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尾
崎
紅
葉
『
心
の
闇
』
に
つ
い
て
の
考
察

一
、
『
心
の
闇
』
ま
で

坂
井
　
美
紀

　
尾
崎
紅
葉
の
作
品
で
、
最
初
に
世
に
出
さ
れ
た
も
の
は
『
我
楽
多
文
庫
』
創
刊
号

に
お
け
る
、
『
墨
田
川
』
で
あ
っ
た
。
明
治
十
八
年
五
月
、
紅
葉
十
八
歳
の
時
で
あ

る
。
こ
の
年
、
紅
葉
を
中
心
と
す
る
周
囲
の
人
々
は
硯
詩
社
を
結
成
し
、
同
人
誌
『
我

楽
多
文
庫
』
を
発
刊
し
た
の
だ
，
『
墨
田
川
』
で
の
筆
名
は
「
花
紅
治
史
」
で
あ
り
、

他
に
紅
葉
は
「
半
可
通
人
」
「
緑
山
」
と
も
名
乗
っ
た
。
こ
の
筆
名
か
ら
も
臥
せ
ら

れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
紅
葉
の
作
品
に
は
戯
作
味
が
漂
っ
て
お
り
、
西
鶴
．
三
馬
な

ど
を
窺
わ
せ
る
よ
う
な
筆
致
が
常
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
岡
保
生
に
よ
れ
ば
、
『
ユ
ー
モ
ア
と
パ
ロ
デ
ィ
に
み
ち
み
ち
た
文
章
の

う
ま
さ
は
さ
す
が
に
紅
葉
」
で
あ
り
、
「
こ
の
し
ゃ
れ
の
め
し
た
文
章
の
妙
味
は
、

近
世
末
期
の
戯
作
者
た
ち
を
連
想
さ
せ
な
く
も
な
い
が
、
実
は
彼
ら
の
無
知
無
識
と

は
遠
く
へ
だ
た
っ
て
」
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
紅
葉
の
文
章
は
「
『
論
語
』
な
ど

も
ふ
ま
え
」
つ
つ
、
「
単
な
る
駄
酒
落
」
で
は
な
く
「
読
者
に
漣
憶
の
飛
躍
を
促
し
、

国
語
の
ゆ
た
か
さ
を
再
認
識
さ
せ
る
効
果
も
内
に
秘
め
て
い
る
」
と
あ
る
。

　
戯
作
に
つ
い
て
少
し
述
べ
る
と
、
中
村
幸
彦
い
わ
く
、
戯
作
と
は
近
世
後
期
の
洒

落
本
・
滑
稽
本
・
読
本
・
人
情
本
・
草
双
紙
ら
を
指
し
、
「
人
生
に
密
着
し
た
思
想
、

社
会
観
や
人
生
観
の
、
真
面
目
に
対
す
べ
き
も
の
が
あ
り
よ
う
が
な
い
し
も
の
で
あ

り
、
「
表
現
第
一
主
義
の
知
的
遊
戯
の
文
学
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
幕
末
に
な
る
に

つ
れ
、
滝
沢
馬
琴
が
戯
作
に
お
け
る
勧
善
懲
悪
の
思
想
の
必
要
性
を
説
き
、
西
鵯
が

　
「
人
間
性
に
せ
ま
り
、
読
者
に
訴
え
る
」
も
の
を
書
い
た
と
い
う
流
れ
が
あ
る
。

　
紅
葉
の
没
後
、
彼
の
創
作
に
つ
い
て
の
談
話
を
、
山
岸
荷
葉
が
発
表
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
き

　
ヂ
ツ
キ
ン
ス
は
中
々
好
で
よ
く
読
ん
だ
．
（
略
）
巧
い
、
中
々
達
者
な
も
の

だ
。
文
章
も
巧
い
、
会
話
も
上
手
だ
。
拙
狂
乱
喝
人
物
が
｝
々
趣
味
の
あ
偽
駄

物
ば
か
り
で
、
そ
の
一
々
の
性
格
が
実
に
明
晰
に
躍
如
と
し
て
居
る
ね
。
滑
稽

の
点
も
中
々
上
手
で
、
書
い
て
み
る
所
は
頗
る
真
面
目
だ
け
れ
ど
も
、
読
む
と

中
々
可
笑
い
事
が
多
い
。
滑
稽
っ
て
え
奴
は
こ
れ
で
な
く
つ
ち
や
い
け
な
い
ね
。

け
れ
ど
も
ヂ
ツ
キ
ン
ス
で
困
る
の
は
、
甚
だ
書
き
方
が
冗
長
で
い
か
ん
。
廻
り

く
ど
く
っ
て
い
か
ん
。
ど
う
し
て
も
小
説
と
い
ふ
奴
は
、
何
で
も
文
辞
の
簡
潔
．

と
い
ふ
事
に
は
、
余
程
意
を
用
ひ
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
。
（
賂
）
是
を
日

本
を
例
に
採
る
と
、
ヂ
ツ
キ
ン
ス
は
丁
度
式
亭
三
馬
と
い
ふ
と
こ
ろ
だ
。
〈
略
）

そ
の
滑
稽
を
書
く
点
に
於
て
、
不
思
議
に
も
三
馬
は
ヂ
ツ
キ
ン
ス
と
似
て
み
る

と
こ
ろ
が
あ
る
の
さ
。
（
略
〉
殊
に
そ
の
文
辞
の
簡
潔
と
い
ふ
事
に
於
て
は
、

（
略
）
三
馬
の
方
が
ヂ
ツ
キ
ン
ス
に
超
え
て
み
る
と
思
ふ
ん
だ
が
ね
。
是
は
僕

考
へ
る
の
に
、
三
馬
っ
て
い
ふ
人
は
蛸
壷
思
想
を
養
っ
て
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思

ふ
ね
。
俳
譜
を
や
る
と
、
そ
の
練
習
の
功
は
不
思
議
に
文
辞
を
簡
潔
に
射
る
。

だ
か
ら
見
た
ま
へ
、
三
馬
の
も
の
は
、
文
辞
が
短
く
つ
て
余
韻
が
深
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

　
紅
葉
が
、
俳
譜
に
か
な
り
親
し
ん
で
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

西
鶴
も
の
や
、
『
源
氏
物
語
』
の
秀
麗
な
文
章
に
一
方
な
ら
ぬ
興
味
を
示
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
お

こ
と
も
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
右
の
談
話
に
よ
っ
て
、
紅
葉
は
作
品
を
書
く
際
に
、
文
辞
の
簡
潔
さ
と
読
者
に
与

