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は
じ
め
に 

『
芋
粥
』
１

は
１
９
１
６
（
大
正
５
）
年
８
月
に
執
筆
、
発
表
さ

れ
た
。
芥
川
は
こ
の
年
２
４
歳
、
東
京
帝
国
大
学
の
卒
業
論
文
と
平

行
し
て
、『
鼻
』（
１
月
）、『
孤
独
地
獄
』（
２
月
）、『
父
』（
３
月
）、

『
酒
虫
』（
４
月
）、『
野
呂
松
人
形
』（
７
月
）、『
猿
』（
８
月
）、『
手

巾
』（
９
月
）、『
煙
草
と
悪
魔
』（
１
０
月
）
な
ど
を
書
い
て
い
る
。 

『
芋
粥
』
は
『
今
昔
物
語
』
２ 

第
二
十
六
巻
の
第
十
七
話
「
利
仁

の
将
軍
若
き
時
、
京
よ
り
敦
賀
に
五
位
を
将
て
行
き
た
る
語
」
お
よ

び
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
３

巻
一
の
一
八
「
利
仁
、
暑
預
粥
の
事
」
に

取
材
し
た
小
説
で
あ
り
、
筋
は
こ
れ
ら
の
原
説
話
に
負
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
冒
頭
は
か
な
り
異
な
る
。
原
説
話
が
利
仁
の
将
軍
の
紹
介

か
ら
始
ま
る
の
に
対
し
て
、
芥
川
は
『
芋
粥
』
を
、
摂
政
家
に
仕
え

る
侍
で
あ
る
五
位
の
紹
介
か
ら
始
め
る
。ま
た
五
位
の
紹
介
の
中
で
、

原
説
話
に
は
い
な
い
無
位
の
侍
と
い
う
人
物
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
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こ
の
若
者
は
短
く
紹
介
さ
れ
る
が
、
五
位
と
は
直
接
関
わ
ら
ぬ
ま
ま

そ
の
後
二
度
と
登
場
せ
ず
、
物
語
に
と
っ
て
は
不
要
に
思
え
る
。
た

だ
わ
れ
わ
れ
は
、『
芋
粥
』
と
同
じ
時
期
に
書
か
れ
た
他
の
芥
川
作
品

に
、
老
人
と
若
者
と
い
う
組
み
合
わ
せ
を
あ
ち
こ
ち
に
見
出
す
。
無

位
の
侍
の
役
割
を
理
解
す
る
に
は
、
他
の
作
品
に
見
ら
れ
る
老
人
と

若
者
の
関
係
を
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

原
説
話
と
は
異
な
る
こ
の
長
め
の
冒
頭
部
分
を
過
ぎ
る
と
、
物
語

は
『
今
昔
物
語
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
原
説
話
の
流
れ
に
沿
っ

て
動
き
始
め
る
。
原
説
話
の
筋
を
再
話
す
る
意
図
は
何
か
。
評
の
中

に
は
、
原
説
話
に
筋
を
借
り
た
こ
と
か
ら
「
か
な
り
独
創
性
の
薄
い

作
品
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
４

と
否
定
的
な
も
の
さ
え
あ
る
。

た
だ
原
説
話
に
倣
っ
た
後
半
で
も
、
物
語
の
中
心
は
利
仁
で
は
な
く

五
位
で
あ
る
。『
芋
粥
』
は
原
説
話
の
単
な
る
再
話
で
は
な
い
。『
芋

粥
』
解
釈
の
多
く
は
、
五
位
を
物
語
の
中
心
に
据
え
つ
つ
原
説
話
を

再
話
す
る
理
由
の
説
明
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
あ
え
て
整
理
す
る

と
、
五
位
の
心
境
の
説
明
に
重
き
を
置
く
も
の
と
、
五
位
と
利
仁
の

関
係
に
注
目
す
る
も
の
が
あ
る
。
前
者
で
は
、
五
位
の
「
あ
ま
り
早

く
芋
粥
に
あ
り
つ
き
た
く
な
い
」
の
よ
う
な
思
量
か
ら
、「
人
生
に
於

け
る
理
想
な
り
欲
望
な
り
は
、
達
せ
ら
れ
な
い
内
に
価
値
が
あ
る
の

で
、
そ
れ
が
達
せ
ら
れ
た
時
に
は
理
想
が
理
想
で
な
く
な
っ
て
し
ま

い
、
却
っ
て
幻
滅
を
感
じ
る
ば
か
り
だ
と
い
う
、
人
生
批
評
」
５

と

す
る
解
釈
が
比
較
的
初
期
か
ら
さ
れ
て
い
る
。
後
者
で
は
、
冒
頭
部

分
の
五
位
の
描
写
に
こ
そ
芥
川
の
本
意
が
あ
る
と
し
て
、「（
人
間
の

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
究
極
と
し
て
の
）
存
在
悪
を
か
か
え
こ
ん
だ
人
間
た

ち
の
か
ら
み
あ
う
〈
世
の
中
の
本
来
の
下
等
さ
〉
を
、
勝
ち
犬
の
恣

意
に
よ
っ
て
、
生
の
あ
か
し
を
奪
わ
れ
る
負
け
犬
の
悲
劇
に
託
し
て

描
い
て
い
る
」６ 

な
ど
、弱
者
と
し
て
の
五
位
に
注
目
す
る
。た
だ
、

い
ず
れ
の
立
場
に
せ
よ
、
無
位
の
侍
と
五
位
と
の
関
係
に
は
そ
れ
ほ

ど
着
目
し
て
い
な
い
。
無
位
の
侍
の
役
割
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
五
位
を
中
心
に
据
え
な
が
ら
原
説
話
を
再
話
す
る
別
の
理
由
が

見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。 

以
下
、
ま
ず
芥
川
の
独
創
で
あ
る
冒
頭
部
分
の
五
位
の
描
写
に
つ

い
て
検
討
す
る
。
五
位
の
越
前
下
り
と
い
う
筋
に
は
不
要
と
も
思
え

る
若
者
を
な
ぜ
芥
川
は
登
場
さ
せ
た
の
か
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
芥

川
の
他
作
品
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
検
討
す
る
。
続
い
て
原
説
話
を

踏
襲
し
た
物
語
の
後
半
に
芥
川
が
何
を
加
え
、
何
を
除
い
た
か
を
見
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る
。本
論
前
半
で
検
討
し
た
無
位
の
侍
の
役
割
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、

原
説
話
の
筋
書
き
を
た
ど
っ
た
後
半
部
分
に
も
別
の
意
味
が
見
え
て

く
る
か
も
し
れ
な
い
。『
芋
粥
』
を
は
じ
め
、
こ
の
時
期
の
芥
川
に
繰

り
返
さ
れ
る
老
人
と
若
者
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
、
原
説
話
に
依

拠
し
た
越
前
下
り
の
物
語
を
調
理
す
る
と
き
、
芥
川
が
何
を
意
識
し

て
い
た
か
、
先
の
検
討
を
考
慮
に
入
れ
て
問
い
直
す
こ
と
、
こ
の
二

点
が
本
論
の
目
的
な
の
で
あ
る
。 

 

Ⅰ 
 

無
位
の
侍 

五
位 

原
説
話
は
利
仁
の
将
軍
の
紹
介
か
ら
始
ま
る
の
に
対
し
て
、
芥
川

は
『
芋
粥
』
を
五
位
の
紹
介
か
ら
始
め
る
。
最
初
か
ら
１
１
番
目
の

「
芋
粥
の
物
語
の
目
的
な
の
で
あ
る
」
で
終
わ
る
段
落
ま
で
は
、
五

位
の
性
格
や
境
遇
の
描
写
で
あ
り
、
原
説
話
に
は
な
い
。
こ
の
描
写

に
つ
い
て
夏
目
漱
石
が
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。 

あ
れ
は
何
時
も
よ
り
骨
を
折
り
過
ぎ
ま
し
た
。
細
叙
絮
説
に
過

ぎ
ま
し
た
。然
し
其
所
に
君
の
偉
い
所
も
現
れ
て
い
ま
す
。（
中
略
）

物
語
り
類
は
（
西
洋
の
も
の
で
も
）
シ
ン
プ
ル
に
ナ
イ
ー
ヴ
な
点

に
面
白
味
が
伴
い
ま
す
。
惜
し
い
こ
と
に
君
は
そ
こ
を
塗
り
潰
し

て
ベ
タ
塗
り
蒔
絵
を
施
し
ま
し
た
。是
は
悪
い
結
果
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
芋
粥
の
命
令
が
下
っ
た
あ
と
は
非
常
に
出
来
が
よ
ろ
し
い
。

立
派
な
も
の
で
す
。
然
し
て
御
手
際
か
ら
云
う
と
首
尾
一
貫
し
て

い
る
の
だ
か
ら
文
句
を
つ
け
れ
ば
前
半
の
内
容
が
あ
れ
丈
の
労
力

に
値
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
帰
着
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
７ 

。 

と
こ
ろ
が
、
漱
石
が
批
判
し
た
む
し
ろ
冒
頭
部
分
に
こ
そ
、
芥
川

は
労
力
を
注
い
で
い
た
ら
し
い
。
字
数
で
は
全
体
の
ほ
ぼ
四
分
の
一

の
こ
の
部
分
に
９
日
ほ
ど
か
け
、
残
り
を
４
〜
５
日
で
仕
上
げ
て
い

る
８ 

。
漱
石
に
は
「
細
叙
絮
説
に
過
ぎ
」
た
、
と
批
判
さ
れ
た
前
半

部
に
こ
そ
、
芥
川
の
独
自
性
が
あ
る
し
力
を
注
い
だ
の
だ
ろ
う
。
確

か
に
、
五
位
の
描
写
は
原
説
話
に
比
べ
て
は
る
か
に
詳
し
い
。
時
間

を
か
け
た
か
ら
詳
し
く
な
っ
た
の
か
、
詳
し
く
書
く
必
要
が
あ
っ
た

か
ら
時
間
を
か
け
た
の
か
。 

詳
し
く
語
ら
れ
る
五
位
の
特
徴
を
整
理
す
る
と
、
次
の
３
つ
の
特

徴
に
収
斂
し
そ
う
で
あ
る
。
ま
ず
五
位
は
時
間
を
超
越
し
変
化
し
な
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い
こ
と
、
次
に
周
囲
は
五
位
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
五
位
自
身
も
周
囲
に
働
き
か
け
な
い
こ
と
の
３
点
で
あ
る
。 

誰
も
五
位
の
最
初
を
知
ら
な
い
。「
五
位
が
何
時
、
ど
う
し
て
摂
政

家
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
誰
も
知
ら
な
い
」。「
余
程
以
前
か

ら
、
同
じ
よ
う
な
色
の
褪
め
た
水
干
に
、
同
じ
よ
う
な
萎
々
し
た
烏

帽
子
」
で
、
誰
も
記
憶
に
な
い
昔
か
ら
同
じ
よ
う
な
姿
で
あ
る
。「
同

じ
よ
う
な
役
目
を
、
飽
き
ず
に
、
毎
日
、
繰
返
し
」、「
こ
の
男
に
若

い
時
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
」。
始
ま
り
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、

容
姿
に
変
化
が
な
く
、
日
々
の
動
き
も
な
い
。 

五
位
は
揶
揄
虐
待
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
存
在
を

認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
誰
も
五
位
に
注
意
も
払
わ
な
い
し
、
五
位
が

出
入
り
す
る
と
き
に
も
「
冷
淡
を
極
め
て
」
い
る
。
下
役
で
さ
え
「
五

位
が
な
に
か
云
い
つ
け
て
も
、
決
し
て
彼
等
同
士
の
雑
談
を
や
め
」

な
い
し
、
上
役
た
ち
は
、
用
が
足
り
な
い
と
「
鼻
で
哂
い
な
が
ら
、

急
に
後
ろ
を
向
い
て
し
ま
う
」。
五
位
は
空
気
の
よ
う
に
「
眼
を
遮
ら

な
い
」
存
在
で
あ
り
、
周
囲
に
存
在
を
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
五
位

