た
ち
の
生
活
の
場
所
で
あ
る
湖
畔
の
底
の
方

に
「
恐
怖
と
、
寂
寥
と
、
美
」
が
入
り
乱
れ
な
が
ら
も
埋
ま
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
底
の
方
に
「
恐
怖
と
寂
寥
と
美
」
と
が
入
り
乱
れ
て
い

る
湖
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
湖
が
開
拓
民
た
ち
の
眼
前
に
あ
る
の
と
同
じ

く
、初
江
の
死
体
が
開
拓
民
た
ち
の
闘
争
心
の
中
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
だ
。

ま
た
、
順
一
の
心
の
中
に
は
初
江
の
存
在
が
横
た
わ
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は

闘
争
に
際
し
て
、
順
一
を
動
揺
さ
せ
、
悩
ま
せ
る
種
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
初
江
の
死
に
際
し
て
、
順
一
や
そ
の
仲
間
た
ち
は
次
の
よ
う

に
思
っ
て
い
る
。

　

順
一
は
思
つ
た
。
彼
女
の
生
涯
が
終
つ
た
の
だ
。
そ
れ
と
同
時
に
彼

自
身
の
巣
食
ふ
夢
想
的
な
生
活
も
終
つ
た
の
だ
。
い
か
に
魅
力
多
く
、

い
か
に
高
き
理
想
で
あ
つ
て
も
、
た
だ
夢
み
、
た
ゞ
待
ち
受
け
て
ゐ
る

の
み
で
は
、
何
に
も
な
ら
な
い
の
だ
。
働
く
者
の
生
活
を
妨
害
す
る
す

べ
て
の
搾
取
者
と
権
力
者
を
、
先
づ
、
目
の
前
に
あ
る
も
の
か
ら
ぴ
し

ぴ
し
と
や
つ
つ
け
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
土
地
と
自
由
と
を
死

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

「
戦
は
う
！
」

　

人
々
は
決
意
し
た
。
然
も
此
の
決
意
の
中
に
は
、
い
つ
か
は
働
き
、

楽
し
み
、
生
き
得
る
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
初
江
の
美
し
い

幻
想
が
横
た
は
つ
て
ゐ
た
。
こ
の
幻
想
は
健
全
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
と

し
て
は
無
力
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
た
ゞ
現
実
に
闘
争
す
る
胸
の
中
に

情
熱
と
し
て
た
ゝ
え
て
お
か
う
と
す
る
人
々
に
と
つ
て
、
こ
の
幻
想
は

一
層
健
全
で
あ
る
。 

（
亀
井
勝
一
郎　

〈
同
前
〉）

　

「
初
江
の
美
し
い
幻
想
」
が
開
拓
民
た
ち
の
決
意
の
な
か
に
横
た
わ
っ
て

い
る
。
通
常
、
死
者
と
は
他
者
と
の
関
係
を
も
た
な
い
者
で
あ
る
。
関
係
を

も
た
な
い
と
い
う
の
は
、
見
る
・
見
ら
れ
る
と
い
う
次
元
で
共
存
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
死
者
は
視
覚
が
断
た
れ
て
い
る
た
め
、

生
き
て
い
る
者
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
生
き
て
い
る
者
は
死
者

か
ら
見
ら
れ
て
い
る
と
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
初
江
と
順

一
た
ち
は
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
夢
想
的
な
生
活
」

と
い
う
幻
想
と
し
て
初
江
を
見
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
順
一
た
ち
の
心

の
中
に
あ
る
、
つ
ま
り
順
一
た
ち
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

幻
想
と
順
一
た
ち
は
、
見
る
・
魅
せ
ら
れ
る（

11
）
と
い
う
次
元
で
関
係
を
も
っ

て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
幻
想
と
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
生

き
て
い
る
者
と
共
存
の
関
係
に
あ
る
と
は
考
え
難
い
。
だ
が
〈
湖
畔
原
稿
〉

に
お
け
る
幻
想
は
、
初
江
の
死
体
と
い
う
実
体
を
も
つ
も
の
に
置
き
換
え
ら
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れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
順
一
た
ち
は
幻
想
を
幻
と
し
て
で
は
な
く
、
実
体
を

