
夏
目
漱
石
は
終
生
自
ら
の
内
部
に
、
ま
さ
に
痛
み
と
し
て
感
受
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
そ
の
冑
部
不
安
の
思
い
を
抱
き
な
が
ら
、
不
断
に

「
人
生
」
そ
の
も
の
の
本
質
を
凝
視
し
つ
づ
け
た
。
そ
し
て
そ
の
生
涯
を
か
け
た
自
照
の
成
果
を
、
そ
の
一
作
一
作
に
文
字
ど
お
り
彫
心
鎮
骨

し
な
が
ら
、
形
象
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

漱
石
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
四
十
年
（
一
九
○
七
、
四
十
一
歳
）
の
仲
春
に
、
池
辺
三
山
（
一
八
六
四
’
一
九
一
二
、
通
称
は
吉
太
郎
、
当

時
東
京
朝
日
新
聞
主
筆
）
の
来
訪
を
う
け
て
、
熟
慮
の
末
つ
い
に
朝
日
新
聞
社
へ
の
入
社
を
決
意
す
る
。
や
が
て
、
第
一
高
等
学
校
・
東
京
大
学
に

辞
表
を
提
出
、
そ
れ
ま
で
の
約
十
五
年
間
の
教
師
生
活
を
一
気
に
郷
う
っ
た
。
爾
来
、
彼
は
少
く
と
も
毎
年
一
回
、
毎
回
百
回
程
度
の
連
続
長

篇
小
説
を
、
そ
の
新
聞
に
書
く
義
務
を
負
う
専
属
作
家
と
し
て
の
道
を
歩
き
始
め
た
。

漱
石
自
身
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
そ
の
実
生
活
と
芸
術
に
と
っ
て
の
一
大
転
機
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
ま
た
自
ら
の
内
部
に
深
く
癌
い
て
止
ま

な
い
そ
の
〃
死
に
至
る
病
″
に
対
す
る
、
新
た
に
し
て
望
朶
な
き
宣
戦
の
布
告
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

漱
石
が
、
入
社
後
の
最
初
の
長
篇
小
説
『
虞
美
人
草
』
の
発
表
以
来
、
い
、
わ
ゆ
る
前
期
三
部
作
、
後
期
三
部
作
を
中
核
に
相
次
ぐ
力
作
を
世

F今△

rヤ

夏
目
漱
石
の
胃
病
と
そ
の
文
学

ｌ
修
善
寺
の
大
患
を
中
心
と
し
て
Ｉ

和
曜
毒
醗
壁
荏
］
噴
濤
平
成
三
年
一
月
七
日
受
付

高
橋
正
夫
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い
わ
ゆ
る
「
修
善
寺
の
大
患
」
が
、
作
家
論
的
に
も
作
品
論
的
に
も
、
小
説
家
夏
目
漱
石
と
そ
の
創
作
活
動
に
と
っ
て
一
つ
の
中
仕
切
り
的

な
意
味
を
持
つ
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
の
見
方
は
、
大
方
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
大
吐
血
と
そ
れ
に
つ
づ
く
三
十
分

間
に
わ
た
る
人
事
不
省
の
〃
死
″
の
体
験
が
、
漱
石
自
身
の
そ
れ
以
後
の
文
学
的
営
為
と
そ
の
後
半
期
全
作
品
に
と
っ
て
、
如
何
な
る
意
味
が

あ
っ
た
か
の
分
析
と
解
釈
に
至
っ
て
は
、
諸
家
の
見
解
は
か
な
ら
ず
し
も
一
様
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

漱
石
文
学
、
或
い
は
そ
の
芸
術
の
発
展
的
相
貌
を
全
体
的
に
尋
求
す
る
と
き
、
最
晩
期
の
蹴
石
の
境
地
を
示
す
と
言
わ
れ
る
所
謂
「
則
天
去

（
一
）

私
」
の
問
題
を
如
何
に
判
断
し
取
扱
う
か
は
、
そ
れ
自
体
漱
石
論
の
本
質
に
係
わ
る
事
柄
と
言
え
よ
う
。
況
ん
や
、
漱
石
自
ら
が
そ
の
修
善
寺

大
吐
血
の
体
験
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
自
ら
の
人
生
観
・
芸
術
観
上
の
前
後
裁
断
的
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
事
実
を
、
そ
の
病
後
第
一
作

夏
目
漱
石
と
胃
病
の
因
縁
、
或
い
は
作
家
漱
石
に
生
涯
に
一
日
一
っ
て
着
き
纒
い
悩
ま
せ
続
け
た
あ
げ
く
、
つ
い
に
彼
を
死
の
淵
に
ま
で
突
き
落

さ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
そ
の
持
病
の
胃
潰
瘍
は
、
漱
石
自
身
の
文
学
活
動
と
そ
の
作
品
構
成
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る

に
問
い
続
け
た
そ
の
光
り
煙
く
十
星
霜
の
文
運
は
、
同
時
に
ま
た
彼
自
ら
の
そ
の
衷
な
る
死
病
と
の
、
涯
し
な
い
苦
闘
に
明
け
暮
れ
た
、
暗
然

ゲ
シ
ッ
ク

た
る
病
苦
の
歴
運
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

最
晩
期
の
夏
目
獄
石
が
、
周
知
の
自
伝
的
小
説
『
道
草
』
完
結
後
半
歳
に
し
て
、
ふ
た
た
び
起
筆
し
た
そ
の
未
完
の
大
作
『
明
暗
』
を
、
遂

に
一
八
八
回
を
限
り
と
し
て
永
久
に
書
き
止
し
た
ま
ま
、
五
十
歳
を
一
期
に
宿
病
の
胃
潰
瘍
に
搾
れ
た
と
言
う
事
実
は
、
そ
の
意
味
に
お
い
て

真
に
壮
絶
に
し
て
象
徴
的
な
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
と
く
に
所
謂
「
修
善
寺
の
大
患
」
と
そ
れ
に
呼
応
す
る
名
品
『
思
い
出
す
事
な
ど
』
を
中
心
に
珈
か
の
小
考
を
試
承

る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

の
か
。

一 ■
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そ
の
一
つ
は
、
修
善
寺
大
吐
血
と
「
則
天
去
私
」
の
関
係
を
発
展
的
位
相
に
お
い
て
肯
定
的
に
見
る
立
場
か
ら
の
立
論
で
あ
り
、
他
の
一
つ

は
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
所
説
を
謂
わ
ぱ
漱
石
レ
ゲ
ン
デ
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
本
来
無
意
味
と
す
る
否
定
的
立
場
か
ら
の
所
論
の
二
方
向

（
一
一
）
（
二
一
）

の
対
立
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
前
者
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
一
応
、
小
宮
豊
隆
か
唐
木
順
三
ら
が
、
後

（
四
）
（
五
）

者
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
正
宗
白
鳥
、
江
藤
淳
ら
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
率
直
に
言
っ
て
、
斯
る
詳
論
に
所
謂
「
文
芸
評
論
」
以
上
の
何
程
の
意
義
が
あ
る
の
か
。
本
来
、
激
石
文
学
の
本
義
は
文
芸
の
た
め

の
文
芸
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
世
界
を
如
何
に
観
、
（
中
略
）
、
人
生
を
如
何
に
解
す
べ
き
か
の
問
題
」
（
中
根
重
一
宛
書
簡
、
明
．
三
五
・
三
・
一

付
）
に
始
ま
り
、
「
倫
理
的
に
し
て
始
め
て
藝
術
的
な
り
。
真
に
藝
術
的
な
る
も
の
は
必
ず
倫
理
的
な
り
」
（
「
日
記
」
、
大
・
五
・
五
・
末
）
の
文
芸
哲