は
、
周
囲
に
と
っ
て
見
え
な
い
存
在
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
周
囲

は
、
五
位
の
存
在
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て

い
る
。 

そ
し
て
、
五
位
自
身
も
周
囲
に
働
き
か
け
な
い
。
周
囲
の
対
応
に

「
腹
を
立
て
た
事
が
な
」
く
、「
こ
れ
ら
の
揶
揄
に
対
し
て
、
全
然
無

感
覚
で
」、「
顔
の
色
さ
え
変
え
」
ず
、
す
ま
し
て
い
る
。
と
い
っ
て

五
位
は
周
囲
に
対
し
て
寛
容
な
わ
け
で
は
な
い
。
子
供
に
舌
を
出
さ

れ
て
も
「
そ
ん
な
事
は
知
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
五
位
は
外
界
に
対

し
て
無
感
覚
な
の
で
あ
る
。 

長
い
冒
頭
部
分
で
語
ら
れ
る
五
位
の
特
徴
は
、
時
間
を
超
越
し
、

周
囲
に
は
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
五
位
自
身
も
周
囲
に
対
し
て

無
感
覚
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

老
人
と
若
者 

五
位
へ
の
無
視
と
揶
揄
が
語
ら
れ
る
長
い
冒
頭
部
分
の
中
で
異
質

な
存
在
は
、
丹
波
の
国
か
ら
来
た
、
ま
だ
柔
ら
か
い
口
髭
が
や
っ
と

鼻
の
下
に
生
え
か
か
っ
た
く
ら
い
若
い
、
無
位
の
侍
で
あ
る
。
無
位

の
侍
は
原
説
話
に
は
い
な
い
。
こ
の
無
位
の
侍
は
語
り
手
で
も
な
い

し
、
五
位
に
同
情
を
寄
せ
て
も
接
触
す
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
敦
賀

へ
の
旅
の
物
語
の
中
で
言
及
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
五
位
が
こ
の



無位の侍は五位に何を見たか 芥川龍之介の『芋粥』 5  

無
位
の
侍
の
目
に
全
く
別
人
と
映
る
よ
う
に
な
る
き
っ
か
け
は
は
っ

き
り
し
な
い
し
、
五
位
自
身
も
こ
ん
な
青
年
が
い
る
こ
と
を
認
識
し

て
さ
え
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。『
芋
粥
』
の
筋
書
き
に
は
、
無
位
の
侍

は
無
償
の
存
在
の
よ
う
に
見
え
る
。『
芋
粥
』
の
長
い
冒
頭
は
「
細
叙

絮
説
に
過
ぎ
」
て
い
る
の
に
、
さ
ら
に
不
要
な
登
場
人
物
を
導
入
し

て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
丹
波
か
ら
来
た
無
位
の
侍

は
導
入
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
。 

老
人
と
老
人
に
同
情
を
寄
せ
る
若
者
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、
こ

の
時
期
の
芥
川
に
多
い
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
は
、
同
じ
時
期
に
書
か

れ
た
『
猿
』、
少
し
前
に
書
か
れ
た
『
父
』、
そ
し
て
２
年
ほ
ど
あ
と

に
書
か
れ
た
『
毛
利
先
生
』（
１
９
１
８
（
大
正
７
）
年
１
２
月
）
に

も
見
い
だ
せ
る
９ 

。
こ
れ
ら
の
作
品
に
共
通
す
る
の
は
、
老
人
（
年

長
者
）
が
周
囲
に
軽
蔑
さ
れ
揶
揄
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
老
人
に
対

し
て
同
情
し
始
め
る
若
者
が
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
猿
』
で
は
、
若
い

海
軍
士
官
で
あ
る
「
私
」
は
、
副
長
の
慌
て
方
を
見
て
「
私
た
ち
は

皆
、
そ
れ
を
見
て
は
、
互
に
、
軽
蔑
の
眼
を
交
」
わ
す
が
、
そ
の
後

「
副
長
の
狼
狽
し
た
容
子
を
、
な
つ
か
し
く
思
」
う
。『
父
』
で
は
、

中
学
生
の
「
自
分
」
た
ち
が
、
上
野
駅
の
待
合
室
に
出
入
す
る
い
ろ

い
ろ
な
人
間
に
生
意
気
な
悪
口
を
加
え
て
い
る
う
ち
に
、
悪
口
を
言

う
能
勢
本
人
の
父
が
現
れ
る
。
能
勢
は
父
を
も
悪
口
の
対
象
に
し
、

皆
は
ふ
き
出
す
。
だ
が
「
自
分
」
ひ
と
り
は
、
天
井
の
明
り
取
り
か

ら
さ
し
た
光
の
帯
の
中
に
い
る
能
勢
の
父
を
笑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
毛
利
先
生
』
で
は
、「
自
分
」
を
含
め
た
中
学
生
た
ち
が
老
教
師
を

笑
う
。
生
徒
だ
け
で
な
く
若
い
丹
波
先
生
も
生
徒
た
ち
に
迎
合
し
、

毛
利
先
生
を
揶
揄
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
と
き
目
に
と
ま
っ
た
陽
の

光
の
中
に
佇
む
毛
利
先
生
の
姿
を「
自
分
」は
記
憶
し
、七
八
年
後
、

カ
フ
ェ
で
英
語
を
講
じ
続
け
る
毛
利
先
生
を
見
た
「
自
分
」
の
意
識

の
表
面
へ
温
情
が
浮
か
ん
で
く
る
。こ
の
よ
う
に
、老
人
を
揶
揄
し
、

そ
の
後
同
情
を
寄
せ
る
若
者
と
い
う
構
図
が
、
こ
の
時
期
の
芥
川
に

は
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
芥
川
に
と
っ
て
使
い
た
い
表
現
、
物
語
を

据
え
た
い
枠
組
み
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
老
人
を
意
地
悪
く
観
察
し
そ

の
後
共
感
を
寄
せ
る
若
者
と
い
う
構
図
で
、
芥
川
は
何
を
表
現
し
よ

う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。 

老
人
と
若
者
の
関
係
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
五
位
と

周
囲
が
互
い
に
無
関
心
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
老
人
と
若
者
も

互
い
に
没
交
渉
で
あ
る
。
若
者
の
当
初
の
反
発
は
老
人
の
言
動
へ
の
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反
発
で
は
な
い
。
若
者
が
一
方
的
に
老
人
を
軽
侮
す
る
。
無
位
の
侍

は
五
位
を
見
た
だ
け
で
五
位
に
話
し
か
け
ら
れ
た
り
、
視
線
を
交
わ

す
ほ
ど
の
接
触
も
な
い
。『
猿
』
の
若
い
見
習
士
官
た
ち
は
副
長
の
慌

て
よ
う
を
見
た
だ
け
で
あ
る
。
能
勢
の
父
は
自
分
た
ち
に
気
づ
い
て

い
る
素
振
り
も
見
せ
て
い
な
い
。毛
利
先
生
を
ひ
と
目
見
た
だ
け
で
、

生
徒
た
ち
の
笑
い
を
こ
ら
え
る
声
が
そ
こ
こ
こ
か
ら
起
こ
る
。ま
た
、

若
者
の
改
心
に
老
人
の
働
き
か
け
は
な
く
、
若
者
の
改
心
は
唐
突
で

あ
る
。「
い
け
ぬ
の
う
、
お
身
た
ち
は
」
と
言
う
声
を
聞
く
だ
け
で
、

無
位
の
侍
に
は
五
位
が
別
人
の
よ
う
に
見
え
だ
す
。
自
分
が
信
号
兵

に
か
け
た
「
貴
様
」
の
声
を
き
っ
か
け
に
、
見
習
士
官
の
「
私
」
は

副
長
を
見
直
す
こ
と
に
な
る
。
数
年
後
の
カ
フ
ェ
で
鏡
の
中
の
毛
利

先
生
を
見
る
だ
け
で
、
温
情
が
意
識
の
表
面
へ
浮
ん
で
来
る
。
ど
の

場
合
も
、若
者
を
改
心
さ
せ
る
理
由
は
老
人
側
に
は
な
い
。さ
ら
に
、

若
者
は
改
心
し
て
も
そ
の
こ
と
を
老
人
に
告
げ
る
こ
と
は
な
い
。
若

者
の
改
心
は
老
人
に
告
げ
ら
れ
ず
、
そ
の
後
の
関
係
に
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
も
な
い
。
無
位
の
侍
の
改
心
が
あ
っ
て
も
五
位
は
依
然
と
し

て
周
囲
の
軽
蔑
の
中
に
と
ど
ま
る
。「
私
」
は
、
副
長
の
狼
狽
し
た
様

子
を
な
つ
か
し
く
思
い
返
す
だ
け
で
あ
る
。「
自
分
」
は
、
時
間
表
の

前
に
佇
立
す
る
能
勢
の
父
親
に
声
を
か
け
な
い
。「
自
分
」
の
視
線
は

毛
利
先
生
と
出
会
う
の
だ
が
、
先
生
の
眼
の
中
に
は
、
か
つ
て
の
生

徒
に
遇
っ
た
と
気
づ
い
た
様
子
は
浮
か
ん
で
こ
な
い
。 

若
者
は
、
ま
ず
一
方
的
に
老
人
を
軽
蔑
し
、
あ
る
と
き
老
人
か
ら

の
働
き
か
け
な
ど
な
し
に
改
心
し
、
と
言
っ
て
改
心
が
あ
っ
て
も
若

者
は
そ
れ
を
老
人
に
態
度
で
示
す
こ
と
も
、
こ
と
ば
で
告
げ
る
こ
と

も
な
い
。
若
者
の
老
人
を
見
る
目
が
変
わ
っ
て
も
、
若
者
が
同
情
心

を
老
人
に
告
げ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
後
の
老
人
と
若
者
の
関
係
に

変
化
は
な
い
。
改
心
は
若
者
の
中
で
だ
け
起
き
る
。
こ
の
よ
う
な
理

由
が
不
明
な
若
者
の
改
心
を
、
芥
川
は
、
な
ぜ
こ
う
繰
り
返
し
て
語

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
改
心
が
書
か
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
と
い
う
も
の
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
不
明

な
ま
ま
に
置
か
れ
た
改
心
の
理
由
が
わ
か
れ
ば
、
芥
川
が
こ
の
老
人

と
若
者
の
組
み
合
わ
せ
を
繰
り
返
し
描
い
た
理
由
も
わ
か
る
か
も
し

れ
な
い
。 

 
「
人
間
」 

改
心
の
理
由
ら
し
き
も
の
が
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
。
芥
川
は
若
者
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の
改
心
の
理
由
を
、
老
人
に
「
人
間
」
を
発
見
し
た
か
ら
だ
、
と
言

う
。
無
位
の
侍
は
五
位
の
顔
に
「
人
間
」
が
覗
い
て
い
る
の
に
気
づ

い
た
。『
猿
』
の
見
習
士
官
の
「
私
」
は
、
副
長
が
「
同
じ
人
間
ら
し

い
同
情
を
持
っ
て
い
た
」
こ
と
に
気
づ
く
。「
自
分
」
は
、
毛
利
先
生

の
金
切
声
の
中
に
潜
ん
で
い
る
「
幾
百
万
の
悲
惨
な
人
間
の
声
」
を

聞
い
て
い
た
。「
自
分
」
は
能
勢
の
父
を
「
人
間
」
と
呼
び
は
し
な
い

が
、
横
顔
だ
け
見
て
、
そ
れ
が
能
勢
の
父
親
つ
ま
り
能
勢
の
同
類
だ

と
知
る
。
五
位
に
せ
よ
、
副
長
に
せ
よ
、
能
勢
の
父
に
せ
よ
、
毛
利

先
生
に
せ
よ
、
老
人
は
蔑
ま
れ
、
若
者
は
そ
こ
に
「
人
間
」
を
発
見

し
て
共
感
を
寄
せ
る
。「
人
間
」
へ
の
共
感
と
は
、
同
じ
人
類
、
同
類

と
し
て
の
共
感
で
は
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
人
間
」
の
何
に
共