え
る
余
韻
、
ま
た
、
テ
ン
ポ
の
よ
さ
に
こ
だ
わ
っ
て
書
い
て
お
り
、
内
容
も
真
面
目

の
中
の
滑
稽
描
写
、
〈
は
な
し
〉
の
面
白
さ
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え

よ
う
。
こ
の
こ
と
は
紅
葉
の
数
々
の
翻
案
作
品
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

当
時
彼
は
、
モ
リ
エ
ー
ル
や
グ
リ
ム
な
ど
、
外
国
文
学
の
翻
案
を
多
く
書
い
て
い
た
。

外
国
作
品
を
翻
案
す
る
こ
と
が
、
紅
葉
の
そ
れ
以
後
の
作
品
に
ど
う
い
つ
だ
影
を
落

と
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
詳
細
に
考
察
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ

一
つ
言
っ
て
お
く
な
ら
ば
、
紅
葉
に
よ
る
外
国
文
学
の
翻
案
は
、
原
書
か
ら
の
大
幅

な
内
容
の
削
除
や
改
変
が
目
立
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
岡
保
生
に
よ
れ
ば
、

紅
葉
は
、
例
え
ば
「
ゾ
ラ
の
思
想
と
か
対
社
会
的
態
度
な
ど
と
い
う
も
の
に
は
ま
っ

た
く
無
関
心
」
で
、
純
粋
に
葛
は
な
し
』
の
お
も
し
ろ
さ
」
に
興
味
を
見
い
だ
し
、

「
一
つ
の
説
話
に
興
味
を
覚
え
る
と
、
す
す
ん
で
他
の
同
種
同
型
の
説
話
を
探
し
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

そ
う
」
と
し
た
と
い
う
こ
．
と
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
「
書
い
て
み
る
所
は
頗
る
真
面
目
だ
け
れ
ど
も
、
読
む
と
中
々
可
笑

い
」
と
い
う
技
法
の
実
践
は
、
弟
子
瀕
死
の
実
話
を
モ
デ
ル
と
し
て
描
い
た
明
治
二

十
八
年
発
表
の
『
青
葡
萄
』
の
中
で
の
滑
稽
描
写
や
、
そ
の
翌
年
に
出
さ
れ
た
、
愛

妻
を
亡
く
し
て
泣
き
暮
ら
し
な
が
ら
も
、
次
第
に
友
人
の
妻
へ
も
心
惹
か
れ
て
い
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
セ

男
を
主
人
公
と
す
る
『
多
情
多
恨
蝕
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
る
。
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二
、
『
心
の
闇
』
周
辺

　
『
心
の
闇
』
は
、
明
治
二
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
、
七
月
十
一
日
ま
で
（
但
し
六

月
十
四
日
か
ら
十
九
日
ま
で
は
休
載
）
の
読
売
新
聞
紙
上
に
、
三
十
回
に
亘
っ
て
連

載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
は
、
前
年
ま
で
の
『
二
人
女
房
』
や
『
三
人
妻
』

ら
の
作
品
群
と
、
以
降
の
『
多
情
多
恨
』
『
金
色
夜
叉
』
ら
の
間
に
時
間
的
に
位
置

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
紅
葉
の
創
作
の
流
れ
を
追
う
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
も
、
重

要
な
位
置
を
占
め
る
。
宮
崎
湖
処
子
が
「
想
が
枯
渇
し
た
」
と
酷
評
し
た
よ
う
に
、

当
時
の
紅
葉
は
、
思
想
や
問
題
意
識
を
孕
ん
だ
作
品
を
書
く
べ
き
だ
と
す
る
当
時
の

日
本
近
代
小
説
の
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
田
山
花
樹
は
、
そ
の

当
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
紅
葉
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
や
う
な
形
に
な
っ
て
み
た
。
『
国

民
の
友
』
の
批
評
家
八
面
棲
主
人
な
ど
も
金
満
の
や
う
に
か
れ
の
わ
る
口
を
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

つ
た
。

　
『
も
う
紅
葉
で
は
あ
る
ま
い
』
か
う
い
ふ
も
の
も
あ
れ
ば
、
『
紅
葉
は
も
う

想
が
枯
れ
た
。
材
料
が
な
く
な
っ
た
。
そ
の
讃
擦
に
は
、
此
頃
書
く
も
の
は
、

皆
な
外
国
の
通
俗
小
説
か
ら
翻
案
し
て
来
た
も
の
ば
か
り
ぢ
や
な
い
か
』
こ
ん

な
こ
と
を
言
ふ
も
の
も
あ
っ
た
。
（
中
略
）
か
れ
の
小
説
は
、
文
章
の
巧
い
の

と
、
筋
の
巧
み
な
の
と
、
人
情
的
な
の
と
、
場
當
り
の
多
い
の
と
、
色
彩
の
濃

か
な
の
と
で
、
多
く
の
人
に
身
受
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
骨
を
折
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
さ
う
い
ふ
本
當
の
、
第
一
義
的
の
と
こ
ろ
に
は
、
決
し
て
指
を

染
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
つ
た
時
代
に
書
か
れ
た
こ
の
『
心
の
闇
』
と
い
う
作
品
は
、
批
判
す
る
他

の
批
評
家
た
ち
の
意
表
を
突
く
よ
う
な
、
丹
念
な
心
理
電
解
を
描
い
た
点
に
、
い
わ

ゆ
る
近
代
性
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
が
発

表
当
時
か
ら
今
日
ま
で
、
紅
葉
の
傑
作
の
一
つ
と
言
わ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

　
土
佐
亨
は
、
こ
の
作
品
は
「
日
本
人
の
伝
統
的
通
俗
的
な
情
念
」
を
基
調
と
す
る

も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

佐
の
市
や
お
久
米
の
環
境
か
ら
は
、
ま
っ
た
く
近
代
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
だ
が
か
れ
ら
の
前
に
は
何
ら
か
の
近
代
が
割
り
込
ん
で
来
る
こ
と
は
避
け

ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、

て
描
い
て
い
る
。

紅
葉
は
そ
の
近
代
を
は
っ
き
り
と
作
の
基
調
に
対
比
し

と
述
べ
て
お
り
、
佐
の
市
や
お
久
米
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
も
言
う
べ
き
「
生
」

に
、
近
代
が
生
ん
だ
「
知
事
」
や
「
巡
査
」
「
県
会
議
員
」
の
息
子
で
あ
る
「
実
業

青
年
」
ら
が
深
く
関
わ
り
、
彼
ら
の
人
生
に
濃
い
影
を
落
と
し
て
ゆ
く
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
『
心
の
闇
』
は
、
「
作
者
紅
葉
が
主
人
公
に
託
し
て
自
己
を
語