学
の
実
現
を
射
程
と
す
る
、
謂
わ
ぱ
芸
術
と
倫
理
、
文
芸
と
道
と
の
統
合
の
可
能
性
を
躬
を
以
て
追
尋
し
続
け
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
従
っ
て

激
石
文
学
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
単
に
そ
の
作
品
形
象
の
芸
術
的
価
値
を
問
う
こ
と
に
も
益
し
て
、
人
生
の
第
一
義
を
追
求
す
る
文
学
と
は

何
か
を
生
涯
の
課
題
と
し
続
け
た
、
そ
の
作
家
的
姿
勢
と
そ
の
た
め
に
心
血
を
注
い
で
煩
む
こ
と
の
な
か
っ
た
漱
石
の
、
そ
の
問
い
の
重
さ
と

誠
実
さ
へ
の
同
感
と
評
価
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
思
い
出
す
事
な
ど
』
で
素
直
に
認
め
て
い
る
以
上
、
そ
の
修
善
寺
大
吐
血
と
「
則
天
去
私
」
と
の
関
係
を
、
単
に
通
時
的
・
偶
然
的
な
も
の

と
し
て
一
笑
視
す
る
か
、
逆
に
共
時
的
・
統
合
的
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
重
視
す
る
か
は
、
一
層
に
重
大
な
問
題
性
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

斯
く
て
、
漱
石
論
の
主
題
が
直
接
「
則
天
去
私
」
問
題
と
係
わ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
も
、
そ
の
文
脈
上
「
修
善
寺
の
大
患
」
を
全
体
的
に

如
何
に
位
置
付
け
る
か
の
問
題
性
は
、
論
者
の
最
も
避
け
難
い
関
心
事
た
ら
ざ
る
を
得
ず
、
必
然
的
に
ま
た
そ
の
点
へ
の
見
解
の
差
違
が
、
結

果
的
に
幾
多
の
漱
石
論
の
対
立
点
と
も
な
ら
ず
に
は
い
な
い
と
し
て
も
道
理
と
言
え
よ
う
。
と
は
言
え
、
こ
こ
で
そ
れ
ら
諸
家
の
靜
点
の
解
説

と
批
評
に
立
入
る
心
算
は
な
い
し
、
ま
た
今
は
そ
の
時
で
も
な
い
。
然
し
ま
た
諸
家
見
解
の
不
一
致
点
の
概
要
の
指
摘
も
、
こ
の
行
論
上
の
最

少
限
度
の
責
任
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
い
ま
そ
れ
を
敢
て
言
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
既
存
の
代
表
的
見
解
に
対
す
る
図
式
的
な
整

理
と
分
類
と
な
ろ
う
。
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。
く
い

打
ち
込
む
杭
の
響
か
な
（
ル
ビ
、
マ
ご

明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
○
）
八
月
二
十
四
日
二
十
時
三
十
分
、
漱
石
は
当
時
転
地
療
養
先
の
伊
豆
修
善
寺
温
泉
で
、
胃
潰
瘍
の
た
め
に
五
○

○
グ
ラ
ム
（
八
○
○
グ
ラ
ム
と
も
）
の
大
吐
血
と
、
三
十
分
間
の
人
事
不
省
に
陥
っ
た
。
し
か
し
倖
に
も
そ
の
危
機
的
状
況
か
ら
辛
う
じ
て
脱

却
し
て
、
そ
の
旬
日
後
の
病
床
中
に
こ
の
一
句
を
得
た
。
何
と
言
う
清
澄
閑
遼
の
境
地
で
あ
ろ
う
か
。

ば
か
り
ふ
と

』
た

く
い

こ
れ
は
生
き
返
っ
て
か
ら
約
十
日
許
し
て
不
図
出
来
た
句
で
あ
る
。
澄
み
渡
る
秋
の
空
、
広
き
江
、
遠
く
よ
り
す
る
杭
の
ひ
び
き
、
こ

じ
そ
う

か
す

こ
う
べ
そ
ら
い

の
三
つ
の
事
相
に
相
応
し
た
よ
う
な
情
調
が
、
当
時
絶
え
ず
わ
が
微
か
な
る
頭
の
中
を
祖
擁
し
た
事
は
未
だ
に
よ
く
覚
え
て
い
る
。
（
ル
ビ
、

と
も
あ
れ
、
一
旦
死
の
淵
を
か
い
潜
り
再
び
生
の
岸
に
這
い
上
っ
た
程
の
人
間
が
、
余
程
の
鈍
漢
呑
気
坊
な
ら
ざ
る
限
り
、
そ
れ
以
後
の
己

あ
り
よ
う

れ
の
人
生
観
に
何
ら
か
の
変
化
を
来
た
し
、
以
後
の
人
生
の
有
様
に
然
る
べ
き
影
響
を
示
さ
な
い
と
言
う
事
態
は
稀
れ
で
あ
ろ
う
。
況
ん
や
そ

の
当
体
が
夏
目
漱
石
と
言
う
稀
代
の
大
頭
脳
の
場
合
に
お
い
て
お
や
で
あ
る
。
従
っ
て
論
者
が
そ
の
漱
石
論
の
構
成
に
お
い
て
、
修
善
寺
大
患

と
そ
れ
以
後
の
漱
石
の
人
生
観
・
文
芸
観
と
の
結
合
関
係
の
当
否
い
ず
れ
か
に
力
点
を
お
く
と
し
て
も
、
そ
れ
は
正
に
語
の
最
も
正
確
な
意
味

で
文
章
構
成
上
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
以
外
で
は
な
い
。
畢
寛
、
問
わ
れ
る
べ
き
事
柄
は
、
論
者
の
激
石
論
が
そ
の
問
題
性
を
も
包
含
し
て
、

全
体
的
に
主
題
追
尋
の
た
め
の
論
理
と
弁
証
を
、
首
尾
如
何
に
構
築
し
展
開
し
得
る
か
で
あ
ろ
う
。

漱
石
と
そ
の
文
学
に
と
っ
て
、
修
善
寺
大
患
に
象
徴
さ
れ
る
胃
の
宿
洞
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
。
次
に
小
論
の
骨
子
が
示
さ
れ
ね
ば
な

ら
洋
峰
い
。

（
一
ユ
）

漱
石
自
身
、
後
日
そ
の
『
思
い
出
す
事
な
ど
』
の
中
で
、
こ
う
書
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
程
の
静
説
な
貴
い
境
地
で
あ
っ
た
。

マ
マ
）

必
へ

秋
の
江
に
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実
際
に
、
漱
石
は
そ
の
執
筆
を
始
め
て
か
ら
一
ヵ
月
も
経
つ
か
経
た
な
い
う
ち
に
、
（
『
門
』
の
起
稿
は
一
般
に
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
○
）

（
一
ハ
）

の
「
二
月
下
旬
」
と
見
ら
れ
て
い
る
）
、
早
く
も
同
年
三
月
二
十
九
日
付
の
手
紙
で
鈴
木
三
重
吉
に
宛
て
て
、
「
小
生
は
冑
の
加
減
わ
る
く
、
気

に
任
せ
て
長
く
筆
を
執
る
と
疲
労
す
る
故
、
大
抵
毎
日
一
回
位
で
胡
魔
化
し
居
り
候
」
と
認
め
た
。
ま
た
同
年
五
月
十
一
日
付
の
皆
川
正
禧
宛

マ
マ

書
簡
で
は
、
「
近
頃
、
身
体
の
具
合
あ
し
く
書
く
の
が
退
儀
に
て
困
り
候
。
早
く
片
付
け
て
休
養
致
し
度
、
今
度
は
或
い
は
胄
腸
病
院
に
で
も

入
っ
て
、
充
分
療
治
せ
ん
か
と
存
じ
候
。
四
十
を
越
す
と
元
気
が
な
く
な
り
申
し
候
」
と
も
書
き
送
っ
て
い
る
。