鳴
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
人
間
」、「
人
間
ら
し
い
」
と
い
う
こ
と
ば

で
、
芥
川
は
何
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

中
村
真
一
郎
は
、
芥
川
の
「
人
間
」
を
大
正
初
期
の
人
道
的
風
潮

に
結
び
つ
け
て
解
説
す
る
。 

彼
は
大
正
初
期
に
新
た
に
興
っ
た
人
道
的
風
潮
の
な
か
に
人
と

な
っ
た
。
彼
の
文
学
は
、
人
間
を
「
人
間
ら
し
く
」
表
現
す
る
、

と
い
う
―
そ
し
て
実
は
、
繊
細
で
聡
明
で
、
感
じ
の
い
い
彼
の
眼

に
映
じ
る
ま
ま
に
表
現
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
そ
の
皮
肉
な

観
察
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
描
い
た
人
生
図
は
暖
か
く
懐
か
し

い
も
の
で
あ
り
、
作
者
の
素
直
な
人
柄
の
よ
さ
を
反
映
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
穏
や
か
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で

あ
る
１
０

。 

中
村
は
、「
人
間
ら
し
く
」
や
「
人
間
的
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
）」
を
、

「
繊
細
で
聡
明
で
、
感
じ
の
い
い
彼
の
眼
に
映
じ
る
ま
ま
」
描
写
す

る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
「
彼
の
描
い
た
人
生
図
は
暖
か
く
懐
か
し

い
も
の
で
あ
り
、
作
者
の
素
直
な
人
柄
の
よ
さ
を
反
映
し
た
も
の
で

あ
」
り
、「
そ
の
根
底
に
あ
る
の
」
が
「
穏
や
か
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。「
人
間
的
」
と
は
「
繊
細
で
聡
明
で
感

じ
の
い
い
、
暖
か
く
懐
か
し
い
、
素
直
な
人
柄
の
良
い
穏
や
か
さ
」

な
の
だ
と
い
う
。 

小
谷
瑛
輔
は
１
１

先
行
の
論
者
の
説
を
ま
と
め
て
「
人
間
」
を
描
く

と
い
う
こ
と
は
、
弱
者
に
共
感
す
る
こ
と
だ
と
す
る
。「「
人
間
」
と

い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
当
時
、
歴
史
物
に
お
い
て
共
通
し
て
登
場
人



田 島  俊 郎 8 

物
の
弱
さ
を
肯
定
す
る
時
に
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
」
っ
た
が
、「「
あ

く
ま
で
共
感
、
同
情
を
持
っ
て
描
く
」
必
要
が
あ
っ
た
」。
そ
し
て
、

こ
の
弱
さ
を
持
っ
た
人
物
の
内
面
を
共
感
的
に
描
く
こ
と
が
、
当
時

の
文
壇
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
り
、
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
ど
う
切
り
結

ぶ
か
が
、
芥
川
作
品
な
の
だ
と
言
う
。 

い
ず
れ
も
「
人
間
」
へ
の
共
感
を
、
同
じ
種
、
同
じ
類
へ
の
共
感

と
み
な
し
て
い
る
。
し
か
し
括
弧
書
き
の
「
人
間
」
へ
の
共
感
を
、

「
繊
細
さ
へ
の
共
感
」「
聡
明
さ
へ
の
共
感
」「
素
直
さ
へ
の
共
感
」

「
人
柄
の
よ
さ
へ
の
共
感
」「
弱
さ
へ
の
共
感
」
と
言
い
換
え
て
い
く

こ
と
に
は
同
意
し
に
く
い
。
形
容
に
よ
っ
て
「
人
間
」
の
意
味
範
囲

を
狭
め
て
い
く
と
、
共
感
に
値
す
る
「
人
間
」
は
狭
い
領
域
に
押
し

込
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
修
飾
語
な
し
で
括
弧
書
き
の
「
人
間
」
を
定

義
す
る
の
に
、
人
間
社
会
内
の
上
下
や
強
弱
や
軽
重
や
善
悪
や
賢
愚

と
い
っ
た
内
部
の
尺
度
を
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。あ
る
種
、

あ
る
類
の
定
義
は
、「
芥
川
の
描
く
「
人
間
」
は
弱
い
」
と
い
う
よ
う

な
特
称
判
断
を
重
ね
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、「
人
間
と
は
〇
〇

で
あ
る
」
と
全
称
判
断
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 

あ
る
語
の
総
体
と
し
て
の
定
義
を
明
確
に
す
る
に
は
、
そ
の
語
の

対
義
語
を
考
え
て
み
れ
ば
良
い
。「
人
間
と
は
△
△
で
は
な
い
も
の
」

と
対
立
す
る
語
を
探
そ
う
。
人
間
と
対
立
す
る
も
の
と
の
差
異
を
探

せ
ば
、
芥
川
が
想
定
す
る
「
人
間
」
と
は
何
か
が
明
確
に
な
る
だ
ろ

う
。
も
っ
と
も
、「
人
間
」
に
対
立
す
る
も
の
は
そ
う
多
く
は
な
い
。

せ
い
ぜ
い
「
動
物
」
か
「
神
」
だ
ろ
う
か
。 

 

動
物 

「
猿
は
懲
罰
を
ゆ
る
さ
れ
て
も
、
人
間
は
ゆ
る
さ
れ
ま
せ
ん
」
と

い
う
『
猿
』
の
幕
切
れ
は
、
人
間
と
動
物
を
対
立
さ
せ
て
い
る
よ
う

に
見
せ
る
。
し
か
し
「
人
間
」
を
「
動
物
で
は
な
い
も
の
」
と
定
義

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
だ
。
老
人
た
ち
は
多
く
動
物
に
た
と
え

ら
れ
る
。
侍
所
に
い
る
連
中
は
五
位
に
対
し
て
「
殆
ど
蠅
ほ
ど
の
注

意
も
」
払
わ
な
い
し
、
五
位
は
周
囲
の
軽
蔑
の
中
に
「
犬
の
よ
う
な

生
活
を
続
け
て
行
」
く
こ
と
に
な
る
。
利
仁
に
声
を
か
け
ら
れ
た
と

き
五
位
は
「
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
犬
」
に
た
と
え
ら
れ
「
た
ま
に
肉

を
貰
つ
て
も
容
易
に
よ
り
つ
か
な
い
」。子
供
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る

尨
犬
に
同
情
を
寄
せ
る
が
、
こ
の
犬
も
い
ず
れ
「
飼
主
の
な
い
尨
犬

の
よ
う
に
、
朱
雀
大
路
を
う
ろ
つ
い
て
歩
く
」
と
形
容
の
種
に
な
る
。
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「
人
間
に
、
言
語
が
あ
る
の
」
だ
か
ら
、
こ
と
ば
を
か
け
ず
、「
鼻
で

哂
い
な
が
ら
、
急
に
後
ろ
を
向
い
て
し
ま
う
」
上
役
た
ち
は
五
位
を

動
物
扱
い
１
２

し
て
い
る
。
毛
利
先
生
も
や
は
り
動
物
に
た
と
え
ら
れ

る
。
最
初
に
見
た
毛
利
先
生
は
「
縁
日
の
見
世
物
に
出
る
蜘
蛛
男
と

云
う
も
の
を
連
想
さ
せ
た
」
し
、
毛
利
先
生
は
「
ま
る
で
日
の
光
を

貪
っ
て
い
る
冬
蠅
か
何
か
の
よ
う
に
、
じ
っ
と
石
段
の
上
に
佇
」
ん

だ
り
す
る
。
父
は
動
物
に
は
た
と
え
ら
れ
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
ロ
ン

ド
ン
乞
食
と
名
付
け
ら
れ
る
し
、「
自
分
」
は
ポ
ン
プ
と
形
容
す
る
。

『
猿
』
の
猿
は
猿
で
は
な
く
、
奈
良
島
と
い
う
通
信
兵
の
た
と
え
で

あ
る
。 

人
間
は
動
物
と
対
立
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
無
位
の
侍
や

自
分
た
ち
は
、
五
位
や
毛
利
先
生
に
動
物
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
の

「
人
間
」
を
見
て
改
心
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
老
人
た
ち
は
動
物
的

で
も
あ
り
人
間
的
で
も
あ
る
。芥
川
に
と
っ
て
、「
動
物
」は「
人
間
」

の
対
義
語
で
は
な
く
類
義
語
で
あ
る
。
芥
川
自
身
い
ず
れ
『
侏
儒
の

言
葉
』（
１
９
２
７
（
昭
和
２
）
年
）
で
、
そ
う
定
義
す
る
。「
人
間

的
な
、
余
り
に
人
間
的
な
も
の
は
大
抵
は
確
か
に
動
物
的
で
あ
る
」。 

 

神 「
人
間
」
に
対
立
す
る
の
は
「
神
」
だ
ろ
う
。
絶
対
的
な
神
が
存

在
し
な
く
な
っ
て
久
し
い
近
代
以
降
、
そ
も
そ
も
絶
対
的
な
神
が
存

在
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
日
本
で
、「
人
間
」
を
「
神
」
と
対
置
さ
せ

る
の
は
場
違
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
王
朝
時
代
を
舞
台
に
す
る
作
品

を
解
釈
す
る
の
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
枠
組
み
を
借

り
て
、
人
間
を
神
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
の
は
無
理
が

あ
る
だ
ろ
う
か
。
だ
が
芥
川
自
身
は
の
ち
に
、
人
間
を
絶
対
的
存
在

と
し
て
の
神
と
対
立
さ
せ
て
定
義
し
て
い
る
。『
侏
儒
の
言
葉
』に
は
、

「
我
我
人
間
の
特
色
は
神
の
決
し
て
犯
さ
な
い
過
失
を
犯
す
と
云
う

こ
と
で
あ
る
」
と
、
神
を
人
間
と
対
立
さ
せ
る
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
が
見

え
る
。
さ
ら
に
、「
偶
然
即
ち
神
と
闘
う
も
の
は
常
に
神
秘
的
威
厳
に

満
ち
て
い
る
」
や
、「
ま
こ
と
に
自
由
を
眺
め
る
こ
と
は
直
ち
に
神
々

の
顔
を
見
る
こ
と
で
あ
る
」
な
ど
、
神
を
全
称
命
題
で
定
義
し
て
い

く
。
す
な
わ
ち
、「
神
」
と
は
、
無
謬
で
あ
り
、
全
能
で
あ
り
、
全
智

で
あ
る
。「
人
間
」
を
神
で
は
な
い
と
定
義
す
る
こ
と
は
、
人
間
は
過

ち
を
犯
し
、運
命
を
制
御
で
き
ず
、運
命
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

と
定
義
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
神
の
重
要
な
属
性
は
不
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死
、
不
滅
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
神
の
不
死
、
不
滅
に
つ
い
て
、
芥

川
は
皮
肉
に
定
義
す
る
「
あ
ら
ゆ
る
神
の
属
性
中
、
最
も
神
の
為
に

同
情
す
る
の
は
神
に
は
自
殺
の
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
」。人
間
を
神