も
つ
も
の
と
し
て
見
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
幻
想
を
現
存
的
な
も
の
と
し

て
と
ら
え
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
幻
想
の
こ
と
を
こ
こ
で
〈
現
存

的
幻
想
〉
と
名
付
け
る
。
初
江
と
い
う
死
者
を
〈
現
存
的
幻
想
〉
と
し
て
見

て
い
る
順
一
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
幻
想
に
魅
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、〈
現
存
的
幻
想
〉
は
順
一
た
ち
集
団
の
共
通
意
識
と
し
て
現
に
あ

る
と
い
う
意
味
で
現
実
的
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
集
団
が
共
通
意
識
と
し
て

も
っ
て
い
る
〈
現
存
的
幻
想
〉
を
こ
こ
で
〈
現
実
的
且
つ
現
存
的
幻
想
〉
と

名
付
け
る
。
そ
れ
は
実
体
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
現
存
的
で
あ
り
、
実
際
に

意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
現
実
的
な
の
で
あ
る
。

　

〈
現
実
的
且
つ
現
存
的
幻
想
〉
を
も
つ
集
団
に
は
、
集
団
的
身
体
の
自
覚

と
い
う
作
用
が
働
い
て
い
る
。
人
は
誰
も
が
皮
膚
で
お
お
わ
れ
た
体
を
所
有

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
体
の
こ
と
を
人
体
と
す
る
。
人
体
が
欲
望
を
感
じ
、

ま
た
そ
の
人
体
が
意
識
し
始
め
る
時
、
そ
の
人
体
は
意
識
や
欲
望
な
ど
の
精

神
的
な
も
の
と
別
物
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
人
体
を
基
盤
と
し
て
外
界
に
意

識
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
意
識
が
外
界
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
人
体
も
外
界
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
外
界
に
向

け
ら
れ
、
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
体
は
そ
の
領
域
を
外
界
に
向
け
ら
れ
た
意
識

と
と
も
に
拡
張
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
識
の
基
体
と
な
っ
て
い
る
人
体

を
こ
こ
で
身
体
と
定
義
す
る
。
そ
の
身
体
が
集
団
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

単
に
徒
党
を
組
ん
で
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
「
自
己

犠
牲
」
が
起
こ
る
闘
争
集
団
を
形
成
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
あ
る
ひ
と
つ
の
目
的
の
も
と
で
集
ま
っ
た
集
団
で
は
、
そ
の

目
的
達
成
の
過
程
で
自
己
犠
牲
が
生
じ
る
。
自
己
を
犠
牲
に
し
な
い
、
自
身

の
精
神
も
他
者
の
精
神
も
対
立
す
る
こ
と
な
く
順
列
を
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も

な
く
同
値
の
存
在
と
し
て
あ
ろ
う
と
す
る
集
団
は
、
力
を
行
使
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
集
団
の
構
成
員
が
皆
、
異
な
る
方
向
を
向
い
て
い

る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
一
つ
の
夢
や
幻
想
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
共
通
意

識
の
も
と
、
そ
の
幻
想
に
か
た
ち
を
与
え
る
こ
と
で
、
幻
想
は
よ
り
現
実
的

な
も
の
と
な
る
。
そ
の
現
実
的
且
つ
現
存
的
な
も
の
と
し
て
幻
想
を
と
ら
え

直
し
、
そ
こ
か
ら
集
団
を
作
る
個
人
の
こ
と
を
、
こ
こ
で
集
団
的
身
体
を
も

つ
個
人
と
す
る
。

　

以
上
の
定
義
よ
り
、
順
一
は
集
合
的
身
体
を
も
つ
個
人
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
と
い
え
る
。
順
一
は
「
い
か
に
魅
力
多
く
、
い
か
に
高
き
理
想
で
あ
つ

て
も
、
た
だ
夢
み
、
た
ゞ
待
ち
受
け
て
ゐ
る
の
み
で
は
、
何
に
も
な
ら
な
い

の
だ
」
と
、
初
江
の
死
に
際
し
て
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
同
時