（
七
）

従
っ
て
、
例
え
ば
『
門
」
の
出
来
栄
え
に
若
し
全
体
的
に
思
想
的
矛
盾
や
不
自
然
さ
が
感
ぜ
ら
れ
、
「
形
象
と
し
て
藝
術
的
統
一
が
な
い
」

（
八
）

と
云
う
よ
う
な
指
摘
通
り
の
難
点
が
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
も
ま
た
多
分
に
、
謂
わ
ぱ
「
当
時
の
漱
石
の
健
康
状
態
か
ら
来
た
」
止
む
を

得
な
い
制
限
、
と
理
解
す
べ
き
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

マ
マ

い
づ
れ
に
せ
よ
、
『
門
』
執
筆
時
の
漱
石
が
た
と
い
心
を
許
し
た
年
来
の
知
友
へ
の
私
信
に
お
い
て
と
は
言
い
な
が
ら
、
「
書
く
の
が
退
儀
」

で
あ
る
と
か
「
早
く
片
付
け
て
休
養
い
た
し
度
し
」
な
ど
と
漏
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
言
う
事
実
は
、
ま
こ
と
に
異
常
と
言
う
べ
き
で
あ
る

ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

う
◎

漱
石
ほ
ど
に
そ
の
人
生
態
度
と
作
風
に
お
い
て
、
常
に
一
貫
し
て
真
蟄
周
倒
、
堅
実
克
己
で
あ
り
続
け
た
芸
文
操
肌
の
達
人
が
、
「
長
く
筆

を
執
る
と
疲
労
す
る
故
、
大
抵
毎
日
一
回
位
で
胡
魔
化
し
居
り
候
」
と
、
そ
の
心
底
を
吐
露
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
裏
面
に
は
、
明
ら
か
に
彼

自
身
が
当
時
す
で
に
自
己
の
胃
袋
の
唯
な
ら
ぬ
気
配
を
、
あ
り
あ
り
と
察
知
し
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

漱
石
は
そ
の
所
謂
前
期
の
ト
リ
ロ
ギ
ー
を
『
三
四
郎
』
（
明
．
四
一
・
一
九
○
八
・
九
’
一
二
）
、
『
そ
れ
か
ら
』
（
明
．
四
二
・
一
九
○
九
・
六
’
一
○
）
と

一
先
ず
順
調
に
書
き
上
げ
た
あ
と
、
三
作
目
の
「
門
』
（
明
．
四
三
・
一
九
一
○
・
三
’
六
）
に
取
り
掛
っ
て
か
ら
は
、
終
始
、
胃
の
不
快
感
に
苦
し
ま

一
一
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漱
石
は
既
述
の
よ
う
に
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
○
）
八
月
二
十
四
日
の
晩
、
五
○
○
グ
ラ
ム
余
の
大
吐
血
に
伴
う
三
十
分
間
の
死
に
陥
っ

た
が
奇
跡
的
に
蘇
生
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
年
の
仲
秋
（
十
月
十
一
日
）
に
担
架
の
ま
ま
汽
車
に
乗
せ
ら
れ
て
帰
京
し
、
直
ち
に
（
去
る
七
月
三

十
一
日
に
退
院
し
て
、
八
月
六
日
修
善
寺
湯
治
行
に
出
発
し
た
は
ず
の
）
、
内
幸
町
の
長
与
胃
腸
病
院
に
再
入
院
し
た
。
彼
は
そ
の
ま
ま
そ
こ

で
越
年
し
て
、
漸
く
翌
年
の
早
春
（
明
治
四
十
四
年
．
一
九
二
・
二
月
二
十
二
日
）
に
退
院
、
殆
ん
ど
八
ヵ
月
ぶ
り
に
自
宅
に
戻
っ
た
。

ほ
ぼ
ひ
と
つ
き
ひ
か
ず

爾
来
、
漱
石
は
殆
ん
ど
毎
年
の
よ
う
に
胃
潰
瘍
の
再
発
に
悩
ま
さ
れ
続
け
た
。
そ
し
て
そ
の
都
度
、
「
略
々
一
月
の
日
数
を
潰
し
て
」
（
『
硝

子
戸
の
中
』
・
一
三
、
ル
ビ
も
）
静
養
す
る
か
、
或
い
は
病
床
生
活
の
繰
返
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
し
て
自
ら
の
そ
の
重
苦
し
い
胃
の
痛
み
の
奥

き
ゅ
う
じ
ん

い
つ
き

底
に
、
「
大
患
」
時
の
あ
の
九
死
一
生
の
懐
然
た
る
、
し
か
し
ま
た
「
九
偲
に
失
っ
た
生
命
を
一
賛
に
取
り
留
め
た
」
（
『
思
い
出
す
事
な
ど
』
・
二
、

一
、
ル
ビ
も
）
体
験
を
、
ひ
と
り
榮
然
と
噛
桑
し
め
る
の
み
で
あ
っ
た
。

あ
の
晩
「
強
い
て
寝
返
り
を
打
と
う
と
し
て
」
身
を
動
か
し
か
け
た
自
分
と
、
フ
ト
気
が
付
い
て
「
枕
元
の
金
盟
の
中
に
鮮
血
を
認
め
た
自

た
し
か
に
漱
石
は
よ
く
そ
の
私
信
の
中
で
、
自
分
の
執
筆
中
の
作
品
に
触
れ
な
が
ら
、
「
は
や
く
切
り
上
げ
て
遊
び
に
で
も
参
り
度
く
存
候

で
マヘ

ど
も
、
因
果
に
て
如
何
と
も
致
し
が
た
く
弱
り
切
り
候
」
（
大
谷
正
信
宛
書
簡
、
明
．
四
○
・
七
・
二
九
付
）
と
言
う
よ
う
な
書
方
を
し
た
。
ま
た
そ

の
よ
う
な
表
現
を
通
し
て
、
却
っ
て
そ
の
日
々
の
「
藝
術
的
な
労
力
」
（
和
汁
菅
郎
宛
書
簡
、
大
・
五
・
八
・
五
付
）
に
対
す
る
深
い
自
信
と
肯
定
の
程

を
自
他
に
示
し
た
。
だ
が
こ
の
場
合
は
明
ら
か
に
、
そ
れ
ら
と
は
別
種
の
重
い
切
迫
感
が
脹
っ
て
い
る
。マ

マ

疑
い
も
な
く
そ
の
と
き
漱
石
は
、
自
ら
の
肉
体
の
深
部
で
起
り
つ
つ
あ
る
、
「
四
肢
必
ず
し
も
吾
意
思
の
欲
す
る
所
に
從
わ
ず
」
（
「
人
生
」
）
と

言
う
無
気
味
さ
を
痛
切
に
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
敢
て
、
「
四
十
を
越
す
と
元
気
が
な
く
な
り
申
し
候
」
と
言
う
風
な
挨
拶
を
以

て
そ
の
場
を
取
り
繕
わ
ず
に
も
居
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
逆
に
そ
の
よ
う
な
通
常
の
辞
宜
の
蔭
で
、
そ
の
碑
の
入
り
か
け
た
わ
が
身
を
必
死

に
引
き
起
し
引
き
据
え
な
が
ら
、
只
管
、
義
務
（
新
聞
社
と
読
者
へ
の
）
の
遂
行
を
目
指
し
て
自
分
自
身
を
鞭
打
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

三
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し
ょ
う
じ
み
よ
う
あ
ん

「
修
善
寺
の
大
患
」
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
真
に
漱
石
自
身
が
躬
を
以
っ
て
潜
り
抜
け
た
生
死
・
明
暗
の
ど
ん
で
ん
返
し
の
関
門
で
あ
り
、