で
は
な
い
と
定
義
す
る
こ
と
は
、
人
間
に
は
神
に
は
で
き
な
い
自
殺

が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
死
す
べ
き
も
の
滅
び
る
も
の
と

定
義
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

死 『
芋
粥
』
や
『
猿
』
で
「
人
間
」
を
強
調
す
る
と
き
、
人
間
の
属

性
の
う
ち
「
死
す
べ
き
も
の
」
が
意
識
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
ギ
リ

シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
期
以
来
、
神
の
形
容
は
「
不
死
、
不
滅
」

(ἀθᾰνᾰτος, im
m

ortalis, im
m

ortel, im
m

ortal)

で
あ
り
、
逆
に
人
間

の
形
容
と
し
て
は
「
死
す
べ
き
も
の
（θνητός , m

ortalis, m
ortel, 

m
ortal

）」
が
ク
リ
ッ
シ
ェ
で
あ
る
こ
と
は
、
芥
川
に
は
当
然
意
識
さ

れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
若
者
が
「
人
間
」
を
見
出
し
た
と
言
う
と
き
、

死
す
べ
き
も
の
、
滅
び
つ
つ
あ
る
も
の
を
見
出
し
た
、
と
言
い
換
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。 

芥
川
の
作
品
は
死
で
満
ち
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
作
品

の
中
に
も
、
死
は
常
に
あ
る
。『
父
』
は
友
人
を
亡
く
し
て
悼
辞
を
読

む
話
で
あ
り
、『
猿
』
は
窃
盗
犯
の
自
殺
を
阻
止
す
る
物
語
で
あ
る
。

『
手
巾
』
は
息
子
の
死
の
悲
し
み
に
耐
え
る
母
の
物
語
で
あ
り
、『
煙

草
と
悪
魔
』は
悪
魔
と
死
を
賭
し
て
取
引
す
る
牛
商
人
の
話
で
あ
る
。 

死
は
も
っ
と
前
、
芥
川
が
文
学
実
践
を
始
め
た
当
初
か
ら
い
た
。

２
年
前
に
書
か
れ
た
戯
曲
『
青
年
と
死
』（
１
９
１
４
（
大
正
３
）
年

８
月
）
で
は
、
青
年
が
死
と
対
話
す
る
。
青
年
は
「
死
を
予
期
し
な

い
快
楽
ぐ
ら
い
、
無
意
味
な
も
の
は
な
」
と
い
う
の
だ
が
、
死
は
自

己
を
、「
す
べ
て
を
亡
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
を
生
む
も
の
」

と
規
定
し
、
青
年
に
は
「
お
前
は
す
べ
て
の
母
な
る
己
を
忘
れ
て
い

た
」
と
、
死
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。『
ひ
ょ
っ

と
こ
』（
１
９
１
４
（
大
正
３
）
年
１
２
月
）
で
は
、
死
は
語
ら
れ
て

も
若
者
は
出
て
こ
な
い
。
だ
が
、
江
戸
情
緒
に
場
違
い
な
古
代
ロ
ー

マ
の
神Janus

へ
の
言
及
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。January

の
語
源
に
な
る

神
の
名
だ
が
、
新
し
い
年
と
古
い
年
を
結
ぶ
神
で
あ
っ
て
、
死
と
再

生
を
体
現
す
る
神
で
あ
る
。一
年
ほ
ど
前
の『
仙
人
』（
１
９
１
５（
大

正
４
）
年
７
月
）
で
は
、
老
人
は
紙
銭
（
冥
銭
）
か
ら
出
て
く
る
の

だ
か
ら
死
そ
の
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
若
い
李
小
二
は
、
最
初
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「
こ
の
老
道
士
に
比
べ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
、
自
分
の
方
が
、
生

活
上
の
優
者
で
あ
る
と
考
え
」、
老
人
に
優
越
感
を
感
じ
る
。
し
か
し

そ
の
後
改
心
し
、「
優
者
で
あ
る
と
云
う
事
が
、
何
と
な
く
こ
の
老
人

に
対
し
て
済
ま
な
い
よ
う
な
心
も
ち
」を
感
じ
始
め
る
。芥
川
は「
人

間
死
す
る
あ
り
、
以
っ
て
生
く
る
を
知
る
」
と
引
用
し
て
話
を
終
え

る
。『
鼻
』
で
は
死
は
語
ら
れ
な
い
。
し
か
し
禅
智
内
供
の
鼻
が
被
っ

た
災
厄
は
殺
戮
で
は
な
い
か
。
鼻
は
茹
で
ら
れ
、
踏
ま
れ
、
脂
を
鑷

子
で
抜
か
れ
る
。
鼻
は
死
ぬ
ほ
ど
痛
め
つ
け
ら
れ
て
短
く
な
る
。
と

こ
ろ
が
鼻
は
長
く
再
生
す
る
。
こ
こ
に
も
死
と
生
の
近
さ
が
語
ら
れ

て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
。 

進
藤
純
孝
は
、
芥
川
が
若
年
か
ら
死
に
取
り
憑
か
れ
て
い
た
と
言

う
。「
お
そ
ら
く
芥
川
は
、
一
高
時
代
に
も
、
美
少
年
な
が
ら
、
年
に

も
似
合
わ
ぬ
老
成
の
影
を
と
ど
め
て
い
た
の
違
い
な
く
、
そ
れ
は
、

「
唯
静
か
に
老
い
朽
ち
た
い
」
と
い
っ
た
彼
の
精
神
生
活
の
か
げ
り

が
、若
い
相
貌
を
よ
ぎ
っ
て
い
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）生
と
死
、

青
年
と
老
年
の
二
つ
の
極
の
間
に
、
人
生
の
万
法
を
捉
え
よ
う
と
し

な
が
ら
、
芥
川
は
、
い
つ
か
人
生
の
万
法
が
、
死
を
め
ぐ
っ
て
、
あ

る
い
は
老
年
を
中
心
に
編
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
」
１
３

。
芥
川
に
と
っ
て
、
生
と
死
の
対
立
は
青
年
と
老

年
の
対
立
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
対
立
に
お
い
て
主
に
な
る
の

は
死
で
あ
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。 

死
す
べ
き
も
の
、
と
は
生
物
と
し
て
の
人
間
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
い
。『
芋
粥
』と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た『
野
呂
松
人
形
』で
も
、

滅
び
ゆ
く
も
の
へ
の
愛
惜
と
い
う
主
題
が
変
調
し
て
語
ら
れ
る
。
野

呂
松
人
形
の
公
演
に
招
か
れ
た
「
僕
」
は
、
大
学
の
制
服
を
着
て
出

か
け
る
。
そ
れ
は
「
袴
だ
と
、
拘
泥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
繁
雑

な
日
本
の étiquette

も
、
ズ
ボ
ン
だ
と
、
し
ば
し
ば
、
大
目
に
見
ら

れ
や
す
い
。
僕
の
よ
う
な
、
礼
節
に
な
れ
な
い
人
間
に
は
、
至
極
便

利
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
日
本
の
古
い
礼
儀
作
法
が
繁
雑
と

し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
日
本
人
作
家
が
日
本
の
礼
儀
作
法
に
つ
い

て
語
る
の
に
、étiquette

と
わ
ざ
わ
ざ
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
き
込
む
こ

と
で
、
他
者
性
を
さ
ら
に
強
調
し
て
い
る
。
日
本
のétiquette

も
否

定
す
る
「
僕
」
は
公
演
を
楽
し
ま
ず
、「
人
形
に
対
し
て
、
再
び
、

étranger

の
感
を
深
く
」
持
つ
。
し
か
し
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス

の
一
節
を
思
い
出
し
て
、
若
か
ろ
う
新
し
か
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
自

分
た
ち
の
営
み
さ
え
も
い
ず
れ
、
生
を
失
っ
て
い
く
こ
と
を
予
感
す
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る
。「
僕
た
ち
の
書
い
て
い
る
小
説
も
、
い
つ
か
こ
の
野
呂
松
人
形
の

よ
う
に
な
る
時
が
来
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
」。
滅
び
つ
つ
あ
る
、
死
に

つ
つ
あ
る
芸
能
を
見
て
、
自
分
た
ち
の
若
い
営
み
も
滅
び
を
避
け
ら

れ
な
い
こ
と
、étranger

で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
思
い
至
る
。「
僕
」

は
古
い
礼
儀
作
法
を
否
定
し
、
生
気
を
失
っ
た
古
い
芸
能
を
蔑
み
、

そ
の
後
、
自
分
た
ち
の
活
動
も
同
じ
だ
と
感
じ
始
め
る
。
人
間
そ
の

も
の
に
限
ら
ず
、
人
間
の
営
み
も
す
べ
て
死
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る

と
い
う
感
慨
が
語
ら
れ
る
。 

芥
川
は
最
若
年
の
頃
か
ら
死
へ
の
嗜
好
を
隠
さ
な
い
。
芥
川
が
描

く
老
人
は
、
死
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
死
に
近
い
も
の
、
滅
び
に
近

い
も
の
の
比
喩
で
あ
る
。
老
人
に
「
人
間
」
が
覗
き
見
え
る
と
は
、

若
い
存
在
も
、
永
遠
で
は
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
衰
え
滅
び

か
か
っ
て
い
る
存
在
と
同
類
な
の
だ
と
、
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。

死
か
ら
目
を
そ
ら
し
つ
つ
死
に
魅
入
ら
れ
る
、
こ
う
い
っ
た
相
反
す

る
感
情
が
、
若
者
の
老
人
に
対
す
る
態
度
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い

る
。 先

に
五
位
の
特
徴
を
整
理
し
た
。
五
位
は
時
間
を
超
越
し
、
周
囲

は
五
位
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
五
位
自
身
も
周
囲
に
対
し
て
無
感
覚
で

あ
る
。
死
と
は
永
遠
で
あ
り
、
生
者
は
死
を
直
視
せ
ず
、
死
も
生
者

に
答
え
る
こ
と
は
な
い
。
芥
川
は
五
位
を
死
の
比
喩
と
し
て
造
形
し

た
。
そ
し
て
無
位
の
侍
は
、
五
位
は
死
の
比
喩
で
あ
る
、
と
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
物
語
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
た
。
比
喩
は
比
喩
と
認
識

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
真
意
を
容
易
に
見
抜
か
れ
て
も
つ
ま

ら
な
い
。
そ
こ
で
芥
川
は
、
五
位
を
描
く
の
に
「
塗
り
潰
し
て
ベ
タ

塗
り
の
蒔
絵
」
を
施
し
た
の
だ
ろ
う
１
４

。 

老
人
と
若
者
の
組
み
合
わ
せ
を
語
る
と
い
う
意
味
で
、『
芋
粥
』は
、

『
猿
』
や
『
父
』
や
『
毛
利
先
生
』
そ
し
て
『
野
呂
松
人
形
』
と
同

系
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
『
芋
粥
』
が
、
こ
れ
ら
の
物
語
と
異

な
る
点
が
あ
る
。
他
の
物
語
で
は
、
若
者
が
老
人
に
同
情
を
寄
せ
始

め
る
瞬
間
に
物
語
の
頂
点
が
あ
る
。
自
分
も
死
に
向
か
い
つ
つ
あ
る

存
在
だ
と
若
者
が
認
識
す
る
こ
と
１
５

が
物
語
の
結
び
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
物
語
は
、
老
人
を
同
類
と
認
識
す
る
若
者
の
物
語
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、『
芋
粥
』
で
は
無
位
の
侍
は
そ
の
ま
ま
姿
を
消
す
。
五
位
は

無
位
の
侍
な
ど
認
識
し
な
い
ま
ま
、
物
語
の
後
半
敦
賀
に
向
か
っ
て

旅
を
続
け
る
。『
芋
粥
』
は
死
を
発
見
す
る
若
者
の
物
語
で
は
な
い
。

あ
く
ま
で
五
位
の
物
語
で
あ
る
。 
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五
位
が
死
あ
る
い
は
滅
び
る
べ
き
も
の
の
比
喩
だ
と
す
る
と
、『
芋