に
集
団
を
組
織
し
、
行
動
を
起
こ
さ
な
く
て
い
け
な
い
と
も
思
う
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
此
の
決
意
の

中
に
は
、
い
つ
か
は
働
き
、
楽
し
み
、
生
き
得
る
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う

と
す
る
初
江
の
美
し
い
幻
想
が
横
た
は
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
初
江
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の
死
、
そ
し
て
彼
女
の
「
夢
想
」
や
魂
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
死
体
を
主
観
的

な
も
の
で
は
な
く
、
実
体
を
も
つ
現
存
的
な
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
幻
想
を
〈
現
実
的
且
つ
現
存
的
幻
想
〉
と
し
て
と
ら

え
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
そ
の
と
ら
え
直
さ
れ
た
幻
想
は
、
順

一
た
ち
集
団
に
共
有
さ
れ
て
い
る
。〈
現
実
的
且
つ
現
存
的
幻
想
〉
の
も
と

で
の
集
団
を
つ
く
っ
て
い
る
様
子
、
つ
ま
り
、
集
団
的
身
体
を
も
つ
順
一
の

様
子
が
こ
こ
に
確
認
で
き
た
。

　

さ
ら
に
順
一
た
ち
は
、
動
揺
し
な
が
ら
も
意
識
即
動
作
と
い
う
行
動
原
理

を
獲
得
し
、
集
団
を
組
織
す
る
必
要
性
を
自
覚
す
る
「
生
の
テ
ロ
リ
ス
ト
」

で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
順
一
た
ち
は
集
団
的
身
体
を
も
つ
「
生
の
テ
ロ
リ

ス
ト
」
で
あ
る
。
闘
争
や
苦
し
い
生
活
を
経
て
〈
現
実
的
且
つ
現
存
的
幻
想
〉

を
も
ち
、そ
れ
を
原
動
力
と
し
て
実
践
し
よ
う
と
す
る
者
を
描
い
た
の
が〈
湖

畔
原
稿
〉
で
あ
る
。

【
付
記
】

一　

亀
井
の
作
品
の
引
用
は
全
て
全
集
に
拠
っ
た
。「
ノ
ー
ト
」と〈
湖
畔
ノ
ー

ト
〉
に
つ
い
て
は
『
第
一
巻
』（
一
九
七
一
年
一
二
月
、
講
談
社
）、
と

〈
湖
畔
原
稿
〉
は
『
補
巻
三
』（
一
九
七
五
年
二
月
、講
談
社
）
に
拠
っ
た
。

二　

全
引
用
に
つ
き
、
ル
ビ
は
最
小
限
と
し
た
。

三　

旧
字
体
は
新
字
体
を
、
か
な
は
旧
か
な
を
使
用
し
た
。

注（
１
） 

武
田
友
寿『
遍
歴
の
求
道
者
亀
井
勝
一
郎
』（
一
九
七
八
年
一
一
月
、講
談
社
）

の
以
下
の
記
述
に
拠
る
。「『
湖
畔
』
は
一
種
の
北
海
道
開
拓
小
説
で
あ
る
。

（
中
略
）
主
人
公
・
斎
藤
順
一
が
日
常
的
な
平
穏
の
喜
び
を
夢
み
て
生
活
の

辛
苦
に
耐
え
よ
う
と
す
る
妻
・
初
江
に
ひ
か
れ
な
が
ら
も
、
あ
え
て
そ
の

妻
の
夢
を
〈
幻
想
〉
で
あ
る
と
し
、
彼
女
に
階
級
意
識
の
自
覚
を
促
し
つ

つ
も
半
ば
そ
れ
に
絶
望
し
、結
局
は
そ
の
妻
の
〈
幻
想
〉
を
否
定
し
て
（
初

江
の
死
が
〈
幻
想
〉
と
の
訣
別
に
な
る
）、
つ
い
に
農
場
争
議
の
リ
ー
ダ
ー

と
し
て
立
ち
あ
が
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
ス
ト
ー
リ
イ
の
背
後
に
は
、
安
穏