明
ら
か
に
漱
石
文
学
は
そ
の
「
大
患
」
を
境
と
し
て
、
そ
れ
迄
の
「
生
」
に
照
し
出
さ
れ
た
浪
漫
的
「
主
我
」
の
探
求
の
文
学
か
ら
、
逆
に

「
死
」
を
そ
の
「
深
い
背
景
」
（
「
模
倣
と
独
立
」
）
と
す
る
、
深
刻
苛
烈
な
人
間
的
「
自
我
」
の
検
証
の
文
学
へ
と
大
き
く
変
貌
を
と
げ
た
。

じ
げ
ん
し
ょ
う
じ

「
大
患
」
と
そ
れ
に
呼
応
す
る
『
思
い
出
す
事
な
ど
』
で
示
現
さ
れ
た
、
一
種
の
清
澄
超
脱
の
心
境
吐
露
は
、
斯
く
て
期
せ
ず
し
て
生
死
・

ぷ
よ
う
あ
ん

明
暗
の
二
界
を
横
切
っ
た
撤
石
自
身
の
未
曽
有
の
経
験
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
躬
ず
か
ら
の
人
生
に
対
す
る
稀
有
の
中
仕
切
り
と
な
っ

て
、
ま
さ
に
「
省
悟
透
徹
」
（
伊
豆
修
善
寺
公
園
・
「
夏
目
漱
石
詩
碑
」
銘
文
）
の
表
白
と
も
な
り
得
た
と
し
て
も
実
に
道
理
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

漱
石
は
、
事
実
そ
の
半
時
間
余
に
お
よ
ぶ
生
・
死
の
坊
僅
か
ら
辛
う
じ
て
生
き
返
え
り
、
自
分
を
介
抱
し
続
け
て
く
れ
た
妻
君
や
医
師
や
看

護
婦
や
知
友
た
ち
の
、
暖
か
い
美
し
い
親
切
と
貴
い
好
意
を
改
め
て
判
然
と
覚
知
し
た
瞬
間
、
蘇
生
以
前
の
自
分
が
そ
れ
ま
で
感
ず
る
こ
と
の

な
か
っ
た
、
全
く
新
鮮
な
人
生
が
忽
ち
自
分
の
眼
前
に
活
き
活
き
と
展
開
し
て
行
く
の
を
実
感
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
の
清
食
し
い
歓
び
と

感
激
を
次
の
よ
う
に
率
直
に
表
現
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

い
ち
ぶ
す
き

分
」
と
は
、
全
く
．
分
の
隙
も
な
く
連
続
し
て
い
る
と
の
み
信
じ
て
い
た
」
（
『
思
い
出
す
事
な
ど
』
・
一
五
、
ル
ビ
も
）
。
し
か
し
実
際
に
は
、
そ
の

間
に
半
時
間
余
に
わ
た
る
「
人
生
の
中
断
」
が
あ
り
、
自
分
が
慌
し
く
「
生
」
か
ら
「
死
」
へ
、
そ
し
て
ふ
た
た
び
「
死
」
か
ら
「
生
」
へ
と

お
う
げ
ん

往
還
を
重
ね
た
の
だ
と
言
う
事
実
は
、
「
經
験
的
事
実
と
し
て
は
全
く
自
分
に
存
在
し
な
か
っ
た
」
に
も
拘
わ
ら
ず
否
定
し
難
い
事
実
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
ま
た
日
常
茶
飯
事
の
な
か
で
、
「
生
」
と
「
死
」
が
斯
く
も
平
然
と
表
裏
し
な
が
ら
、
「
死
」
が
つ
ね
に
わ
が
身
を
平
然
と
襲
い
、

決
定
的
に
支
配
し
よ
う
と
狙
っ
て
い
る
と
言
う
事
実
の
、
疑
い
得
な
い
嚴
粛
さ
、
或
い
は
人
間
の
「
生
」
の
果
敢
さ
脆
さ
を
改
め
て
思
い
知

ば
か

り
、
「
た
だ
寒
く
な
る
許
り
」
（
『
思
い
出
す
事
な
ど
』
・
一
五
、
ル
ビ
も
）
で
あ
っ
た
。

斯
く
て
漱
石
は
、
「
大
患
」
以
後
確
実
に
緯
の
入
っ
た
自
分
の
全
身
に
、
容
赦
な
く
喰
い
込
み
抜
き
難
い
死
病
と
化
し
て
了
っ
た
そ
の
胃
潰

瘍
の
苦
痛
を
と
お
し
て
、
自
分
に
残
さ
れ
た
人
生
が
年
々
死
に
向
っ
て
間
違
い
な
く
一
歩
一
歩
接
近
し
つ
上
あ
る
事
実
を
、
改
め
て
判
然
と
認

識
す
る
。
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漱
石
の
深
奥
に
「
生
き
還
っ
た
心
」
は
、
想
う
に
そ
の
後
二
つ
の
方
向
性
を
そ
の
人
と
文
学
に
、
改
め
て
一
段
と
鮮
明
に
招
来
せ
ず
に
は
い

な
か
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
漱
石
自
身
の
内
面
に
お
け
る
、
以
前
に
も
ま
し
た
敬
天
省
吾
の
観
念
の
熟
成
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
人
間
は
す
べ
か

か
い
ち
よ
く

ら
く
天
に
法
っ
て
自
己
の
我
執
を
「
戒
筋
」
（
『
明
暗
』
・
一
六
七
、
ル
ビ
も
）
す
べ
き
で
あ
る
と
の
、
本
来
の
倫
理
感
を
所
依
と
す
る
人
生
の
哲
学
の

確
立
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
漱
石
は
「
大
患
」
を
契
機
に
、
「
天
」
の
秩
序
と
「
人
間
」
の
我
欲
の
相
克
乖
離
の
一
大
焦
点
と
し
て
、
常
時

照
し
出
さ
れ
ず
に
は
い
な
い
現
実
的
自
己
の
正
視
と
、
そ
の
境
位
に
立
脚
す
る
只
管
な
る
求
道
と
形
象
の
二
点
こ
そ
、
生
き
還
っ
た
自
分
に
対

す
る
天
与
の
課
題
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
、
明
確
に
自
覚
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

湫
石
は
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
○
）
九
月
二
十
九
日
、
あ
の
「
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
二
十
四
日
の
出
来
事
」
（
『
思
い
出
す
事
な
ど
』
・
九
）
か
ら
漸
く

一
ヵ
月
余
を
経
た
後
の
枕
頭
の
「
日
記
」
に
、
有
名
な
次
の
五
言
律
詩
を
書
き
込
ん
で
い
る
。

と
う
た

さ

い
そ
が

て
ま

四
十
を
越
え
た
男
、
自
然
に
淘
汰
せ
ら
れ
ん
と
し
た
男
、
左
し
た
る
過
去
を
持
た
ぬ
男
に
、
忙
し
い
世
が
是
程
の
手
間
と
時
間
と
親
切

や
ま
い
や
ま
い

を
掛
け
て
く
れ
よ
う
と
は
夢
に
も
待
設
け
な
か
っ
た
余
は
、
病
に
生
き
還
る
と
共
に
心
に
も
生
き
還
っ
た
。
余
は
病
に
謝
し
た
。
ま
た
余

て
ま

の
た
め
に
、
是
程
の
手
間
と
時
間
と
親
切
と
を
惜
し
ま
ざ
る
人
☆
に
謝
し
た
。
そ
う
し
て
、
願
わ
く
ぱ
善
良
な
人
間
に
な
り
た
い
と
考
え

た
。
（
『
思
い
出
す
事
な
ど
』
・
一
九
、
ル
ビ
も
）

だ
と
す
れ
ば
、
漱
石
が
そ
の
時
「
病
に
生
き
還
る
と
共
に
心
に
も
生
き
還
っ
た
」
と
書
い
た
、
そ
の
彼
自
身
の
内
奥
に
清
を
し
く
「
生
き
還