っ
た
」
、
「
反
近
代
の
姿
勢
ゆ
え
に
屈
辱
を
受
け
る
自
己
の
苦
悩
を
戯
輌
化
し
た
近
代

小
説
で
あ
り
」
、
「
寓
意
小
説
」
で
あ
る
と
い
う
説
を
提
示
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
福
田
清
人
は
、

　
『
心
の
闇
』
は
明
治
二
十
七
年
の
作
品
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
と
異
な
っ
た

方
向
を
示
し
て
い
る
。
筋
は
佐
の
市
と
い
う
若
い
盲
人
が
、
そ
の
出
入
先
の
千

束
屋
の
娘
、
久
米
に
親
切
に
さ
れ
る
の
を
嬉
し
く
思
い
、
次
第
に
恋
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
久
米
は
良
縁
あ
っ
て
、
土
地
の
議
員
の
息
子
に
嫁
い
で
も
な
お
佐

の
市
は
執
念
深
く
想
う
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
暗
い
い
き
さ
つ
や
、
現
わ

れ
る
人
物
に
柳
浪
等
の
深
刻
小
説
へ
の
類
似
を
見
る
と
共
に
、
紅
葉
自
身
も
た

ど
っ
て
い
た
転
向
の
経
路
を
し
の
ば
せ
て
く
れ
る
。
し
か
し
一
面
こ
れ
に
は
、

ま
た
徳
川
伝
統
の
怪
談
的
な
雰
囲
気
も
所
々
に
感
ず
る
の
で
あ
る
。

と
し
、
作
中
に
お
け
る
お
久
米
の
夢
の
場
面
を
引
用
し
、
「
徳
川
の
怪
談
物
、
円
朝

の
語
り
物
に
連
想
を
導
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
江
戸
か
ら
受
け
継
が
れ
た
文
学
の
一

種
の
伝
統
を
存
分
に
残
し
つ
つ
、
心
理
描
写
に
重
点
を
置
く
讐
き
方
に
紅
葉
の
「
近

代
小
説
」
に
対
す
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
『
心
の
闇
』
を
「
近
代
」
と
い
う
視
点
で
読
も
う
と
す
る
と
き
、
「
近
代

的
人
間
の
登
場
」
、
「
作
者
の
自
己
の
表
出
」
と
い
う
こ
と
の
み
に
目
を
向
け
て
い
て

よ
い
と
は
思
わ
な
い
。
紅
葉
は
、
そ
れ
ま
で
に
も
何
度
．
か
銀
行
員
や
官
吏
な
ど
、
近

代
的
人
間
を
登
場
さ
せ
て
い
る
が
、
『
心
の
闇
』
の
お
久
米
を
含
め
、
彼
ら
に
関
わ

る
ほ
と
ん
ど
の
女
性
が
、
「
家
」
を
背
負
っ
て
彼
ら
に
嫁
い
で
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、

恋
愛
の
対
象
で
は
な
く
結
婚
相
手
と
し
て
彼
ら
を
選
ん
で
お
り
、
両
者
の
間
に
は

「
愛
」
な
ど
存
在
し
な
い
。
こ
う
い
つ
た
例
は
「
二
人
女
房
」
（
『
都
の
花
』
明
治
二

十
四
～
五
年
）
の
お
銀
に
顕
著
で
あ
る
。
当
時
の
「
結
婚
」
は
、
「
恋
愛
」
で
は
決

し
て
な
い
の
で
．
あ
る
。
近
代
的
人
間
を
登
場
さ
せ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
用
い
方
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は
「
近
代
的
」
と
い
う
よ
り
、
「
家
」
思
想
の
流
れ
を
ひ
く
と
い
う
点
で
「
前
近
代

的
」
と
形
容
し
た
ほ
う
が
適
当
と
言
え
よ
う
。

　
小
説
の
ア
イ
テ
ム
と
し
て
の
登
場
人
物
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
人
物
の
造
型
・
風

俗
描
写
も
当
然
な
が
ら
小
説
の
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
者
が
小
説

に
染
み
込
ま
せ
た
思
い
や
意
図
を
読
み
と
る
手
が
か
り
と
も
な
る
が
、
内
容
に
あ
た

る
部
分
、
す
な
わ
ち
こ
の
物
語
の
流
れ
の
中
に
も
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
蝿
心
の
．
闇
』
（
明
治
二
十
七
）
は
、
盲
目
の
男
性
の
恋
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。

盲
人
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
紅
葉
の
作
品
に
使
用
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
が
初
め
て
で
以

後
も
見
当
た
ら
な
い
。
岡
保
生
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
は
門
弟
で
あ
る
泉
鏡
花
の
構
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ナ
ニ

に
基
づ
く
と
い
う
一
説
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
定
か
で
は
な
い
。
谷
崎

は
、
浄
瑠
璃
『
壺
古
寺
』
に
登
場
す
る
盲
人
の
按
摩
師
沢
市
（
佐
和
耐
と
の
表
記
も

あ
る
）
が
、
地
唄
「
菊
ρ
瑠
、
を
幕
開
き
の
場
面
で
三
味
線
を
弾
き
な
が
ら
唄
う
有

名
な
場
面
を
挙
げ
て
い
る
。
　
「
・
：
逢
ふ
は
別
れ
と
い
へ
ど
も
、
愚
痴
に
、
庭
の
小

菊
の
そ
の
名
に
め
で
て
、
昼
は
眺
め
て
暮
ら
し
も
せ
う
が
、
よ
る
よ
る
毎
に
お
く
露

の
、
露
の
命
の
つ
れ
な
や
憎
や
五
二
は
此
の
身
に
秋
の
風
」
と
い
う
唄
は
、
．
「
命
か

け
て
も
添
は
ね
ば
お
か
ぬ
　
添
は
に
や
生
き
て
る
効
が
無
い
」
と
独
り
唄
う
佐
の
市

を
連
想
さ
せ
る
が
、
そ
の
つ
な
が
り
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ

作
の
構
想
自
体
は
紅
葉
自
身
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
盲
目
の
人
間
に
つ
い
て
、
思
想
、
哲
学
、
文
学
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
長
け
て
い
た

中
澤
臨
川
は
、
「
見
ぬ
恋
、
盲
ひ
の
恋
」
に
は
二
種
の
霊
気
」
が
あ
る
と
言
う
。

聴
覚
・
視
覚
は
「
人
間
の
感
官
中
最
も
貴
む
べ
き
も
の
」
で
あ
る
が
、
そ
の
内
、
目

は
「
心
的
皆
々
の
聖
の
聖
な
る
本
性
を
汚
す
、
い
と
も
悪
む
べ
き
魔
物
」
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