無
事
を
な
に
よ
り
も
生
活
の
至
上
の
目
標
、
喜
び
と
し
、
そ
の
よ
う
な
生

活
態
度
、
生
活
建
設
を
勧
め
る
父
母
と
亀
井
と
の
摩
擦
と
い
う
体
験
が
感

じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
体
験
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
体
験
を
も
と
に
し
て

小
説
『
湖
畔
』
が
着
想
さ
れ
た
と
い
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
現
実
体
験
が

濃
く
投
影
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
の
小
説
の
主
題
の
亀
井
に
と
っ
て
の
切

実
さ
が
認
め
ら
れ
て
い
い
だ
ろ
う
。
い
ち
じ
る
し
く
観
念
的
な
主
題
で
あ

り
、
構
成
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
問
題
の
切
実
さ
に
お
い
て
『
湖
畔
』

は
亀
井
の
内
面
か
ら
湧
き
出
た
小
説
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。（
傍
点
は
原
文

に
よ
る
）」

（
２
） 〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉
の
あ
ら
す
じ
を
確
認
す
る
に
あ
た
り
、
以
下
の
よ
う
な
方

法
を
用
い
る
。
段
落
の
は
じ
め
に
「（
一
）：
」
の
よ
う
に
、〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉

の
番
号
を
記
し
、そ
の
内
容
を
ま
と
め
る
。
な
お
、そ
の
段
落
内
の
「 

」
は
、

こ
と
わ
り
が
な
い
限
り
す
べ
て
〈
湖
畔
ノ
ー
ト
〉
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（
３
） 「
三
カ
条
の
要
求
と
は
、
／
第
一
に
野
田
さ
ん
の
重
傷
に
治
療
代
を
出
す
こ

と
。
／
第
二
、
年
中
始
業
時
間
は
午
前
八
時
に
す
る
こ
と
。
／
第
三
、
時

間
外
の
労
働
に
賃
金
を
支
払
ふ
こ
と
」。
引
用
は
〈
湖
畔
原
稿
〉
に
拠
っ
た
。

（
４
） 
初
出
は
『
新
潮
』（
一
九
五
二
年
一
一
月
）。
な
お
引
用
は
『
亀
井
勝
一
郎

全
集　

第
六
巻
』（
一
九
七
一
年
七
月
、
講
談
社
）
に
拠
る
。
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（
５
） 

昭
和
六
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
十
日
の
間
に
書
か
れ
た
「
ノ
ー
ト
」
の
「
創

作
さ
る
べ
き
諸
篇
」
の
六
番
目
に
に
初
め
て
「
湖
畔
」
が
あ
ら
わ
れ
る
。

そ
し
て
三
月
二
十
日
に
「『
湖
畔
』
に
就
い
て
」
と
い
う
小
見
出
し
が
掲
げ

ら
れ
、
創
作
メ
モ
の
よ
う
な
も
の
が
八
つ
に
分
け
ら
れ
て
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
昭
和
六
年
四
月
九
日
「
ノ
ー
ト
」
に
、「
湖
畔
は
一
段
落
を
つ
げ
た
。

創
作
過
程
は
先
づ
第
一
に
、
素
描
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
、「
湖
畔
」
の
執
筆

は
昭
和
六
年
の
三
月
下
旬
か
ら
四
月
上
旬
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
６
） 

そ
の
証
拠
と
し
て
、
以
下
の
文
章
を
あ
げ
て
お
く
。「
青
年
期
に
入
る
と
と

も
に
、
白
樺
派
の
人
々
や
、
倉
田
百
三
や
、
大
杉
栄
な
ど
、
私
の
謂
ふ
大

正
期
の
様
々
な
か
た
ち
で
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
雰
囲
気
に
ふ
れ
た
」（
亀