っ
た
心
」
の
中
味
と
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
ま
た
漱
石
は
、
そ
れ
以
後
そ
の
「
こ
こ
ろ
」
を
ど
う
持
ち
続
け
ま
た
持
ち
続

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
半
の
自
我
探
究
の
文
学
に
如
何
な
る
影
と
響
き
を
落
さ
ず
に
は
居
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
そ
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
小
論
を
閉
じ
た
い
。

四

仰
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大
空
雲
不
動

終
日
杳
相
同
（
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
）

も
っ
と
も
こ
の
第
二
句
が
、
そ
の
後
の
『
思
い
出
す
事
な
ど
」
・
第
二
十
章
で
は
「
黙
然
見
大
空
」
と
な
り
、
更
に
後
日
、
激
石
の
「
修
善

寺
の
大
患
」
を
記
念
し
て
、
当
地
の
修
善
寺
公
園
の
一
角
に
建
立
さ
れ
た
詩
碑
・
「
狩
野
亨
吉
識
・
菅
虎
雄
書
」
塁
者
は
そ
れ
を
昭
和
五
十
九
年
」
一

、
、
、

九
八
四
・
三
月
二
十
五
日
、
現
地
に
見
学
、
撮
影
し
た
）
で
は
さ
ら
に
「
黙
然
君
大
空
」
と
な
っ
て
い
る
事
実
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

大
吐
血
後
の
絶
対
安
静
の
病
躯
を
終
日
床
上
に
横
た
え
た
ま
ま
、
病
室
の
窓
越
し
に
広
が
る
曠
莊
た
る
蒼
弩
と
向
い
合
う
漱
石
の
心
の
位
相

、

、

、

が
、
秋
天
の
雲
遊
の
ま
に
ま
に
「
対
大
空
」
、
「
見
大
空
」
、
「
着
大
空
」
へ
と
素
直
な
変
遷
を
た
ど
る
。
そ
し
て
何
時
し
か
そ
の
遙
か
な
る
片
雲

の
心
と
一
体
と
な
る
。
わ
が
心
の
そ
の
よ
う
な
大
ら
か
な
遷
ろ
い
を
、
そ
の
ま
ま
に
射
止
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
漱
石
の
胸
懐
に
は
、
そ

の
と
き
単
に
一
宇
一
句
を
も
筍
且
に
し
難
い
文
人
の
執
念
が
あ
っ
た
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
事
実
（
修
善
寺
五
言
律
詩
の
度
重
な
る
推

敲
）
自
体
、
た
し
か
に
「
人
よ
り
も
空
、
語
よ
り
も
黙
」
（
『
思
い
出
す
事
な
ど
』
・
一
面
）
に
生
き
還
っ
た
、
「
漱
石
ノ
思
想
ノ
転
向
躍
進
」
（
「
修
善
寺
・

夏
目
鰍
石
詩
碑
」
・
前
出
）
の
瞭
然
た
る
一
証
明
と
も
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
偶
食
病
に
よ
っ
て
と
は
言
へ
、
我
見
饒
舌
、
生
計
塵
労
の
そ
の
日
常
性
か
ら
、
改
め
て
「
如
唖
黙
然
」
の
境
地
に
誘
わ
れ
、
期
せ
ず

だ
い
く
う
し
よ
う
け
ん

し
て
杳
と
し
て
「
終
日
雲
不
動
」
な
る
大
空
と
相
見
す
る
こ
と
を
得
た
漱
石
の
そ
の
感
動
の
意
味
は
、
い
ま
極
め
て
重
大
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
少
く
と
も
そ
れ
は
、
単
に
病
に
生
き
還
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
心
に
生
き
還
っ
た
」
一
人
の
作
家
あ
る
い
は
思
想
家
の
、
そ
れ
以
後
の
人
生

と
芸
術
の
行
方
を
予
兆
し
て
余
り
有
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
般
に
我
見
饒
舌
の
知
議
人
は
却
っ
て
「
如
唖
黙
然
」

ぎ
よ
う
じ

底
に
向
け
て
、
不
断
に
自
己
革
命
を
行
持
す
べ
き
こ
と
、
或
い
は
人
は
誰
で
も
そ
の
生
計
塵
労
の
日
常
性
を
、
つ
ね
に
杳
と
し
て
「
終
日
雲
不

り
ょ
う
げ

動
」
な
る
「
大
空
」
に
照
し
出
し
省
み
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
漱
石
は
そ
の
間
に
自
得
領
解
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
見
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

、
、
、

黙
然
対
大
空
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斯
く
て
、
後
期
ト
リ
ロ
ギ
ー
・
第
一
作
の
『
彼
岸
過
迄
』
・
「
須
永
」
は
、
「
自
我
」
の
表
現
と
し
て
の
愛
の
欲
望
を
、
最
初
か
ら
鮮
明
に
自

覚
的
な
も
の
と
し
て
自
ら
の
深
部
に
赫
然
と
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
却
っ
て
、
つ
ね
に
そ
の
露
な
表
白
を
「
恐
れ
る
男
」

（
『
彼
岸
過
迄
』
・
「
須
永
の
話
」
・
一
二
）
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

知
識
人
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
己
の
衷
な
る
霊
・
肉
の
背
反
の
自
覚
と
そ
れ
に
由
来
す
る
「
倶
れ
」
は
、
『
行
人
』
・
コ
郎
」
で
は
更
に
、

そ
の
我
執
の
「
愛
」
に
お
け
る
「
ハ
ー
ト
」
（
情
念
）
と
「
ヘ
ッ
ド
」
（
理
知
）
の
相
克
・
不
整
合
へ
の
絶
望
的
な
倶
れ
と
な
り
、
逆
に
そ
の
深

刻
極
ま
る
内
面
的
亀
裂
の
防
衛
の
た
め
の
限
り
な
く
高
踏
的
な
自
我
の
緊
張
、
或
い
は
そ
の
必
然
的
な
帰
結
と
し
て
の
底
知
れ
ぬ
孤
独
感
．

人
生
の
玄
機
を
躬
を
以
て
透
脱
し
、
「
黙
然
対
大
空
」
の
境
地
を
領
有
し
た
漱
石
は
、
や
が
て
そ
の
一
年
半
の
療
養
生
活
を
敢
て
切
り
上
げ

す
す

て
、
再
び
そ
の
「
自
ら
の
血
を
暖
っ
て
猛
烈
に
働
く
」
（
『
道
草
』
・
一
○
一
、
ル
ビ
も
）
た
め
に
立
ち
上
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
後
期
三
部
作
『
彼
岸
過
迄
』

（
明
．
四
五
・
一
九
二
・
一
・
二
’
四
・
二
九
）
、
『
行
人
』
（
大
．
元
・
一
九
一
二
・
一
二
・
六
’
二
・
二
・
一
五
）
、
『
こ
こ
ろ
』
（
大
．
三
・
一
九
一
四
・
四
・
二
○
’

八
・
二
）
へ
の
文
学
的
戦
闘
の
開
始
で
あ
り
、
そ
の
相
次
ぐ
芸
術
的
な
成
果
が
そ
れ
で
あ
る
。
近
代
日
本
に
お
け
る
「
自
我
」
の
精
神
史
を
、

謂
わ
ぱ
「
愛
」
の
発
展
史
の
視
座
か
ら
捕
足
し
直
し
形
象
し
続
け
た
漱
石
（
或
は
漱
石
文
学
）
に
と
っ
て
、
つ
ね
に
「
愛
」
は
「
自
我
」
（
我