粥
』
は
、
死
者
で
あ
る
五
位
の
物
語
と
し
て
読
み
直
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
か
。
五
位
の
敦
賀
へ
の
道
行
き
は
単
な
る
旅
で
は
な
く
、
死

出
の
旅
の
比
喩
と
し
て
読
み
直
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。『
蜘
蛛
の

糸
』（
１
９
１
８
（
大
正
７
）
４
月
）
や
『
馬
の
脚
』（
１
９
２
５
（
大

正
１
４
）
年
１
月
）
な
ど
、
死
後
の
物
語
は
芥
川
に
と
っ
て
珍
し
い

こ
と
で
は
な
い
。
生
の
苦
し
み
を
死
後
の
世
界
に
仮
託
し
て
描
く
作

家
が
、
死
後
の
責
め
苦
を
生
の
描
写
に
投
影
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な

い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

 

Ⅱ 

五
位 

『
芋
粥
』
の
後
半
は
『
今
昔
物
語
』
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
原

説
話
を
踏
襲
し
て
い
る
の
だ
が
、
芥
川
が
削
除
し
た
部
分
と
付
け
加

え
た
部
分
が
あ
る
。削
除
し
て
い
る
の
は
利
仁
の
舅
の
有
仁
の
接
待
、

夜
伽
の
女
、
一
月
ほ
ど
敦
賀
に
滞
在
し
て
土
産
を
持
っ
て
の
京
へ
の

帰
還
、
そ
し
て
最
後
の
五
位
の
幸
運
に
つ
い
て
の
語
り
手
の
感
想
で

あ
る
。
逆
に
芥
川
が
付
け
加
え
た
の
は
、
加
茂
川
の
河
原
、
湖
西
の

薄
原
、
心
細
く
念
じ
る
観
音
経
、
狐
を
放
し
た
あ
と
の
阿
諛
、
芋
粥

を
食
べ
る
の
を
先
延
ば
し
に
し
た
い
と
い
っ
た
心
中
、
芋
粥
を
調
理

す
る
朝
の
喧
騒
、狐
が
浴
び
る
朝
日
、五
位
の
く
さ
め
な
ど
で
あ
る
。

舅
や
夜
伽
の
女
と
い
う
他
者
と
の
か
か
わ
り
が
削
ら
れ
、
風
景
と
五

位
の
心
中
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
五
位
と
他
者
と

の
交
流
は
薄
れ
、
五
位
は
沈
黙
し
て
い
く
。 

 

観
音
経 

『
今
昔
物
語
』
で
は
「
河
原
様
に
打
出
て
行
」
き
「
河
原
打
過
て

粟
田
口
に
懸
る
」
と
の
み
あ
る
描
写
が
、『
芋
粥
』
で
は
詳
細
に
描
写

さ
れ
る
。「
加
茂
川
の
河
原
に
沿
っ
て
、
粟
田
口
へ
通
う
街
道
を
、
静

に
馬
を
進
め
て
ゆ
く
二
人
の
男
が
あ
っ
た
」
か
ら
始
ま
り
、「
冬
と
は

云
い
な
が
ら
、
物
静
に
晴
れ
た
日
で
、
白
け
た
河
原
の
石
の
間
、
潺

湲
た
る
水
の
辺
に
立
枯
れ
て
い
る
蓬
の
葉
を
、ゆ
す
る
程
の
風
も
な
」

い
中
、「
ま
ば
ゆ
く
日
に
き
ら
め
か
せ
な
が
ら
鞭
を
も
加
え
ず
悠
々
と
、

粟
田
口
を
指
し
て
行
く
の
で
あ
る
」
の
２
段
落
の
描
写
に
膨
ら
ま
さ

れ
て
い
る
。
冬
枯
れ
の
荒
涼
さ
を
描
写
し
た
い
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、

な
ぜ
こ
こ
で
河
原
に
沿
っ
て
進
む
の
だ
ろ
う
。
地
図
を
見
れ
ば
、
三

条
か
ら
粟
田
口
へ
は
加
茂
川
を
直
角
に
渡
る
の
で
あ
っ
て
「
河
原
に
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沿
っ
て
」
は
い
な
い
の
に
。 

五
位
の
旅
路
を
死
出
の
旅
と
考
え
る
の
な
ら
、
旅
立
ち
の
最
初
の

河
原
を
歩
く
描
写
は
、
賽
の
河
原
や
三
途
の
川
な
ど
死
の
旅
立
ち
の

比
喩
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
賽
の
河
原
は
、
仏
典
に
典
拠
は
な
く
日

本
中
世
に
お
こ
っ
た
俗
信
で
、
そ
の
由
来
は
、『
法
華
経
』
第
２
品
、

方
便
品
（
ほ
う
べ
ん
ぼ
ん
）
の
、
童
子
が
戯
れ
に
砂
で
塔
を
つ
く
っ

て
も
功
徳
が
あ
る
と
説
く
偈
１
６

に
あ
る
と
い
う
。『
芋
粥
』
の
河
原

の
描
写
を
、
仏
教
伝
承
や
俗
信
と
関
連
さ
せ
る
必
要
は
な
い
か
も
知

れ
な
い
が
、
し
ば
ら
く
あ
と
で
、『
芋
粥
』
の
語
り
手
が
賽
の
河
原
の

俗
信
の
起
源
と
さ
れ
る
『
法
華
経
』
に
言
及
す
る
こ
と
は
指
摘
し
よ

う
。 五

位
は
「
う
ろ
覚
え
の
観
音
経
を
口
の
中
に
念
じ
念
」
じ
る
。「
観

音
経
」
と
は
『
法
華
経
』
第
２
５
品
、
観
世
音
菩
薩
普
門
品
（
か
ん

ぜ
お
ん
ぼ
さ
つ
ふ
も
ん
ぼ
ん
）
の
通
称
で
あ
る
。
原
説
話
に
は
観
音

経
へ
の
言
及
は
な
い
。
五
位
は
「
往
来
の
旅
人
が
、
盗
賊
の
為
に
殺

さ
れ
た
と
云
う
噂
」
を
思
い
出
し
な
が
ら
、「
或
値
怨
賊
繞 

各
執
刀

加
害 

念
彼
觀
音
力 

咸
即
起
慈
心
（
或
い
は
怨
賊
の
か
こ
み
て
、

お
の
お
の
刀
を
執
り
て
害
を
加
う
る
に
あ
わ
ん
に
、
彼
の
観
音
の
力

を
念
ぜ
ば
、
こ
と
ご
と
く
た
だ
ち
に
慈
の
心
を
起
さ
ん
。）」
１
７

と
で

も
唱
え
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
芥
川
が
原
説
話
に
は
な
い
観
音
経
を

付
け
加
え
て
い
る
の
は
、
読
経
の
功
徳
を
五
位
に
与
え
る
た
め
だ
け

で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
観
音
経
の
偈
に
は
、
他
に
「
假
使
興
害

意 

推
落
大
火
坑
（
た
と
い
、
そ
こ
の
う
意
を
興
し
て
、
大
い
な
る

火
坑
に
推
し
落
と
さ
ん
も
）」
１
８

や
「
或
遇
惡
羅
刹 

毒
龍
諸
鬼
等

（
あ
る
い
は
悪
し
き
羅
刹
・
毒
竜
、も
ろ
も
ろ
の
鬼
等
に
あ
わ
ん
に
）」

１
９

、「
種
種
諸
惡
趣 

地
獄
鬼
畜
生 

生
老
病
死
苦
（
種
々
の
も
ろ

も
ろ
の
悪
趣
、
す
な
わ
ち
地
獄
・
鬼
・
畜
生
と
生
老
病
死
の
苦
）」
２
０

な
ど
の
災
難
・
苦
悩
が
並
べ
ら
れ
る
。
五
位
は
、
荒
涼
と
し
た
周
囲

の
原
野
を
眺
め
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
災
難
を
も
思
い
浮
か
べ
て
い

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
先
の
『
法
華
経
』
方
便
品
の
「
童

子
戲 

聚
沙
爲
佛
塔
」を
も
思
い
起
こ
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 

調
理 

芥
川
が
多
く
を
付
け
加
え
た
の
は
、
芋
粥
を
調
理
す
る
朝
の
様
子

で
あ
る
。『
今
昔
物
語
』
で
は
、 
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斛
納
釜
共
五
つ
六
ほ
ど
掻
き
持
て
来
て
、
俄
に
杭
共
を
打
ち
て

据
へ
渡
し
つ
つ
、
何
の
料
ぞ
と
見
る
程
に
、
白
き
布
の
襖
と
云
物

着
て
、
中
帯
し
て
、
若
や
か
に
穢
気
無
き
下
衆
女
共
の
、
白
く
新

し
き
桶
に
水
を
入
て
持
来
て
、
此
釜
共
に
入
る
。
何
ぞ
の
湯
涌
す

ぞ
と
見
れ
ば
、
此
水
と
見
る
は
味
煎
也
け
り
。 

と
あ
る
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
芥
川
は
こ

の
場
を
二
倍
以
上
の
長
さ
に
増
し
、
別
の
要
素
を
付
け
加
え
る
。 

広
庭
の
所
々
に
は
、
新
し
く
打
っ
た
ら
し
い
杭
の
上
に
五
斛
納

釜
を
五
つ
六
つ
、
か
け
連
ね
て
、
白
い
布
の
襖
を
着
た
若
い
下
司

女
が
、
何
十
人
と
な
く
、
そ
の
ま
わ
り
に
動
い
て
い
る
。
火
を
焚

き
つ
け
る
も
の
、
灰
を
掻
く
も
の
、
或
は
、
新
し
い
白
木
の
桶
に
、

「
あ
ま
づ
ら
み
せ
ん
」
を
汲
ん
で
釜
の
中
へ
入
れ
る
も
の
、
皆
芋

粥
を
つ
く
る
準
備
で
、
眼
の
ま
わ
る
程
忙
し
い
。
釜
の
下
か
ら
上

る
煙
と
、
釜
の
中
か
ら
湧
く
湯
気
と
が
、
ま
だ
消
え
残
っ
て
い
る

明
方
の
靄
と
一
つ
に
な
っ
て
、
広
庭
一
面
、
は
っ
き
り
物
も
見
定

め
ら
れ
な
い
程
、灰
色
の
も
の
が
罩
め
た
中
で
、赤
い
の
は
、烈
々

と
燃
え
上
る
釜
の
下
の
焔
ば
か
り
、
眼
に
見
る
も
の
、
耳
に
聞
く

も
の
こ
と
ご
と
く
、
戦
場
か
火
事
場
へ
で
も
行
っ
た
よ
う
な
騒
ぎ

で
あ
る
。 

原
説
話
で
は
、「
若
や
か
」、「
穢
気
無
き
」、「
白
く
新
し
き
桶
に
水
」

と
清
浄
さ
が
目
立
つ
の
だ
が
、『
芋
粥
』
で
は
清
浄
さ
よ
り
も
喧
騒
が

強
調
さ
れ
る
。
清
浄
さ
が
や
や
後
景
に
退
い
て
、
人
々
の
動
き
と
、

火
、
灰
、
煙
、
湯
気
、
靄
、
釜
の
下
で
烈
々
と
燃
え
る
赤
い
焔
が
加

え
ら
れ
、
こ
れ
を
「
戦
場
か
火
事
場
」
と
形
容
し
て
い
る
。
光
と
靄

と
喧
騒
と
は
、
上
野
駅
で
佇
む
能
勢
の
父
の
描
写
に
似
て
い
る
よ
う

な
気
も
す
る
。 

幅
の
狭
い
光
の
帯
が
高
い
天
井
の
明
り
取
り
か
ら
、
茫
と
斜
め

に
さ
し
て
い
る
。
能
勢
の
父
親
は
、
丁
度
そ
の
光
の
帯
の
中
に
い

た
。
―
周
囲
で
は
、
す
べ
て
の
物
が
動
い
て
い
る
。
眼
の
と
ど
く

所
で
も
、
と
ど
か
な
い
所
で
も
動
い
て
い
る
。
そ
う
し
て
ま
た
そ

の
運
動
が
、
声
と
も
音
と
も
つ
か
な
い
も
の
に
な
っ
て
、
こ
の
大

き
な
建
物
の
中
を
霧
の
よ
う
に
蔽
っ
て
い
る
。 

い
や
そ
れ
以
上
に
騒
が
し
く
、
炎
の
描
写
は
芋
粥
調
理
の
様
子
と
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い
う
よ
り
も
、『
地
獄
変
』（
１
９
１
８
（
大
正
７
）
年
４
月
）
の
燃