井
「
わ
が
思
想
の
歩
み
」）。
ま
た
、
こ
れ
以
外
に
も
、『
現
代
史
の
中
の
ひ

と
り
』（
一
九
五
五
年
一
〇
月
、文
藝
春
秋
社
）の「
進
歩
的
文
化
人
の
今
昔
」

（『
読
売
新
聞
』
一
九
五
四
年
九
月
一
三
日
）
で
「
私
が
大
杉
栄
全
集
や
ク

ロ
ポ
ト
キ
ン
の
著
作
に
読
み
ふ
け
つ
た
の
も
高
校
時
代
で
あ
つ
た
」
と
書

か
れ
て
い
る
。『
現
代
史
の
中
の
ひ
と
り
』
の
引
用
は
『
亀
井
勝
一
郎
全
集  

第
六
巻
』（
一
九
七
一
年
七
月
、
講
談
社
）
に
拠
っ
た
。

（
７
） 

多
田
道
太
郎
「
生
と
反
逆
の
思
想
家　

大
杉
栄
」（『
日
本
の
名
著
46　

大

杉
栄
』、
一
九
六
九
年
一
一
月
、
中
央
公
論
社
）
に
拠
る
。
ま
た
、
そ
こ
で

多
田
は
大
杉
の
思
想
の
独
創
的
な
と
こ
ろ
は
「『
征
服
の
事
実
』
に
対
し
直

截
に
『
生
の
要
求
』
を
対
置
せ
し
め
た
と
こ
ろ
」
と
し
て
い
る
。

（
８
） 

昭
和
五
年
一
一
月
一
四
日
付
の
「
ノ
ー
ト
」
に
「
権
力
者
の
内
部
的
腐
敗

を
誰
よ
り
も
痛
切
に
ゑ
ぐ
り
出
し
た
」
人
物
と
し
て
、「
日
本
で
は
夏
目
漱

石
と
石
川
啄
木
」と
記
し
て
い
る
。
引
用
は『
亀
井
勝
一
郎
全
集　

第
一
巻
』

（
一
九
七
一
年
一
二
月
、
講
談
社
）
に
拠
っ
た
。

（
９
） 

昭
和
五
年
一
一
月
一
九
日
付
の
「
ノ
ー
ト
」
に
「
自
ら
脱
落
を
企
図
す
る

芸
術
家
（
意
識
に
お
け
る
左
傾
化
、
或
ひ
は
個
人
的
な
る
内
政
に
よ
り
外

面
の
否
定
）
／
必
然
的
に
物
的
に
脱
落
せ
る
芸
術
家
（
本
質
的
な
る
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
）
／
明
治
文
学
に
お
い
て
、
前
者
に
夏
目
漱
石
、
後
者
に
石
川

啄
木
を
み
る
」
と
記
し
て
い
る
。
引
用
は
、
注（
８
）に
同
じ
。

（
10
） 

未
発
表
論
文
「
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
活
動
成
果
に
対
す
る
批
判 

―
―
一
つ
の

労
作
に
お
け
る
政
治
的
価
値
と
、
芸
術
的
価
値
の
問
題
を
中
心
と
し
て
」 

は
、『
補
巻
三
』（
一
九
七
五
年
二
月
、
講
談
社
）
に
登
載
さ
れ
て
い
る
。

（
11
） 

順
一
た
ち
と
初
江
の
死
体
、
す
な
わ
ち
幻
想
が
見
る
・
魅
せ
ら
れ
る
と
い

う
共
存
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
発
想
は
、
以
下
の
文
章
に
拠
っ
た
。「
し
か

し
死
者
は
関
係
を
も
た
ぬ
も
の
だ
ろ
う
か
。
死
者
は
生
者
を
訪
れ
、
生
者

を
畏
れ
さ
せ
、
悩
ま
せ
、
狂
わ
せ
、
ま
た
生
者
に
希
望
を
も
た
ら
し
、
歓

び
を
あ
た
え
、
生
者
の
眼
を
開
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
中
略
）
死
者

の
無
力
と
は
強
制
力
を
も
た
な
い
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
魅
す
る
力
・
畏

れ
さ
せ
る
力
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
自
発
性
を
自
発
性
の
ま
ま
呪
縛
す
る

力
は
強
制
に
も
ま
さ
る
力
な
の
で
あ
る
（
市
川
浩
「〈
中
間
者
〉
の
哲
学
」

一
九
九
〇
年
一
月
、
岩
波
書
店
）。

（
い
の
う
え　

ゆ
う
た
・
二
〇
一
四
年
度　

本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
修
了
）