執
）
の
認
識
根
拠
で
あ
り
、
逆
に
後
者
は
前
者
の
存
在
根
拠
に
外
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
終
始
明
確
に
主
題
化
さ
れ
た
。
「
愛
」
は
本
質
的
に

「
我
執
」
（
罪
）
へ
の
傾
動
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
の
認
識
で
あ
る
。

ア
ソ
コ
ン
シ
ヤ
ス

自
我
（
或
は
我
執
）
の
表
現
と
し
て
の
「
愛
」
の
発
動
は
、
前
期
三
部
作
・
第
一
作
で
は
、
『
三
四
郎
』
に
お
け
る
「
無
意
識
な
も
の
」
（
『
三

四
郎
』
・
解
説
、
ル
ビ
も
）
か
ら
の
出
発
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
然
し
そ
れ
は
や
が
て
『
そ
れ
か
ら
』
・
「
代
助
」
に
至
っ
て
、
そ
の
「
自
然
の

愛
」
（
『
そ
れ
か
ら
』
・
三
）
を
貫
ぬ
く
決
然
た
る
意
志
に
ま
で
発
展
し
、
つ
い
に
は
『
門
』
・
「
宗
助
」
の
「
自
然
の
愛
」
の
濃
密
な
享
受
と
、
逆

に
「
世
間
の
徒
」
（
『
そ
れ
か
ら
』
・
一
六
）
に
よ
る
冷
酷
な
制
裁
と
の
不
整
合
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
従
っ
て
前
期
三
部
作
の
終
結
は
、
同

時
に
ま
た
よ
り
思
想
的
な
統
一
性
と
芸
術
的
な
整
合
性
を
内
容
と
す
る
、
後
期
三
部
作
へ
の
静
か
に
し
て
強
靱
な
始
動
と
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
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国
易
画
日
詩
昌
旨
日
①
旨
の
国
の
冒
旦
国
易
胃
具
凰
兵
（
『
行
人
』
・
「
塵
労
」
・
三
六
）
へ
の
地
獄
道
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
遂
に
こ
の
よ
う
な
、

知
識
人
に
お
け
る
「
我
執
一
そ
の
も
の
と
し
て
の
「
愛
」
の
情
炎
が
、
『
こ
こ
ろ
」
・
「
先
生
」
の
「
お
嬢
さ
ん
を
専
有
し
た
い
強
烈
な
一
念
」

（
『
こ
こ
ろ
』
・
「
先
生
と
遺
書
」
・
三
二
）
に
衝
き
動
か
さ
れ
燃
え
上
る
と
き
、
そ
れ
ま
で
辛
う
じ
て
自
己
の
内
部
に
制
禦
し
続
け
た
「
ヘ
ッ
ド
」
と
「
ハ

ー
ト
」
の
二
元
論
的
均
衡
は
忽
ち
破
綻
し
、
「
自
我
」
の
「
愛
」
は
そ
の
本
性
と
し
て
の
「
罪
」
の
深
さ
を
無
残
に
も
暴
露
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

大
吐
血
と
そ
の
死
の
淵
か
ら
の
奇
蹟
的
生
還
を
果
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
漱
石
の
内
部
に
し
み
じ
象
と
「
生
き
還
っ
た
こ
こ
ろ
」
（
『
田
償
出
す
事

な
ど
』
・
一
九
）
は
、
そ
の
「
人
よ
り
も
空
、
語
よ
り
も
黙
」
（
『
田
償
出
す
事
な
ど
』
・
前
出
）
の
清
澄
明
達
な
境
涯
を
領
得
し
え
た
が
故
に
、
却
っ
て
人

の
世
の
人
の
心
の
現
実
を
、
い
っ
そ
う
鮮
明
に
隅
な
く
看
破
し
う
る
能
力
を
も
、
見
事
に
把
握
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き
で
も
あ
る

う
ち

漱
石
文
学
の
棹
尾
の
完
結
作
品
で
あ
り
、
自
伝
的
文
学
の
典
型
と
し
て
の
『
道
草
』
・
「
健
三
」
は
、
斯
く
て
、
自
ら
の
中
な
る
情
念
と
理
知

の
二
元
的
不
整
合
を
、
最
早
や
そ
の
こ
と
自
体
、
本
然
的
自
我
の
実
相
で
あ
り
、
斯
る
統
禦
し
得
ざ
る
人
格
の
所
有
者
と
し
て
の
恥
か
し
い
、

卑
し
い
、
ま
さ
に
世
間
に
対
し
て
「
面
目
を
失
す
る
よ
う
な
自
分
の
欠
点
」
（
『
硝
子
戸
の
中
』
・
三
九
）
へ
の
明
断
な
覚
知
と
、
そ
の
自
照
的
文
学
の

形
象
こ
そ
、
今
後
の
自
分
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
芸
術
的
課
題
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て
覚
悟
す
る
。

お
よ
そ
知
識
人
と
凡
人
と
を
問
わ
ず
、
人
間
は
す
べ
て
こ
の
世
に
持
っ
て
生
れ
た
そ
の
本
然
の
自
我
、
あ
る
い
は
人
間
と
し
て
生
来
宿
命
的

に
負
い
持
っ
て
い
る
、
そ
の
中
な
る
俗
物
性
を
そ
の
ま
ま
に
生
き
る
以
外
に
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
人
間
は
誰
で
も
自
然
と
社
会
の

し
ょ
う
じ

い
ち
に
ん

法
則
の
も
と
に
均
し
く
生
死
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
同
じ
「
人
類
の
一
人
」
（
『
硝
子
戸
の
中
』
・
八
、
ル
ビ
も
）
に
外
な
ら
な
い
、
と
の
透
明

な
観
念
に
行
き
つ
く
。
そ
し
て
こ
の
境
地
か
ら
は
最
早
や
、
未
完
の
大
作
『
明
暗
』
の
、
あ
の
悠
然
た
る
「
成
自
由
」
の
心
境
と
、
そ
れ
に
よ

（
九
）

る
「
近
代
の
作
家
中
最
も
構
成
的
な
、
ま
た
方
法
的
な
小
説
」
世
界
の
形
象
は
至
近
の
距
離
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

士
季
つ
ぎ
』

（
一
○
）

漱
石
の
末
期
の
文
学
と
し
て
の
『
明
暗
』
の
標
題
が
、
『
碧
巌
録
』
・
巻
第
六
・
第
五
十
一
則
・
「
雪
峰
是
什
睡
」
の
「
明
暗
隻
隻
底
時
節
」

し

（
一
一
）

（
傍
点
引
用
者
）
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
一
般
に
い
わ
ゆ
る
「
私
の
百
鬼
夜
行
図
」
と
見
ら
れ

。
○

う
力
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私
は
自
分
の
何
時
か
一
度
は
到
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
死
と
言
う
境
地
に
つ
い
て
常
に
考
え
て
い
る
。
（
中
略
）
死
は
生
よ
り
も
尊

い
、
斯
う
い
う
言
葉
が
近
頃
で
は
絶
え
ず
私
の
胸
に
往
来
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
『
硝
子
戸
の
中
』
◇
八
）

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漱
石
は
そ
の
最
後
の
執
筆
と
な
っ
た
大
作
『
明
暗
』
が
、
漸
く
半
ば
に
差
し
か
か
っ
た
大
正
五
年
（
一
九
一
五
）

の
夏
の
終
り
の
或
る
日
、
久
米
正
雄
、
芥
川
龍
之
介
両
名
宛
の
書
簡
（
大
．
五
・
八
・
二
一
・
付
）
で
、
「
毎
日
百
回
近
く
も
あ
ん
な
事
を
書
い
て
い

る
と
、
大
い
に
俗
了
さ
れ
た
心
地
に
な
り
ま
す
の
で
、
三
、
四
日
前
か
ら
、
午
後
の
日
課
と
し
て
漢
詩
を
作
り
ま
す
」
と
、
ま
た
次
の
よ
う
な