え
上
が
る
檳
榔
毛
の
車
を
連
想
さ
せ
る
。 

火
は
見
る
見
る
中
に
、
車
蓋
を
つ
つ
み
ま
し
た
。
庇
に
つ
い
た

紫
の
流
蘇
が
、
煽
ら
れ
た
よ
う
に
さ
っ
と
靡
く
と
、
そ
の
下
か
ら

濛
々
と
夜
目
に
も
白
い
煙
が
渦
を
巻
い
て
、
あ
る
い
は
簾
、
あ
る

い
は
袖
、
あ
る
い
は
棟
の
金
物
が
、
一
時
に
砕
け
て
飛
ん
だ
か
と

思
う
程
、
火
の
粉
が
雨
の
よ
う
に
舞
い
上
る
―
―
そ
の
凄
じ
さ
と

云
っ
た
ら
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
い
や
、
そ
れ
よ
り
も
め
ら
め
ら
と
舌

を
吐
い
て
袖
格
子
に
搦
み
な
が
ら
、
半
空
ま
で
も
立
ち
昇
る
烈
々

と
し
た
炎
の
色
は
、
ま
る
で
日
輪
が
地
に
落
ち
て
、
天
火
が
迸
っ

た
よ
う
だ
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
。 

『
地
獄
変
』
に
源
信
（
恵
信
、
横
川
の
僧
都
）
の
影
響
が
あ
る
と

考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
出
来
上
が
っ
た
地
獄
屏
風
を
見

た
横
川
の
僧
都
に
、
思
わ
ず
「
出
か
し
居
っ
た
」
と
嘆
声
を
上
げ
さ

せ
る
の
だ
か
ら
、
芥
川
が
源
信
を
参
照
し
て
い
な
い
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
。
例
え
ば
『
往
生
要
集
』
に
よ
る
焦
熱
地
獄
で
人
間
を
調
理
す

る
か
の
よ
う
な
描
写
。 

獄
卒
捉
罪
人
臥
熱
鐵
地
上
或
仰
或
覆
從
頭
至
足
以
大
熱
鐵
棒
或

打
或
築
令
如
肉
搏
或
置
極
熱
大
鐵
鏊
上
猛
炎
炙
之
左
右
轉
之
表
裏

燒
薄
或
以
大
鐵
串
從
下
貫
之
徹
頭
而
出
反
覆
炙
之
令
彼
有
情
諸
根

毛
孔
及
以
口
中
悉
皆
炎
起
或
入
熱
鑊
或
置
鐵
樓
鐵
火
猛
盛
徹
於
骨

髓（
獄
卒
、罪
人
を
捉
へ
て
熱
鉄
の
地
の
上
に
臥
せ
、或
は
仰
け
、

或
は
覆
せ
、
頭
よ
り
足
に
至
る
ま
で
、
大
い
な
る
熱
鉄
の
棒
を
以

て
、
或
は
打
ち
、
或
は
築
い
て
、
肉
摶
の
如
く
な
ら
し
む
。
或
は

極
熱
の
大
い
な
る
鉄
鏊
の
上
に
置
き
、猛
き
炎
に
て
こ
れ
を
炙
り
、

左
右
に
こ
れ
を
転
が
し
、
表
裏
よ
り
焼
き
薄
む
。
或
は
大
い
な
る

鉄
の
串
を
以
て
下
よ
り
こ
れ
を
貫
き
、
頭
を
徹
し
て
出
し
、
反
覆

し
て
こ
れ
を
炙
り
、
か
の
有
情
の
諸
根
・
毛
穴
、
及
び
口
の
中
に

悉
く
皆
炎
を
起
さ
し
む
。
或
は
熱
き
鼎
に
入
れ
、
或
は
鉄
の
楼
に

置
く
に
、
鉄
火
猛
く
盛
ん
に
し
て
骨
髄
に
徹
る
。）
２
１  

ま
た
さ
ら
に
、
大
焦
熱
地
獄
の
別
処
の
一
つ
で
あ
る
普
受
一
切
苦

悩
の
描
写
で
は
、
皮
を
削
ぎ
、
身
体
を
焼
き
、
溶
か
し
た
鉄
を
身
体

に
注
ぐ
責
が
語
ら
れ
る
。 

謂
炎
刀
剝
割
一
切
身
皮
不
侵
其
肉
既
剝
其
皮
與
身
相
連
敷
在
熱
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地
以
火
燒
之
以
熱
鐵
沸
灌
其
身
體
（
謂
く
、
炎
の
刀
に
て
一
切
の

身
を
剥
ぎ
割
い
て
、そ
の
肉
を
侵
さ
ず
。既
に
そ
の
皮
を
剥
げ
ば
、

身
と
相
連
ね
て
熱
き
地
に
敷
き
在
き
、
火
を
以
て
こ
れ
を
焼
き
、

熱
鉄
の
沸
け
る
を
以
て
そ
の
身
体
に
灌
ぐ
。）
２
２ 

『
今
昔
物
語
』
の
「
若
き
男
共
十
余
人
ば
か
り
出
で
来
て
、
袂
よ

り
手
を
出
し
て
、
薄
き
刃
の
長
や
か
な
る
を
以
て
、
此
の
暑
預
を
削

り
つ
つ
撫
で
切
り
に
切
る
」
は
、『
芋
粥
』
で
は
「
何
十
人
か
の
若
い

男
が
、
薄
刃
を
器
用
に
動
か
し
な
が
ら
、
片
端
か
ら
削
る
よ
う
に
、

勢
い
よ
く
切
る
」
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
『
往
生
要
集
』
の

大
叫
喚
地
獄
の
別
処
の
一
つ
受
無
辺
苦
の
描
写
「
復
以
刀
削
其
身
刀

甚
薄
利
如
剃
頭
刀
（
ま
た
刀
を
以
て
そ
の
身
を
削
る
。
刀
の
甚
だ
薄

く
利
き
こ
と
、
剃
頭
の
刃
の
如
し
。）」２
３

を
思
わ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。 

芥
川
が
原
説
話
に
付
け
加
え
た
火
、
灰
、
煙
、
湯
気
、
靄
、
釜
の

下
で
烈
々
と
燃
え
る
赤
い
焔
、
さ
ら
に
喧
騒
に
は
、
源
信
が
語
る
地

獄
の
描
写
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。 

 

嘔
吐 

五
位
は
欲
望
の
対
象
で
あ
っ
た
は
ず
の
芋
粥
と
対
面
す
る
。
こ
の

場
面
は
『
今
昔
物
語
』
で
は
短
く
伝
え
ら
れ
る
。 

は
よ
ふ
、
暑
預
粥
を
煮
る
也
け
り
。
見
る
に
、
食
う
べ
き
心
地

せ
ず
、
か
え
り
て
は
疎
ま
し
く
成
ぬ
。
さ
ら
さ
ら
と
煮
返
し
て
、

「
暑
預
粥
出
来
に
た
り
」
と
云
へ
ば
、「
参
ら
せ
よ
」
と
て
、
大
き

な
る
土
器
し
て
、
銀
の
提
の
斗
納
ば
か
り
な
る
三
つ
四
つ
ば
か
り

に
汲
み
入
れ
て
、
持
て
来
た
る
に
一
盛
だ
に
え
食
わ
で
、「
飽
き
に

た
り
」
と
云
へ
ば
、
い
み
じ
く
わ
ら
い
て
集
り
居
て
「
客
人
の
お

ん
徳
に
暑
預
粥
食
う
」
な
ど
云
ひ
嘲
り
合
へ
り
。 

『
芋
粥
』
で
は
、
ほ
ぼ
５
倍
の
長
さ
に
引
き
伸
ば
さ
れ
る
。 

五
位
は
利
仁
や
舅
の
有
仁
と
と
も
に
、朝
飯
の
膳
に
向
か
っ
た
。

ま
え
に
あ
る
の
は
、
銀
の
提
の
一
斗
ば
か
り
は
い
る
の
に
、
な
み

な
み
と
海
の
ご
と
く
た
た
え
た
、
恐
る
べ
き
芋
粥
で
あ
る
。
あ
の

軒
ま
で
積
み
上
げ
た
山
の
芋
を
、
何
十
人
か
の
若
い
男
が
薄
刃
を

器
用
に
動
か
し
な
が
ら
、
片
端
か
ら
削
る
よ
う
に
、
勢
い
よ
く
切

る
の
を
見
た
。
そ
れ
か
ら
そ
れ
を
、
あ
の
下
司
女
た
ち
が
、
右
往
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左
往
に
馳
せ
ち
が
つ
て
、
一
つ
の
こ
ら
ず
、
五
斛
納
釜
へ
す
く
っ

て
は
入
れ
、
す
く
っ
て
は
入
れ
す
る
の
を
見
た
。
最
後
に
、
そ
の

山
の
芋
が
、
一
つ
も
長
筵
の
上
に
見
え
な
く
な
っ
た
時
に
、
芋
の

に
お
い
と
、
甘
葛
の
に
お
い
と
を
含
ん
だ
、
幾
道
か
の
湯
気
の
柱

が
、
蓬
々
然
と
し
て
、
釜
の
中
か
ら
、
晴
れ
た
朝
の
空
へ
、
舞
上

っ
て
行
く
の
を
見
た
。こ
れ
を
、目
の
あ
た
り
に
見
た
彼
が
、今
、

提
に
入
れ
た
芋
粥
に
対
し
た
時
、ま
だ
、口
を
つ
け
な
い
中
か
ら
、

既
に
、
満
腹
を
感
じ
た
の
は
、
恐
ら
く
、
無
理
も
な
い
次
第
で
あ

ら
う
。
―
―
五
位
は
、
提
を
前
に
し
て
、
間
の
悪
そ
う
に
、
額
の

汗
を
拭
い
た
。 

「
芋
粥
に
飽
か
れ
た
事
が
、
ご
ざ
ら
ぬ
げ
な
。
ど
う
ぞ
、
遠
慮

な
く
召
上
っ
て
下
さ
れ
」。 

舅
の
有
仁
は
、
童
児
た
ち
に
云
ひ
つ
け
て
、
更
に
幾
つ
か
の
銀

の
提
を
膳
の
上
に
並
べ
さ
せ
た
。
中
に
は
ど
れ
も
芋
粥
が
、
溢
れ

ん
ば
か
り
に
は
い
っ
て
い
る
。
五
位
は
眼
を
つ
ぶ
っ
て
、
唯
で
さ

え
赤
い
鼻
を
、
一
層
赤
く
し
な
が
ら
、
提
に
半
分
ば
か
り
の
芋
粥

を
大
き
な
土
器
に
す
く
っ
て
、
い
や
い
や
な
が
ら
飲
み
干
し
た
。 

「
父
も
、
そ
う
申
す
じ
ゃ
て
。
平
に
、
遠
慮
は
御
無
用
じ
ゃ
」。 

利
仁
も
側
か
ら
、
新
な
提
を
す
す
め
て
、
意
地
悪
く
笑
い
な
が

ら
こ
ん
な
事
を
云
う
。
弱
っ
た
の
は
五
位
で
あ
る
。
遠
慮
の
な
い

所
を
云
え
ば
、
始
め
か
ら
芋
粥
は
、
一
椀
も
吸
い
た
く
な
い
。
そ

れ
を
今
、
我
慢
し
て
、
や
つ
と
、
提
に
半
分
だ
け
平
げ
た
。
こ
れ

以
上
、
飲
め
ば
、
喉
を
越
さ
な
い
中
に
も
ど
し
て
し
ま
う
、
そ
う

か
と
云
っ
て
、
飲
ま
な
け
れ
ば
、
利
仁
や
有
仁
の
厚
意
を
無
に
す

る
の
も
、
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
は
又
眼
を
つ
ぶ
っ
て
、
残