「
聴
官
こ
そ
」
「
神
秘
霊
妙
の
機
関
」
だ
と
い
う
。
江
戸
時
代
頃
ま
で
盲
僧
は
、
闇

の
世
界
に
通
暁
し
て
い
る
人
間
だ
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、
呪
術
的
な
力
が
宿
っ
て
い

る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
こ
う
い
っ
た
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
臨
川
は
、

世
に
も
美
は
し
き
聖
な
る
懸
は
御
身
達
が
濁
占
の
寳
な
ら
ず
や
、
形
骸
の
幻
華

に
迷
ふ
こ
と
な
く
、
直
に
意
根
物
怠
慢
に
照
し
て
、
心
を
懸
す
る
御
身
等
こ
そ

世
に
も
羨
む
べ
き
の
限
り
な
れ
。

　
　
　
　
　
き
り
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う

ど
れ
ほ
ど
の
容
色
と
い
ふ
こ
と
は
、
は
い
揮
り
な
が
ら
能
存
じ
て
を
り
ま
す
る
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か

羅
誤
蹴
質
や
ら
行
為
や
ら
、
眼
の
あ
る
方
が
一
目
見
て
は
分
ら
ぬ
こ
と
も
、
毎
日

常
　
浸
に
い
た
し
て
を
り
ま
す
ゆ
ゑ
、
自
つ
と
識
る
》
理
合
の
も
の
。
」
（
以
上
、
『
心

の
闇
』
二
）
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
紅
葉
に
も
臨
川
と
同
様
の
盲
人
に
関
す

る
見
解
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
佐
の
市
は
周
り
が
鑑
賞
し
て
発
す
る
言
葉
を
耳

で
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
の
中
の
（
お
久
米
に
お
け
る
）
美
を
構
築
し
て
い

く
。
こ
う
し
て
お
久
米
の
美
し
さ
は
佐
の
市
の
心
的
風
景
の
中
に
形
成
さ
れ
る
。
佐

の
市
の
周
辺
に
視
覚
的
表
現
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
佐
の
市
の
中
の
心

象
を
構
築
す
る
一
助
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
盲
人
の
登
場
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
谷
崎
の
『
春
琴
抄
』
、
漱
石
の

『
夢
十
夜
』
の
第
三
夜
が
想
起
さ
れ
る
。
と
く
に
『
毒
忌
抄
』
に
お
い
て
は
、
『
心

の
闇
』
が
主
家
の
娘
と
出
入
り
の
盲
目
按
摩
師
、
と
い
う
設
定
で
あ
る
の
と
対
照
的

に
、
主
家
の
娘
で
あ
る
春
琴
の
方
が
盲
目
で
あ
る
。
ま
た
、
佐
の
市
は
六
歳
の
頃
に

眼
病
を
患
い
「
療
治
届
か
ず
し
て
」
失
明
し
て
い
る
が
、
春
琴
も
九
歳
で
「
眼
疾
を

得
、
善
く
も
な
く
し
て
つ
い
に
両
眼
の
明
を
失
」
っ
て
い
る
。
二
人
置
失
明
が
共
に

後
天
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
関
連
も
踏
ま
え
つ
つ
考
え
て
み
た
い
。
漱
石
の
『
夢

十
夜
』
に
関
し
て
も
、
第
三
夜
に
は
「
夢
」
と
「
盲
目
の
人
間
」
と
い
う
、
『
心
の

闇
』
と
同
様
の
モ
チ
ー
フ
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
こ
れ
か
ら

行
っ
て
い
く
べ
き
課
題
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
作
は
、
『
色
幟
悔
』
（
明
治
二
十
二
年
）
を
は
じ
め
、
そ
れ
ま
で
振
糊

間
に
亘
っ
て
書
か
れ
て
き
た
門
女
」
の
恋
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
〈
女
物
語
〉
．

で
は
な
く
、
冒
頭
か
ら
佐
の
市
と
い
う
男
の
恋
忙
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

〈
男
の
恋
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
す
で
に
「
拮
々
微
笑
」
（
『
国
民
の
友
』
明
治
二
十

三
年
一
月
）
で
、
通
勤
途
中
で
会
う
女
性
に
思
い
を
寄
せ
る
男
性
を
描
く
こ
と
に
よ

っ
て
試
さ
れ
て
い
る
。
以
後
、
紅
葉
は
『
多
情
多
恨
』
で
も
最
愛
の
妻
を
亡
く
し
、

異
常
な
ま
で
に
悲
し
み
に
く
れ
る
柳
之
助
が
次
第
に
お
種
に
惹
か
れ
て
い
く
心
理
過

程
を
描
き
、
『
金
色
夜
叉
』
に
お
い
て
は
寛
．
一
の
宮
へ
の
想
い
を
綿
々
と
綴
り
、
「
ラ

ブ
の
為
に
性
質
が
一
変
し
て
し
ま
っ
た
」
さ
ま
を
詳
細
に
描
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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と
も
述
べ
て
い
る
。
作
中
で
も
佐
の
市
が
「
毎
日
会
ひ
ま
す
る
此
家
の
娘
の
、
声
は

聞
け
ど
も
姿
は
見
え
ず
ゲ
と
鯉
ふ
お
方
は
時
鳥
」
、
「
設
ひ
姿
は
見
ぬ
ま
で
も
、
眼
⑳
親

え
ま
せ
ぬ
代
り
に
は
、
尋
常
勝
れ
て
聞
ゆ
る
耳
に
、
人
の
噂
や
取
沙
汰
に
て
、
大
約

従
来
の
紅
葉
の
作
品
は
、
か
つ
て
『
伽
羅
枕
』
の
冒
頭
で
、
み
ず
か
ら
〈
ま
た

し
て
も
女
物
語
〉
と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
女
性
の
姿
態
・
風
俗
を

外
面
的
に
細
叙
す
る
と
と
も
に
、
彼
女
ら
が
織
り
な
す
恋
愛
の
種
々
相
を
手
ぎ



わ
よ
く
物
語
る
「
は
な
し
」
の
楽
し
さ
・
お
も
し
ろ
さ
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て

い
だ
。
（
略
）
と
こ
ろ
が
、
『
心
の
闇
』
は
そ
う
で
は
な
い
、
一
応
女
主
人
公
の

お
久
米
は
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
佐
の
市
あ
っ
て
の
お
久
米
で
あ
り
、