（
生
の
）
戦
い
か

考
え
つ
づ
け
た
。

漱
石
に
と
っ
て
「
修
善
寺
の
大
患
」
は
、
そ
の
人
生
の
真
の
中
仕
切
り
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
そ
の
文
業
に
と
っ
て
も
ま
た
重
大
な
岐
路
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
漱
石
は
明
ら
か
に
、
「
大
患
」
を
境
界
と
し
て
自
ら
の
体
力
の
急
速
な
衰
え
を
痛
感
し
、
そ
の
残
生
が
間
達
な
く

な
ん
ど
き

へ
ん
マ
寺

げ
ん

死
に
向
っ
て
動
き
始
め
て
い
る
こ
と
を
悟
っ
た
。
否
、
「
こ
の
肉
体
は
何
時
ど
ん
な
変
に
合
は
い
と
も
限
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
今
現
に

へ
ん

凸
兆

何
ん
な
変
が
こ
の
肉
体
の
中
に
起
り
つ
Ｌ
あ
る
か
も
知
れ
な
い
」
（
『
明
暗
』
・
二
、
ル
ビ
も
）
と
言
う
倶
れ
を
抱
き
な
が
ら
、
「
疲
れ
て
も
止
め
得
ぬ

け
い
ぜ
ん
ひ
と

（
生
の
）
戦
い
を
持
続
し
な
が
ら
、
榮
然
と
し
て
独
り
」
（
『
思
い
出
す
事
な
ど
』
・
一
九
、
ル
ビ
も
）
自
ら
の
死
、
或
い
は
そ
の
人
生
の
収
束
に
つ
い
て

人
間
夏
目
金
之
助
は
自
ら
の
人
生
の
残
映
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
前
方
に
く
っ
き
り
と
照
し
出
さ
れ
た
自
分
自
身
の
存
在
の
本
質
を
、
或
い

は
「
生
」
か
ら
「
死
」
に
向
っ
て
進
む
以
外
に
な
い
人
間
的
自
我
の
究
極
の
相
（
す
が
た
）
が
、
本
来
如
何
な
る
も
の
で
し
か
な
い
か
を
、
改

め
て
曇
り
な
く
看
て
取
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。

る
『
明
暗
』
の
群
像
と
そ
の
飽
な
き
跳
梁
（
「
津
田
」
、
「
お
延
」
、
「
お
秀
」
、
「
吉
川
夫
人
」
、
「
小
林
」
、
そ
し
て
「
清
子
」
等
の
登
場
と
そ
の
行

状
）
も
ま
た
、
ま
さ
に
南
北
東
西
、
花
紅
柳
緑
の
殊
絶
的
世
界
そ
の
も
の
で
あ
り
、
所
詮
、
作
家
夏
目
滋
石
の
衷
な
る
普
遍
眼
に
よ
っ
て
「
ひ

（
一
一
一
）

ろ
く
見
渡
さ
る
」
（
『
硝
子
戸
の
中
』
・
三
九
）
べ
き
、
そ
の
芸
術
的
世
界
の
中
の
歴
を
た
る
、
「
夜
深
ク
シ
テ
同
ジ
ク
着
ル
千
巌
ノ
雪
」
景
色
に
外
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
訓
読
引
用
者
）
。

漱
石
は
書
い
て
い
る
。
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何
虚
捨
吾
愚

と
み

権
威
も
財
物
も
、
わ
が
身
に
纒
わ
る
外
物
は
す
べ
て
投
げ
棄
て
沸
い
壷
し
た
。
そ
う
で
あ
る
の
に
、
わ
が
衷
な
る
こ
の
我
執
の
心
だ
け
は
、

つ
い
に
何
虎
に
も
打
ち
捨
て
よ
う
は
な
い
の
か
。

せ
い
ち
よ
く

夏
目
滋
石
は
語
の
最
も
純
粋
な
る
意
味
で
、
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
真
に
正
直
誠
実
の
人
生
者
で
あ
っ
た
。
「
成
自
由
」
の
澄
明
静
和
の
心
と

せ
め
ぎ
あ
い

「
何
虚
捨
吾
愚
」
の
暗
重
噺
塊
の
心
と
の
軋
礫
を
、
最
後
ま
で
曳
き
ず
り
続
け
て
、
決
し
て
そ
れ
を
自
他
に
胡
魔
化
す
こ
と
の
な
い
人
間
で
あ

も
、
こ
の
塵
労
に
ま
み
れ
』

で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
よ
う
。

七
言
絶
句
を
披
露
し
て
も
い
る
。

大
正
五
年
（
一
九
一
五
）
十
月
二
十
一
日
、
漱
石
が
そ
の
永
遠
の
死
の
床
に
鍵
れ
伏
す
一
ヵ
月
前
の
五
言
律
詩
は
、
し
か
し
な
が
ら
な
お
次
の

よ
う
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。

石
印
ヲ
撫
磨
シ
テ
自
由
成
ル
（
訓
読
引
用
者
、
ル
ビ
も
）

漱
石
の
最
晩
年
の
位
相
は
実
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
謂
わ
ば
、
自
分
の
人
生
究
極
の
道
は
あ
え
て
深
山
幽
谷
の
仙
境
に
尋
ね
ず
と

、
こ
の
塵
労
に
ま
み
れ
た
世
間
日
常
の
生
活
の
中
に
求
め
れ
ば
足
り
る
。
こ
れ
が
そ
の
人
生
晩
期
の
七
絶
に
表
白
さ
れ
た
作
家
漱
石
の
境
地

元
是
一
城
主

焚
城
行
廣
橋

行
々
長
物
壷

じ
ん
か
ん

人
間
｜
一
住
在
シ
テ
道
情
足
ル

明
暗
〈
隻
隻
ニ
シ
テ
三
万
字

仙
ヲ
尋
ネ
テ
未
ダ
碧
山
二
向

イ
テ
行
カ
ズ

ヘハ1
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っ
た
。
漱
石
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
余
の
神
經
衰
弱
と
狂
気
と
は
命
の
あ
ら
ん
程
永
続
す
べ
し
。
永
続
す
る
以
上
は
幾
多
の
『
猫
』

と
、
幾
多
の
『
溌
虚
集
」
と
、
幾
多
の
『
鶉
籠
』
を
出
版
す
る
の
希
望
を
有
す
る
」
（
『
文
学
論
』
・
序
）
、
と
の
文
学
宣
言
か
ら
そ
の
作
家
活
動
を

開
始
し
た
。
そ
し
て
、
彼
は
と
く
に
そ
の
修
善
寺
の
大
吐
血
を
契
機
と
し
て
正
に
死
に
至
る
ま
で
、
そ
の
「
病
」
と
「
文
学
」
の
統
合
を
、
或

い
は
死
す
べ
き
自
己
と
そ
の
衷
な
る
涯
し
な
き
自
我
と
の
格
闘
の
形
象
化
を
尋
究
し
続
け
て
媚
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て

「
修
善
寺
の
大
患
」
を
透
関
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漱
石
は
真
に
滋
石
そ
の
人
と
な
り
得
た
。

漱
石
に
と
っ
て
、
生
き
る
と
言
う
こ
と
は
う
ち
な
る
不
条
理
を
曳
き
づ
っ
て
夫
之
の
死
に
至
る
こ
と
で
あ
り
、
文
学
的
営
為
と
は
ま
さ
に
そ

の
実
存
的
事
実
そ
の
も
の
の
謂
に
外
な
ら
な
い
。
彼
の
所
謂
「
倫
理
的
に
し
て
始
め
て
藝
術
的
な
り
」
（
前
出
）
と
は
、
真
に
人
生
の
文
学
の
成