り
の
半
分
を
三
分
の
一
程
飲
み
干
し
た
。
も
う
後
は
一
口
も
吸
い

よ
う
が
な
い
。 

「
何
と
も
、
忝
う
ご
ざ
つ
た
。
も
う
十
分
頂
戴
致
し
た
て
。
―

―
い
や
は
や
、
何
と
も
忝
う
ご
ざ
っ
た
。」 

五
位
は
、
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
っ
て
、
こ
う
云
っ
た
。
余
程
弱

っ
た
と
見
え
て
、
口
髭
に
も
、
鼻
の
先
に
も
、
冬
と
は
思
は
れ
な

い
程
、
汗
が
玉
に
な
っ
て
、
垂
れ
て
い
る
。 

「
こ
れ
は
又
、
御
少
食
じ
ゃ
。
客
人
は
、
遠
慮
を
さ
れ
る
と
見

え
た
ぞ
。
そ
れ
そ
れ
そ
の
方
ど
も
、
何
を
致
し
て
居
る
。」 

童
児
た
ち
は
、
有
仁
の
語
に
つ
れ
て
、
新
な
提
の
中
か
ら
、
芋

粥
を
、
土
器
に
汲
も
う
と
す
る
。
五
位
は
、
両
手
を
蠅
で
も
逐
う
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よ
う
に
動
か
し
て
、
平
に
、
辞
退
の
意
を
示
し
た
。 

「
い
や
、
も
う
、
十
分
で
ご
ざ
る
。
…
…
失
礼
な
が
ら
、
十
分

で
ご
ざ
る
。」 

芋
の
に
お
い
、甘
葛
の
に
お
い
、釜
か
ら
上
が
る
湯
気
の
柱
な
ど
、

嗅
覚
、
視
覚
を
刺
激
さ
れ
て
「
ま
だ
、
口
を
つ
け
な
い
中
か
ら
、
既

に
、
満
腹
を
感
じ
」
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
利
仁
た
ち
に
勧
め
ら

れ
「
我
慢
し
て
、
や
つ
と
、
提
に
半
分
だ
け
平
げ
た
。
こ
れ
以
上
、

飲
め
ば
、
喉
を
越
さ
な
い
中
に
も
ど
し
て
し
ま
う
」
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に
利
仁
や
舅
に
遠
慮
は
無
用
と
責
め
ら
れ
て
、
し
ど
ろ
も
ど
ろ

に
な
り
、
玉
の
よ
う
な
汗
を
垂
ら
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
目
を
つ
ぶ
っ

て
飲
み
干
す
さ
ま
は
、「
飽
き
に
け
り
」
と
言
っ
た
生
易
し
い
も
の
で

は
な
く
、
苦
行
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
利
仁
た
ち
は
「
こ
れ
は
又
、
御

少
食
じ
ゃ
」
と
責
め
立
て
る
２
４

。 

飲
食
が
満
足
を
も
た
ら
さ
ず
嘔
吐
の
苦
し
み
を
も
た
ら
す
。『
芋
粥
』

の
４
ヶ
月
ほ
ど
前
に
書
か
れ
た
『
酒
虫
』
は
、
身
中
の
虫
を
吐
き
出

す
話
で
あ
る
。
酒
虫
を
吐
き
出
す
場
面
は
写
実
的
で
あ
る
。 

何
と
も
知
れ
な
い
塊
が
、
少
し
ず
つ
胸
か
ら
喉
へ
這
い
上
っ
て

来
る
の
を
感
じ
出
し
た
。
そ
れ
が
あ
る
い
は
蚯
蚓
の
よ
う
に
、
蠕

動
し
て
い
る
か
と
思
う
と
、
あ
る
い
は
守
宮
の
よ
う
に
、
少
し
ず

つ
居
ざ
っ
て
居
る
よ
う
で
も
あ
る
。
と
に
か
く
あ
る
柔
ら
か
い
物

が
、
柔
ら
か
い
な
り
に
、
む
ず
り
む
ず
り
と
、
食
道
を
上
へ
せ
り

上
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
と
う
と
う
し
ま
い
に
、
そ
れ

が
、
喉
仏
の
下
を
、
無
理
に
す
り
ぬ
け
た
と
思
う
と
、
今
度
は
い

き
な
り
、鰌
か
何
か
の
よ
う
に
ぬ
る
り
と
暗
い
所
を
ぬ
け
出
し
て
、

勢
い
よ
く
外
へ
と
ん
で
出
た
。 

何
と
も
胸
が
悪
く
な
り
そ
う
な
描
写
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
こ
の

話
の
主
人
公
劉
大
成
は
酒
の
匂
い
を
か
ぐ
の
も
嫌
に
な
る
。
喜
ん
で

食
べ
た
は
ず
の
も
の
を
吐
瀉
す
る
状
況
と
い
え
ば
、『
河
童
』（
１
９

２
７
（
昭
和
２
）
年
２
月
）
で
職
工
の
肉
を
食
わ
さ
れ
た
「
僕
」
の

吐
瀉
を
思
い
出
す
。 

僕
は
そ
の
闇
の
中
を
僕
の
住
居
へ
帰
り
な
が
ら
、
の
べ
つ
幕
な

し
に
嘔
吐
（
へ
ど
）
を
吐
き
ま
し
た
。
夜
目
に
も
白
じ
ら
と
流
れ

る
嘔
吐
を
。 
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嘔
吐
感
を
肉
体
的
実
感
そ
の
も
の
と
し
て
、
こ
と
ば
で
表
現
す
る

こ
と
が
芥
川
の
意
図
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。

表
現
で
あ
る
以
上
、
肉
体
的
苦
し
み
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
は
、

肉
体
的
苦
し
み
そ
の
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
嘔
吐
感
も
比
喩
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
芥
川
は
『
侏
儒
の
言
葉
』
で
、
食
欲
を
減
退

さ
せ
る
吐
き
気
を
餓
鬼
道
の
苦
し
み
に
た
と
え
る
。 

例
え
ば
餓
鬼
道
の
苦
し
み
は
目
前
の
飯
を
食
お
う
と
す
れ
ば
飯

の
上
に
火
の
燃
え
る
た
ぐ
い
で
あ
る
。 

こ
の
餓
鬼
道
の
描
写
は
『
往
生
要
集
』
の
餓
鬼
道
の
記
述
に
負
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

或
有
無
内
外
障
而
不
能
用
鬼
謂
適
逢
少
食
而
食
噉
者
變
作
猛
㷔

燒
身
而
出
瑜
伽
論
（
或
は
内
外
の
障
な
け
れ
ど
も
、
用
ふ
る
こ
と

あ
た
は
ざ
る
鬼
あ
り
。
謂
く
、
た
ま
た
ま
少
か
の
食
に
逢
ひ
て
食

ひ
噉
め
ば
、変
じ
て
猛
焔
と
な
り
、身
を
焼
い
て
出
づ
。瑜
伽
論
）

２
５  

芥
川
は
半
年
前
に
書
い
た
『
孤
独
地
獄
』
の
中
で
、『
妙
法
蓮
華
經

玄
賛
』
の
「
孤
獨
即
是
山
間
壙
野
樹
下
空
中
」
２
６

を
借
り
て
、
自
分

の
生
活
を
地
獄
と
た
と
え
て
い
る
。
自
分
を
も
地
獄
に
落
と
し
た
芥

川
な
の
だ
か
ら
、
五
位
を
辿
ら
せ
る
先
に
、『
往
生
要
集
』
で
語
ら
れ

る
焦
熱
地
獄
や
餓
鬼
道
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
は
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。 

 

朝
日
を
浴
び
る
狐 

利
仁
に
頤
使
さ
れ
る
狐
に
つ
い
て
は
『
芋
粥
』
に
原
説
話
か
ら
大

き
な
変
更
は
な
い
。
た
だ
芥
川
は
狐
に
、
原
説
話
の
作
者
が
思
い
も

し
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
役
割
を
与
え
て
い
る
。
狐
を
五
位
の
比
喩

と
し
て
使
っ
て
い
る
。
五
位
は
、
芋
粥
を
飲
ん
で
い
る
狐
を
眺
め
な

が
ら
、
飼
主
の
な
い
尨
犬
の
よ
う
な
自
分
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
。

子
供
に
打
た
れ
る
尨
犬
が
五
位
の
た
と
え
に
な
る
の
だ
か
ら
、
利
仁

に
頤
使
さ
れ
る
狐
も
五
位
の
た
と
え
に
も
な
り
う
る
だ
ろ
う
。 

こ
の
と
き
狐
は
、
朝
日
の
「
ま
ば
ゆ
い
光
に
、
光
沢
の
い
い
毛
皮

を
洗
わ
せ
な
が
ら
」
お
と
な
し
く
、
坐
っ
て
い
る
。
芥
川
の
中
で
、

上
方
か
ら
差
し
込
む
光
は
、
若
者
が
老
人
を
見
直
す
き
っ
か
け
に
使

わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。『
父
』
や
『
毛
利
先
生
』
で
は
、
若
者
が
老
人

を
「
人
間
」
と
し
て
見
直
す
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
。
若
者
が
老
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人
を
無
視
、
軽
蔑
し
た
後
に
同
情
を
寄
せ
始
め
る
と
き
、
能
勢
の
父

や
毛
利
先
生
は
光
を
浴
び
て
佇
立
し
て
い
る
。「
自
分
」
が
能
勢
の
父

に
人
間
を
見
た
と
き
、「
幅
の
狭
い
光
の
帯
が
高
い
天
井
の
明
り
取
り

か
ら
、
茫
と
斜
め
に
さ
し
て
い
る
。
能
勢
の
父
親
は
、
丁
度
そ
の
光

の
帯
の
中
に
い
」
た
。
毛
利
先
生
に
「
自
分
」
た
ち
皆
が
「
一
種
の

羞
恥
を
感
じ
」
た
の
は
、
毛
利
先
生
が
「
入
口
の
石
段
の
上
に
さ
し

た
日
の
光
の
中
に
佇
ん
で
、
山
高
帽
を
あ
げ
な
が
ら
笑
っ
て
礼
を
返

し
て
い
」
た
と
き
で
あ
る
。
上
か
ら
降
り
注
ぐ
光
が
、
若
者
が
老
人

を
見
直
す
瞬
間
の
舞
台
装
置
と
し
て
劇
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

上
方
か
ら
降
り
注
ぐ
光
を
描
写
し
た
と
き
、
芥
川
は
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト

を
想
像
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
は
、
例
え
ば

マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
美
術
館
所
蔵
の
『
シ
メ
オ
ン
の
賛
歌
』２
７