彼
女
は
終
始
わ
き
役
と
し
て
の
位
置
を
く
ず
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
描
か
れ
た
く
疑
ひ
て
櫻
る
V
る
お
久
米
の
姿
に
は
、
も
の
に
感
じ
や
す
い
娘

ご
こ
ろ
の
片
鱗
が
確
か
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
叙
述
の
筆
が
そ
こ

ま
で
及
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
。
主
人
公
は
佐
の
市
で
あ
り
、
物
語
は
佐
の
市
の
言

動
な
り
、
心
理
な
り
に
即
し
て
展
開
し
て
行
く
。

　
こ
の
小
説
は
、
佐
の
市
の
妄
執
と
も
い
う
べ
き
、
主
家
の
ひ
と
り
娘
お
久
米

に
寄
せ
る
か
な
わ
ぬ
恋
、
執
念
深
い
恋
を
轍
怯
出
し
て
、
人
間
社
会
の
ど
う
に

も
な
ら
ぬ
深
淵
に
ふ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
岡
保
生
は
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
が
、
お
久
米
の
立
場
を
「
終
始
わ
き
役
と
し
て

の
位
置
を
く
ず
し
て
は
い
な
い
」
と
す
る
こ
の
論
に
対
し
、
村
松
定
孝
は
、
血
染
め

の
浴
衣
を
持
っ
て
恨
み
言
を
訴
え
る
佐
の
市
が
現
わ
れ
る
お
久
米
の
夢
と
、
結
婚
後

に
も
佐
の
市
の
夢
を
見
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
、

　
古
風
に
解
釈
す
れ
ば
、
佐
の
市
の
怨
念
が
お
久
米
に
、
と
り
葺
い
て
い
る
と

も
い
え
る
が
、
作
者
は
よ
も
や
超
現
実
の
怪
異
を
語
る
べ
く
本
作
を
も
の
し
た

の
で
は
あ
る
ま
い
。

　
お
久
米
の
夢
は
、
彼
女
自
身
が
潜
在
す
る
夢
魔
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
っ
た
。

忌
わ
し
き
怪
談
を
内
心
に
創
造
し
た
の
も
誰
の
せ
い
で
も
な
く
、
お
久
米
そ
の

人
が
佐
の
市
の
存
在
を
否
定
し
え
な
か
っ
た
が
た
め
で
あ
る
。
（
略
）

　
こ
こ
で
、
再
び
、
原
作
末
尾
の
「
言
は
ず
し
て
思
ひ
、
疑
ひ
て
興
る
。
是
も

恋
か
、
」
の
一
行
を
想
起
し
て
ほ
し
い
。
佐
の
市
の
「
言
は
ず
し
て
思
」
ふ
執

念
は
小
説
の
叙
述
に
よ
っ
て
読
者
に
充
分
に
了
解
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
お

久
米
の
「
疑
ひ
て
催
る
」
る
精
神
状
態
で
あ
る
。
作
者
は
こ
れ
を
も
一
種
の
恋

な
り
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
村
松
は
、
佐
の
市
が
お
久
米
の
夢
に
登
場
し
だ
し
た
幼
雛
「
佐
の
市
の
執
念
を
み

ず
か
ら
確
か
め
た
い
欲
求
が
あ
っ
た
か
ら
」
だ
と
い
う
。
た
し
か
に
、
氏
の
言
う

よ
う
に
、
こ
の
夢
を
「
怪
異
」
と
い
う
言
葉
で
処
理
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
だ
ろ

う
。
村
松
は
ま
た
、
「
夢
の
中
に
、
イ
キ
な
洋
服
姿
の
喜
一
郎
が
現
わ
れ
る
の
は
、

ち
か
く
良
人
と
な
る
人
に
早
く
抱
か
れ
た
い
願
望
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い

う
が
、
お
久
米
の
中
に
、
そ
の
よ
う
な
喜
一
郎
に
対
す
る
積
極
的
な
感
情
が
あ
っ
た

か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
い
さ
さ
か
疑
問
を
感
じ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
お

久
米
と
喜
一
郎
は
お
た
が
い
「
結
婚
相
手
」
で
あ
り
、
恋
愛
感
情
の
存
在
は
指
摘
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
確
か
に
、
、
氏
の
言
う
よ
う
に
こ
の
作
は
「
主
人
公
は
佐
の
市
で
あ
り
、
物
語

は
佐
の
市
の
言
動
な
り
、
心
理
な
り
に
即
し
て
展
開
し
て
行
く
」
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
見
解
に
は
首
肯
で
き
る
。
『
心
．
の
闇
』
は
く
男
の
恋
の
物
語
〉
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
書
き
出
し
で
は
佐
の
市
の
言
動
・
心
理
を
中
心
に
据
え
て
描
か
れ
て
い
る
が
、

途
中
か
ら
次
第
に
そ
の
対
象
は
移
動
し
、
お
久
米
の
心
中
を
語
る
よ
う
に
な
る
。
次

に
引
用
す
る
の
は
ま
ず
、
佐
の
市
の
心
理
描
写
で
あ
る
。

　
為
す
事
も
撫
二
一
耳
垂
籠
め
て
、
酒
は
飲
ま
ず
、
煙
草
は
吸
は
ず
、
茶
ば

か
り
飲
め
ば
偏
徹
も
無
く
腹
の
だ
ぶ
つ
く
の
み
に
て
、
函
切
膨
ぐ
留
守
番
よ

り
は
仕
事
に
出
て
、
陽
気
な
る
千
束
屋
の
座
敷
に
、
客
の
戯
言
聞
き
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
こ
し

療
治
す
る
間
は
、
何
事
も
忘
ら
る
ン
に
、
些
少
の
病
気
な
ど
は
推
し
て
も
千

束
屋
へ
行
か
ぬ
日
は
無
し
。

　
夕
暮
を
待
ち
か
ま
へ
て
我
家
を
出
つ
る
毎
に
、
闇
路
を
迷
ふ
人
の
、
山
の

端
白
く
腫
の
影
を
認
め
た
ら
む
繧
ひ
す
。
や
が
て
千
束
屋
の
門
を
入
れ
ば
、
店

も
奥
も
二
階
も
こ
た
く
と
騒
が
し
き
響
き
は
、
我
思
ふ
人
の
掻
鳴
ら
す
琴

の
調
の
如
く
、
聞
く
に
心
も
融
々
と
な
り
ぬ
。
（
『
心
の
闇
』
三
）

　
こ
の
よ
う
な
佐
の
市
の
心
的
描
写
は
、
作
中
の
多
く
の
部
分
を
占
め
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
紅
葉
の
筆
は
、
喜
一
郎
と
の
縁
談
の
話
が
纏
ま
り
始