就
と
言
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
漱
石
に
お
い
て
こ
そ
実
に
文
は
人
で
あ
る
の
象
な
ら
ず
、
病
も
ま
た
人
な
の
で
あ
る
。

賊本
小
論
は
第
蛇
回
日
本
医
史
学
会
総
会
に
お
け
る
発
表
演
題
「
夏
目
嗽
石
の
胃
病
と
そ
の
文
学
ｌ
修
善
寺
の
大
患
を
中
心
と
し
て
」
（
『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
・

第
三
七
巻
・
第
二
号
、
第
九
二
回
日
本
医
史
学
会
総
会
演
題
抄
録
号
所
収
）
に
、
今
回
新
た
に
加
筆
補
正
し
、
改
め
て
一
篇
の
論
文
と
し
て
首
尾
を
整
え
た
も
の
で
あ
る
。

為
念
一
言
付
記
す
る
。

,－，，－，，－，，－，，－、，－，文
うく＝区ヨ＝一.一

曹曹警曹レー

献松
岡
譲
『
あ
あ
漱
石
山
房
』
・
「
則
天
去
私
の
こ
と
」
、
昭
・
四
二
・
五
、
朝
日
新
聞
社
、
東
京
、
一
四
二
頁
。

小
宮
豊
隆
『
漱
石
の
藝
術
』
・
「
小
品
」
、
昭
・
一
七
・
二
、
岩
波
書
店
、
東
京
、
二
九
一
頁
’
二
九
三
頁
。

唐
木
順
三
『
夏
目
滋
石
』
・
「
修
善
寺
日
記
」
、
昭
．
三
一
・
七
、
修
道
社
、
東
京
、
二
三
七
頁
。

正
宗
白
鳥
「
夏
目
激
石
論
」
・
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
』
・
「
夏
目
漱
石
・
Ｉ
」
、
昭
．
四
五
・
一
、
有
精
堂
、
東
京
、
一
六
頁
。

江
藤
淳
『
夏
目
漱
石
』
・
「
倫
理
と
超
倫
理
」
、
昭
・
四
○
・
六
、
勁
草
書
房
、
東
京
、
二
二
頁
。

荒
正
人
編
著
『
漱
石
研
究
年
譜
』
・
全
一
巻
、
『
漱
石
文
学
全
集
』
・
別
巻
、
昭
．
四
九
・
一
○
、
集
英
社
、
東
京
、
三
六
九
頁
。
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四
芹
、
｝
〕
自
国
⑦
べ
二
目
》
〕
》

弓
｝
扁
冒
貝
己
一

●

国
。
ご
言
・
§
ご
く
①
冒
蔚
『
官
２
。
馬
借
国
辱
号
の
。
同
旨
の
巴
＆
唖
８
唖
の
ａ
ぎ
い
の
産
ｚ
四
房
目
〕
①
ｌ
吾
の
§
凰
匡
の
胃
目
胃
の
目
２
“巾

坤
○
日
四
頤
湧
言
昌
ｏ
巳
ｏ
①
局
日
昏
①
置
討
吻
巨
日
日
ｇ
ｏ
由
吾
①
今
四
吋
ｇ
冠
①
秒
再
昌
夛
庁
替
斡
旨
巳
匡
堕
呂
宮
の
二
口
⑦
ロ
毎
唖
弓
巨
頤
唱
①
自
己
①
司

り

○

日
①
ｇ
甘
巴
時
３
口
目
①
貝
守
時
。
目
①
四
目
Ｑ
い
ず
凹
扁
ぐ
８
扇
〉

、

口

吊
由
画
く
』
目
四
ヶ
の
①
巨
庁
○
吋
計
巨
局
③
ｇ
す
ぐ
《
写
①
ｑ
四
目
頤
旬
司
◎
目
、
。
房
①
四
ｍ
⑦
》
回
骨
］
①
画
巽
ｗ
ｍ
Ｏ
ｍ
①
穴
』
き
』
員
昂
の
馬
○
門
毎
房
一
片
①
周
回
毎
巨
司
⑦
碗
①
①
寓
目
吻
詳
○

壷
画
く
①
も
興
ず
冒
冒
①
旦
脚
胃
○
匡
①
日
四
宮
ｏ
冒
司
昌
騨
ウ
○
昌
津
○
日
夛
含
昌
勗
ｏ
巴
庁
旦
昏
①
亘
同
い
①
ｇ
Ｈ
Ｏ
目
四
員
５
ｍ
堅
霞
昌
堅
庁
の
冒
昌
冒
冨

血

●

■

８
号
昌
○
竜
吾
①
目
○
月
昏
旨
ｑ
自
己
⑦
昌
巴
胃
扁
門
口
馬
．

目
局
函
。
》
一
之
寄
画
詳
○
目
⑦
画
門
骨
寄
与
ミ
凹
酸
吾
昏
①
拭
巨
①
回
ロ
〕
ロ
四
○
局
弄
言
の
ｇ
⑦
ぐ
⑦
一
○
℃
Ｒ
ロ
①
昌
骨
四
』
同
国
①
〔
四
目
〕
○
門
で
ず
◎
ぬ
一
切
○
局
津
〕
①
唖
⑦
帛
廻
巨
①
駕
桿
目

Ｇ

●

の
○
ｍ
の
嵐
）
砂
屋
蔚
吋
回
計
昌
門
の
与
之
医
旨
ず
ず
國
旦
ず
命
の
昌
凹
ｏ
苛
尉
ぐ
⑦
Ｑ
四
津
③
門
ｏ
Ｈ
ｏ
ｍ
留
昌
岨
〔
写
⑦
ず
○
巨
旨
包
画
『
ぐ
］
一
国
①
○
局
二
月
《
《
い
⑦
己
○
目
ｍ
ｅ
○
回
旦
芦
ざ
目

●

、

二△全／~、／~、′~、
一一一ナL』ノー、‐管
レンンレ曹当

岩
上
順
一
『
漱
石
入
門
』
・
一
‐
門
」
昭
・
三
四
・
一
二
、
中
央
公
論
社
、
東
京
、
一
三
三
頁
。

小
宮
豊
隆
『
漱
石
の
藝
術
』
（
前
出
）
一
八
二
頁
。

唐
木
順
三
『
夏
目
漱
石
』
・
「
明
暗
論
」
（
前
出
）
二
六
頁
。

佛
果
園
悟
禅
師
『
碧
岩
録
』
・
巻
六
・
五
一
則
、
岩
波
文
庫
・
中
、
昭
．
三
一
・
七
、
岩
波
書
店
、
東
京
、
一
六
八
頁
。

小
宮
豊
隆
『
漱
石
の
藝
術
』
（
前
出
）
三
○
二
頁
。

佛
果
園
悟
禅
師
『
碧
岩
録
』
（
前
出
）
一
七
八
頁
。

（
杏
林
大
学
保
健
学
部
倫
理
学
）

で
二
１
弓
も
○
『
計
○
局
二
】
①
で
門
①
唖
⑦
目
具
①
鵠
画
く
扇
］
冒
色
Ｑ
』
ぬ
ａ
己
路
］
○
己
（
馬
二
〕
』
ぬ
で
（
）
冒
巨
言

■
ｂ

●

■

の
○
陥
画
ｚ
四
厨
巨
日
の
㎡
の
８
日
四
ｇ
〕
貢
○
宮
匡
①
閏
己
置
澄
岸
①
３
日
扇

ｌ
言
三
〕
目
（
）
国
ｑ
四
ぐ
ｇ
８
垂
吊
渉
昌
目
の
８
且
旨
。
ご
胃
望
烏
の
昌
１

口
●
》
）

び
く
戸
自
秒
閏
○
目
尹
〆
要
国
ン
印
西
目

、
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