め
た
あ
た
り
か
ら
、
次
第
に
お
久
米
の
心
理
描
写
に
及
ん
で
い
く
。
次
は
佐
の
市
に

縁
談
の
話
を
知
ら
れ
た
後
の
、
お
久
米
の
描
写
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
さ
ま

佐
の
市
は
　
然
と
し
て
千
束
屋
を
出
で
ぬ
。
其
態
は
大
晦
日
に
金
遺
せ
し
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ま
よ

ゆ
き
ど
こ
ろ

所
往
無
く
、
生
死
二
者
の
分
別
に
彷
復
ひ
た
ら
む
如
く
、
涙
を
出
さ
ぬ
泣
顔

も
哀
れ
に
、
や
う
く
暇
乞
せ
し
声
音
の
悲
し
さ
、
帰
り
て
後
ま
で
も
耳
の
底

に
残
り
て
、
籟
黒
米
は
枕
に
就
け
ど
も
眠
ら
れ
ず
、
心
に
懸
診
る
佐
の
市
劉
鍍

り
し
様
子
を
念
に
、
そ
の
理
由
は
少
し
も
分
ら
ず
、
不
審
の
積
る
間
に
、
明
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や

に
其
と
も
無
く
、
我
身
に
罪
の
あ
ら
む
や
う
に
覚
え
て
、
異
し
う
心
快
か
ら
ぬ
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は
ず

を
、
そ
ん
な
理
は
無
け
れ
ど
も
、

に
き
か
な
ん
だ
の
は
私
が
悪
い
。

今
夜
に
限
り
て
ど
う
し
た
も
の
か
、

（『

S
の
闇
』
七
）

口
も
腺

　
　
　
　
　
さ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
て
ご
と

知
ら
ぬ
事
を
覚
り
し
例
も
寡
か
ら
ず
。
十
が
七
八
ま
で
は
当
事
も
無
け
れ
ど
、

　
　
　
ま
こ
と

中
に
は
信
な
る
も
あ
り
、
と
謂
ひ
し
人
も
あ
り
。
（
『
心
の
闇
』
九
）

　
紅
葉
は
、
は
じ
め
は
佐
の
市
の
密
か
な
恋
心
を
綴
っ
た
も
の
、
と
い
う
印
象
を
与

え
な
が
ら
話
を
運
び
、
後
に
お
久
米
が
奇
妙
な
夢
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
を

物
語
の
中
心
に
引
き
込
ん
で
い
く
、
前
半
と
は
う
っ
て
変
わ
っ
て
末
尾
で
は
既
に
佐

の
市
の
方
が
脇
役
非
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
で
は
、
お
久
米
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
引
用
し
た
部
分
で
見
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
、
お
久
米
は
そ
れ
ま
で
は
さ
し
て
心
に
留
め
て
い
な
か
っ
た
佐
の
市
が
急

に
気
に
な
り
始
め
る
。
そ
の
さ
ま
は
憤
り
に
ま
で
発
展
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
人
は
「
恋

愛
」
と
い
う
状
態
に
陥
る
と
、
そ
れ
ま
で
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
世
界
の
秩
序
や
日

常
の
こ
と
が
が
ら
り
と
変
わ
る
。
そ
し
て
、
恋
曖
課
業
の
一
切
の
行
為
に
優
先
し
、

最
も
重
要
で
最
も
切
実
な
も
の
と
な
る
と
い
う
。
お
久
米
が
、
自
己
の
中
に
佐
の

市
に
対
す
る
「
愛
」
の
存
在
を
自
覚
し
て
い
る
と
ま
で
は
指
摘
し
難
い
が
、
な
ぜ
か

訳
も
な
く
気
に
か
か
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
久
米
は
佐
の
市
の
幻
想

に
心
を
悩
ま
せ
て
過
ご
す
よ
う
に
な
る
。
忘
れ
よ
う
と
し
て
も
、
否
応
な
し
に
頭
を

擁
げ
て
く
る
佐
の
市
へ
の
疑
い
は
、
彼
女
を
常
に
悩
ま
せ
る
。
結
婚
し
た
後
で
も
度

々
夢
に
ま
で
見
る
始
末
で
あ
る
。
お
久
米
の
こ
の
様
子
は
、
本
人
に
積
極
的
な
自
覚

は
無
い
も
の
の
、
「
恋
愛
」
の
状
態
と
類
似
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
村
松
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
注
目
す
べ
き
は
お
久
米
の
「
夢
」
で

あ
る
。
そ
の
夢
と
は
、
佐
の
市
が
血
染
め
の
起
請
を
し
た
浴
衣
を
持
っ
て
自
分
を
捨

て
た
恨
み
言
を
言
い
に
現
れ
る
、
と
い
う
も
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
夢
を
な
ぜ
お
久

米
が
見
た
の
だ
ろ
う
か
。
佐
の
市
が
お
久
米
に
好
意
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

は
っ
き
り
と
彼
女
に
伝
わ
っ
て
は
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
佐
の
市
の
思
い
に
に
応
え
ら

れ
ぬ
罪
悪
感
の
よ
う
な
も
の
が
起
こ
し
た
結
果
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
江

戸
時
代
ま
で
の
怪
談
物
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
「
生
き
霊
」
と
い
っ
た
よ
う
な
非
現

実
的
な
視
点
で
読
む
の
も
相
応
し
く
は
な
か
ろ
う
。

　
作
中
紅
葉
は
、
こ
の
夢
に
つ
い
て
お
久
米
の
心
中
を
介
し
な
が
ら
次
の
様
に
書
い

て
い
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
た
ず

人
に
夢
と
い
ふ
も
の
を
質
ね
し
に
、
五
臓
の
疲
と
て
、
種
々
の
不
思
議
を
見
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と

ど
も
、
固
よ
り
根
の
無
き
事
に
て
、
信
と
す
べ
き
に
あ
ら
ず
と
謂
ふ
も
あ
れ

ば
、
一
概
に
然
り
と
も
謂
ひ
難
し
。
古
来
夢
に
て
災
難
を
知
り
、
行
末
を
見
、

　
江
戸
時
代
に
も
、
馬
琴
が
な
ま
じ
の
現
実
よ
り
も
夢
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い

っ
そ
う
生
き
生
き
と
し
た
も
う
一
つ
の
物
語
世
界
の
発
見
が
あ
る
と
言
っ
た
。
円
朝

の
『
勇
燈
新
話
』
な
ど
に
も
、
署
務
契
り
を
交
わ
す
夢
が
現
実
と
な
る
と
い
う
、

夢
の
お
告
げ
的
な
話
も
少
な
く
な
い
。
が
、
紅
葉
の
夢
の
用
い
方
と
は
少
々
異
な
る
。

「
男
女
の
契
り
」
の
夢
を
見
た
の
は
佐
の
市
で
は
な
く
、
二
人
置
間
の
「
恋
愛
」
に

関
し
て
自
覚
の
な
い
お
久
米
の
方
で
あ
る
し
、
佐
の
市
と
お
久
米
の
〈
契
り
〉
は
現

実
世
界
で
は
実
現
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
紅
葉
へ
の
影
響
を
よ
く
指
摘
さ

れ
る
西
鶴
に
お
い
て
は
h
夢
」
に
対
し
て
、
『
世
間
胸
算
用
臨
に
あ
る
よ
う
に
「
小

判
は
寝
覚
の
夢
」
と
、
そ
の
「
空
無
性
」
を
示
唆
す
る
の
み
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
の

発
想
は
、
江
戸
文
学
か
ら
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。

　
こ
の
作
品
は
、
「
言
は
ず
し
て
思
ひ
、
疑
ひ
て
催
る
。
是
も
恋
か
、
心
の
闇
。
」
（
十
）

と
い
う
文
で
終
わ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
言
は
ず
し
て
思
」
う
の
は
佐
の
市
で
あ
り
、
「
疑

ひ
て
詣
る
」
の
は
お
久
米
で
あ
る
。
村
松
の
言
う
よ
う
に
、
紅
葉
は
そ
の
両
方
を
「
恋
」

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
お
久
米
の
「
愛
情
」
と
は
言

え
な
い
ま
で
も
、
そ
の
「
情
」
は
、
夫
の
喜
一
郎
で
は
な
く
佐
の
市
に
注
が
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
つ
た
お
久
米
の
佐
の
市
へ
の
無
意
識
的
な
想
い
は
、
あ

る
意
味
新
し
い
発
想
で
あ
り
、
そ
れ
を
紅
葉
の
近
代
性
と
指
摘
す
る
こ
と
も
不
可
能

で
は
な
か
ろ
．
う
。

三
、
お
わ
り
に

　
紅
葉
は
、
〈
女
物
語
〉
を
脱
し
た
後
、
人
間
の
心
理
を
描
く
こ
と
を
中
心
と
し
た

『
拮
華
微
笑
』
と
同
様
、
『
心
の
闇
』
に
お
い
て
も
佐
の
市
の
視
点
と
お
久
米
の
視

点
の
そ
れ
ぞ
れ
に
立
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
理
描
写
を
施
し
た
と
い
え
る
。
佐
の
市

と
お
久
米
、
ど
ち
ら
か
一
方
．
の
み
に
は
立
っ
て
い
な
い
。
か
か
る
描
き
方
は
、
後
の

『
多
情
多
恨
』
に
お
い
て
も
な
さ
れ
る
。
場
面
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

心
理
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
当
時
台
頭
し
て
き
て
紅
葉
を
批
判
し

て
い
た
、
自
然
主
義
派
の
田
山
花
袋
の
代
表
作
で
あ
る
『
蒲
団
』
（
明
治
四
十
年
）

に
お
け
る
描
写
は
、
主
人
公
時
雄
の
心
理
の
み
に
終
始
し
、
彼
以
外
、
す
な
わ
ち
芳

子
の
農
業
は
時
雄
の
推
測
に
よ
っ
て
、
触
れ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
語
り
手
ひ
い
て
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は
作
者
の
視
点
の
と
り
方
が
花
袋
と
紅
葉
で
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
花
袋
に
言
わ
せ
れ
ば
『
多
情
多
恨
』
は
、
小
説
は
面
白
く
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
い
う
考
え
の
下
に
、
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、

自
家
の
米
の
飯
だ
と
言
っ
て
、
生
一
本
の
写
実
主
義
を
標
榜
し
て
居
な
が
ら
、

面
白
く
書
く
た
め
に
、
ま
た
は
面
白
く
人
に
見
せ
る
た
め
に
、
骨
を
折
っ
て

作
者
は
書
い
て
み
る
の
で
あ
る
。
却
っ
て
さ
う
し
な
い
方
が
好
い
も
の
を
。

（
略
）
三
馬
京
傳
あ
た
り
か
ら
脈
を
引
い
て
み
る
軽
い
写
実
の
幣
に
陥
ち
て

了
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
チ

と
い
う
。
深
刻
な
思
想
性
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
作
中
の

滑
稽
的
描
写
に
対
し
て
も
、
登
場
人
物
を
「
お
も
ち
ゃ
」
に
し
て
い
て
、
悪
く
誇
張

し
す
ぎ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
だ
か
、
紅
葉
は
よ
く
引
用
さ
れ
る
有
名
な
談
話

の
な
か
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

人
生
観
が
斎
う
し
た
の
、
世
界
観
が
斯
う
し
た
の
と
、
ひ
ど
く
大
業
な
こ
と
を

云
ツ
て
た
ツ
て
し
や
う
が
な
い
。
其
れ
で
又
小
説
が
出
来
る
も
ん
ぢ
震
い
ん

だ
。
詰
り
文
法
を
講
じ
な
が
ら
文
章
を
書
く
や
う
な
も
の
だ
。
私
も
不
断
は
世

の
中
の
こ
と
を
考
へ
て
見
る
こ
と
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
、
が
趣
向
を
た
て
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ニ
　
　

に
あ
た
ツ
て
、
其
な
こ
と
は
考
へ
た
こ
と
は
な
い
。

　
こ
こ
に
、
両
者
の
食
い
違
い
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
い
く
と
、
紅

葉
の
考
え
る
「
近
代
」
と
自
然
主
義
派
の
考
え
る
「
近
代
」
に
は
大
き
な
食
い
違
い

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
自
然
主
義
派
に
属
さ
な
く
て
も
受
容
さ
れ
た
漱
石
や

鴎
外
ら
の
書
き
方
と
は
ど
う
異
な
っ
て
い
た
の
か
、
紅
葉
の
文
壇
に
お
け
る
立
場
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
と
共
に
、
そ
の
限
界
を
も
模
索
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
ゆ
え
に
、
今
後
は
紅
葉
の
作
品
の
変
遷
を
た
ど
り
な
が
ら
、
自
然
主
義
の
台
頭
や
、

近
代
性
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
中
で
、
紅
葉
は
、
な
ぜ
最
終
的
に
擬
古
文
体
に
よ

る
『
金
色
夜
叉
』
を
書
い
た
の
か
、
彼
の
目
指
す
「
小
説
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
で

あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
紅
葉
に
お
け
る
近
代
と
い

う
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
行
き
た
い
。

［
付
記
］
　
本
稿
中
の
紅
葉
作
品
に
つ
い
て
の
引
用
は
、
す
べ
て
「
紅
葉
全
集
」

　n一注
　L－1

二三四五山ノ、七八九十

（
平
成
五
年
　
岩
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。

は
す
べ
て
新
字
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

ゆ
え
に
、
漢
字
に
つ
い
て

岡
保
生
『
明
治
文
壇
の
雄
　
尾
崎
紅
葉
』
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
　
新

居
社

中
村
幸
彦
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
　
三
十
四
　
洒
落
本
・
黄
表
紙
・
滑

稽
本
』
昭
和
五
十
三
年
二
月
　
角
川
書
店

山
岸
荷
葉
「
故
紅
葉
大
人
断
片
」
『
新
小
説
』
第
九
年
第
一
巻
　
明
治

三
十
七
年
一
月
一
日

紅
葉
は
、
俳
句
好
き
が
高
じ
て
『
俳
譜
新
潮
』
（
明
治
三
十
六
年
九
月
）

と
い
う
そ
れ
ま
で
の
自
作
の
句
を
含
む
秋
声
会
（
明
治
二
十
八
年
十
月

に
角
田
竹
冷
と
発
足
）
同
人
の
句
を
分
類
・
編
集
し
た
類
題
句
集
を
出

し
て
い
る
ほ
ど
、
俳
句
に
親
し
ん
で
い
た
。

村
岡
典
嗣
「
紅
葉
山
人
と
源
氏
物
語
」
（
『
増
訂
日
本
思
想
史
研
究
』
付

録
　
昭
和
十
五
年
十
月
　
岩
波
書
店
）
中
、
氏
所
蔵
の
紅
葉
自
筆
の
書

き
入
れ
本
に
よ
り
、
紅
葉
の
「
源
氏
物
語
」
に
対
す
る
興
味
を
知
る
こ

と
が
出
来
る
。
（
紅
葉
が
読
ん
だ
の
は
明
治
二
十
八
年
と
の
記
録
が
あ

る
）
ま
た
、
紅
葉
は
大
学
時
代
（
明
治
二
十
二
年
頃
）
に
も
一
『
源
氏

物
語
』
を
読
み
、
感
想
文
を
残
し
て
い
る
。

岡
保
生
『
尾
崎
紅
葉
の
生
涯
と
文
学
』
昭
和
四
十
三
年
十
月
　
明
治
書

院拙
稿
「
尾
崎
紅
葉
『
青
葡
萄
』
論
i
そ
の
描
写
法
に
つ
い
て
一
」

（『

n
O
痛
》
二
目
O
』
〈
o
一
．
。
。
　
平
成
十
一
年
三
月
　
九
州
大
学
大
学
院

比
較
社
会
文
化
研
究
科
比
較
文
化
研
究
会
）
、
「
明
治
二
十
年
代
末
期
の

紅
葉
作
品
1
『
青
葡
萄
』
か
ら
『
多
情
多
恨
』
へ
一
」
（
『
香
椎
潟
』

平
成
十
一
年
三
月
　
福
岡
女
子
大
学
国
文
学
会
）
を
参
照
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

田
山
花
袋
『
近
代
の
小
説
』
　
昭
和
十
三
年
十
一
月
掛
大
東
出
版
社
（
初

版
は
大
正
十
二
年
二
月
　
近
代
文
明
社
）

本
間
久
雄
『
新
訂
版
　
続
．
明
治
文
学
史
』
上
巻
（
昭
和
二
十
五
年
九
月

東
京
堂
）
で
、
「
微
に
入
り
細
に
亘
っ
て
ゐ
」
て
、
二
種
の
鬼
気
の
読

者
に
迫
る
も
の
が
あ
る
」
と
賞
賛
し
て
い
る
。

土
佐
亨
「
作
品
論
　
心
の
闇
　
そ
の
近
代
小
説
性
」
『
国
文
学
』
第
十
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十
　十十十

四一二＿＿

十
五

十十
七六

十十
九八

二
十

二
十
一

九
巻
第
三
号
　
昭
和
四
十
九
年
三
月

福
田
清
人
囎
改
訂
新
版
　
硯
友
社
の
文
学
運
動
』
昭
和
六
十
年
九
月

博
文
館
新
社
（
初
版
は
昭
和
八
年
二
月
に
藤
村
作
編
『
明
治
文
学
研
究
』

第
一
編
と
し
て
、
山
海
堂
出
版
部
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
）

注
六
に
同
じ
。

谷
崎
潤
一
郎
「
恋
愛
及
び
色
情
」
『
婦
人
公
論
』
昭
和
六
年
四
－
六
月

中
澤
臨
川
「
見
ぬ
恋
盲
ひ
の
恋
｝
『
山
比
古
』
第
八
号
　
明
治
三
十
五

年
十
二
月

『
読
売
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
七
月
五
日
付
の
『
伽
羅
枕
』
第
一
回
の

書
き
出
し
に
「
ま
た
し
て
も
女
物
語
」
と
あ
る
。
『
二
人
比
丘
尼
色
臓

悔
』
（
明
治
二
十
二
年
）
を
は
じ
め
、
紅
葉
の
作
品
に
は
、
女
性
の
生

き
様
を
描
く
も
の
が
多
い
。

注
六
に
同
じ
、

村
松
定
孝
「
紅
葉
の
中
の
愛
」
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
四
十
三
巻

第
五
号
　
昭
和
五
十
三
年
五
月

竹
田
青
嗣
『
恋
愛
論
』
一
九
九
三
・
六
・
十
　
作
品
社

高
田
衛
『
新
編
江
戸
幻
想
文
学
誌
』
平
成
十
二
年
六
月
　
ち
く
ま
学
芸

文
庫

注
八
に
同
じ
。

「
作
家
苦
心
談
」
（
『
新
著
月
刊
』
第
一
巻
第
三
号
　
明
治
三
十
年
六
月

三
日
）
に
よ
る
。
編
集
者
の
後
藤
宙
外
が
著
名
作
家
を
訪
問
し
て
創
作

の
苦
心
談
を
聞
く
と
い
う
企
画
に
よ
る
も
の
で
、
明
治
三
十
九
年
に
伊

原
青
々
園
・
後
藤
宙
外
編
『
唾
玉
集
』
（
明
治
三
十
九
年
九
月
　
春
陽

堂
）
に
一
括
収
録
さ
れ
た
。
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