な
ど
、

暗
い
画
面
の
中
に
上
方
か
ら
差
し
込
む
光
が
、
上
野
駅
で
能
勢
の
父

親
を
照
ら
し
た
光
の
よ
う
に
、
主
要
な
人
物
を
照
ら
し
浮
き
上
が
ら

せ
た
作
品
が
多
い
。
芥
川
は
い
ず
れ
こ
の
光
を
『
路
上
』（
１
９
１
９

（
大
正
８
）
年
８
月
）
の
中
で
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
光
線
と
名
付
け
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
や
っ
ぱ
り
例
の
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
光
線
が
、
ぱ
っ

と
一
箇
所
に
落
ち
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
振
っ
て
い
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ

ん
か
」
２
８

。
若
者
が
老
人
を
見
直
す
瞬
間
の
舞
台
装
置
と
し
て
、
上

方
か
ら
差
し
込
む
光
を
好
ん
で
使
用
し
た
芥
川
が
、
五
位
も
無
位
の

侍
に
よ
っ
て
「
人
間
」
と
し
て
見
直
さ
れ
た
と
き
に
は
当
て
ら
れ
な

か
っ
た
光
を
、
朝
日
の
中
に
お
と
な
し
く
佇
ん
で
い
る
狐
に
当
て
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

嚔
（
く
さ
め
） 

物
語
の
最
後
は
原
説
話
と
は
全
く
異
な
る
。
原
説
話
で
語
ら
れ
る

五
位
の
こ
の
先
一
月
ば
か
り
の
敦
賀
滞
在
も
、
土
産
を
も
ら
っ
て
京

に
帰
っ
た
こ
と
も
語
ら
れ
な
い
。
ま
し
て
長
年
勤
め
た
お
蔭
で
被
る

幸
運
を
「
所
に
付
て
年
来
に
成
て
被
免
さ
れ
た
る
者
は
、
此
る
事
な

ん
自
然
ら
有
」
と
す
る
総
括
も
な
い
。
五
位
が
死
者
の
比
喩
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
帰
還
は
語
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。 

代
わ
り
に
『
芋
粥
』
で
は
、
五
位
は
銀
の
提
に
向
か
っ
て
く
し
ゃ

み
を
す
る
。
敦
賀
の
朝
の
寒
さ
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
の
一
文
だ
ろ
う

か
。
だ
が
、
粥
の
入
っ
た
提
に
く
し
ゃ
み
す
る
様
子
に
は
見
覚
え
が

あ
る
。
粥
を
食
べ
る
禅
智
内
供
の
鼻
を
捧
げ
た
中
童
子
は
、
く
し
ゃ

み
を
我
慢
で
き
ず
手
を
ふ
る
わ
せ
、
内
供
の
鼻
を
粥
の
中
へ
落
し
て
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し
ま
う
。『
鼻
』
で
も
『
芋
粥
』
で
も
、
滑
稽
な
味
を
出
す
た
め
の
記

述
な
の
だ
ろ
う
か
。
く
し
ゃ
み
と
粥
の
組
み
合
わ
せ
を
、
半
年
ほ
ど

の
間
に
二
作
品
で
描
く
と
は
、
芥
川
に
と
っ
て
お
気
に
入
り
の
描
写

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

く
し
ゃ
み
は
、
吐
き
気
ほ
ど
生
理
的
に
不
快
で
は
な
く
と
も
、
体

内
か
ら
体
外
に
何
か
を
排
出
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
嘔
吐
と
同
様

な
肉
体
的
作
用
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も

「
く
さ
め
」
と
い
う
名
前
そ
の
も
の
が
呪
術
ま
じ
な
い
２
９

で
あ
る
。

『
徒
然
草
』
第
四
十
七
段
に
は
こ
う
い
う
記
述
が
あ
る
。 

或
人
、
清
水
へ
参
り
け
る
に
、
老
い
た
る
尼
の
行
き
連
れ
た
り

け
る
が
、
道
す
が
ら
、「
く
さ
め
く
さ
め
」
と
言
ひ
も
て
行
き
け
れ

ば
、「
尼
御
前
、
何
事
を
か
く
は
の
た
ま
ふ
ぞ
」
と
問
ひ
け
れ
ど
、

応
へ
も
せ
ず
、
な
お
言
ひ
止
ま
ざ
り
け
る
を
、
度
々
問
は
れ
て
、

う
ち
腹
立
ち
て
、「
や
ゝ
、
鼻
ひ
た
る
時
、
か
く
ま
じ
な
は
ね
ば
死

ぬ
る
な
り
と
申
せ
ば
、
養
君
の
、
比
叡
山
に
児
に
て
お
は
し
ま
す

が
、
た
ゞ
今
も
や
鼻
ひ
給
は
ん
と
思
へ
ば
、
か
く
申
す
ぞ
か
し
」

と
言
ひ
け
り
。
３
０ 

『
今
昔
物
語
』
の
時
代
、
生
理
現
象
と
し
て
の
く
し
ゃ
み
は
「
は

な
ひ
る
」
と
い
っ
た
３
１

。「
気
」
は
「
空
気
、
呼
吸
」
で
も
あ
り
「
精

神
、
魂
」
で
も
あ
る
。
は
な
ひ
る
、
つ
ま
り
空
気
を
吐
き
出
す
く
し

ゃ
み
は
、
魂
を
吐
き
出
す
こ
と
で
あ
り
、
死
に
近
い
と
思
わ
れ
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
く
さ
め
」
は
、
ま
じ
な
い
に
唱
え
る
呪
文
で

あ
り
、「
休
息
万
命
（
く
そ
く
ま
ん
み
ょ
う
）」
ま
た
は
「
休
息
命
（
く

そ
く
み
ょ
う
）」を
急
呼
し
て
言
っ
た
も
の
、あ
る
い
は「
糞
食
ら
え
」

が
な
ま
っ
た
も
の
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
死
を
想
起
さ
せ
る
ま
じ
な

い
「
く
さ
め
」
を
、
芥
川
が
結
末
に
無
意
識
に
置
い
た
だ
ろ
う
か
。 

王
朝
期
を
舞
台
と
す
る
物
語
の
中
に
ま
た
西
洋
語
を
持
ち
こ
む
こ

と
は
気
が
引
け
る
が
、
同
様
な
俗
信
が
西
洋
の
伝
統
に
も
あ
る
。
ギ

リ
シ
ア
語
のψ

ῡχή

（Psyche

）
は
呼
吸
と
魂
の
二
重
の
意
味
３
２

を
持

っ
て
い
て
、
こ
の
両
義
性
か
ら
の
派
生
だ
ろ
う
か
、「
ま
じ
な
は
ね
ば

死
ぬ
る
」と
同
様
な
俗
信
が
古
来
か
ら
あ
っ
た
３
３

よ
う
で
あ
る
。God 

bless you! 

や A
 vos souhaits!

な
ど
、く
し
ゃ
み
を
し
た
人
へ
の
声

か
け
と
し
て
今
な
お
続
い
て
い
る
。
芥
川
は
も
ち
ろ
ん
こ
ち
ら
の
俗

信
も
知
っ
て
い
る
。『
あ
ば
ば
ば
ば
』（
１
９
２
３
（
大
正
１
２
）
年

１
２
月
）
で
は
、
悪
魔
が
保
吉
か
ら
乗
り
移
っ
て
、
小
僧
の
鼻
の
穴
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に
入
り
込
ん
だ
の
で
、小
僧
は
く
し
ゃ
み
を
し
て
悪
魔
を
吐
き
出
す
。 

く
し
ゃ
み
は
、
日
本
の
俗
信
で
も
西
洋
の
俗
信
で
も
「
気
」
を
吐

き
出
す
動
作
で
あ
り
、
呪
文
で
払
わ
な
け
れ
ば
死
に
至
り
う
る
不
吉

さ
を
ま
と
っ
て
い
た
。
芋
粥
に
向
か
っ
て
く
し
ゃ
み
す
る
と
は
、
五

位
が
死
す
べ
き
「
人
間
」
の
比
喩
だ
と
考
え
る
傍
証
に
な
り
そ
う
で

あ
る
。 

芥
川
は
、
摂
政
家
の
古
株
と
し
て
相
応
の
威
勢
と
五
位
の
位
を
得

た
男
を
、子
供
に
ま
で
揶
揄
さ
れ
る
赤
鼻
の
尨
犬
に
ま
で
落
と
し
た
。

さ
ら
に
餓
鬼
道
の
苦
し
み
に
落
と
さ
な
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
五

位
が
餓
鬼
道
に
ま
で
落
ち
た
と
す
る
と
、『
芋
粥
』
で
は
、
原
説
話
ど

お
り
の
五
位
の
京
へ
の
帰
還
は
あ
り
え
な
い
。
土
産
を
持
た
さ
れ
て

の
京
へ
の
帰
還
は
削
除
さ
れ
て
当
然
だ
ろ
う
。
物
語
が
五
位
の
嚔
で

終
わ
る
の
は
五
位
が
死
の
象
徴
で
あ
り
、
敦
賀
へ
の
旅
が
死
出
の
旅

だ
と
す
る
と
こ
と
を
読
者
に
念
押
し
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

 

死
す
べ
き
「
人
間
」
と
し
て
の
五
位 

源
信
が
撰
録
し
た
仏
典
は
、
死
後
の
地
獄
を
、
炎
熱
や
飢
餓
や
排

泄
物
な
ど
、
生
き
た
肉
体
を
苛
む
苦
痛
で
表
現
す
る
。
芥
川
は
、『
芋

粥
』
よ
り
前
か
ら
、
そ
し
て
『
芋
粥
』
の
あ
と
で
も
、
地
獄
の
描
写

を
使
っ
て
生
の
苦
し
み
、
娑
婆
苦
を
語
る
。『
孤
独
地
獄
』
の
禅
超
は

生
き
て
い
る
う
ち
か
ら
死
後
の
苦
し
み
を
体
験
し
、『
蜘
蛛
の
糸
』
の

犍
陀
多
は
生
者
の
よ
う
に
あ
が
く
。
芥
川
自
身
、
後
に
『
今
昔
物
語

に
就
い
て
』（
１
９
２
７
（
昭
和
２
）
年
４
月
）
と
い
う
小
論
で
述
べ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

修
羅
、
餓
鬼
、
地
獄
、
畜
生
等
の
世
界
は
い
つ
も
現
世
の
外
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
。 

『
芋
粥
』で
は
焦
熱
地
獄
、餓
鬼
道
な
ど
と
言
挙
げ
は
さ
れ
な
い
。

だ
が
、
物
語
の
前
半
で
五
位
は
無
位
の
侍
に
死
と
認
識
さ
れ
、
京
を

出
て
荒
涼
と
し
た
荒
野
と
幾
多
の
山
河
を
超
え
て
越
前
へ
下
り
、
敦

賀
で
の
利
仁
の
饗
応
は
む
し
ろ
餓
鬼
道
の
責
め
苦
で
あ
る
。
仏
典
が

地
獄
の
様
を
生
の
苦
し
み
に
投
影
し
て
描
写
し
た
よ
う
に
、
芥
川
は

地
獄
や
餓
鬼
道
の
責
め
苦
を
現
世
の
五
位
に
被
ら
せ
た
の
だ
ろ
う
。 

 
お
わ
り
に 

本
論
で
は
、
ま
ず
『
芋
粥
』
冒
頭
の
五
位
と
五
位
に
同
情
を
寄
せ
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る
無
位
の
若
侍
に
つ
い
て
検
討
し
、
続
い
て
五
位
の
越
前
下
り
の
物

語
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
た
。 

五
位
と
無
位
の
侍
の
関
係
は
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
芥
川
の
作
品

の
中
で
老
人
と
若
者
と
い
う
関
係
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。『
父
』
や

『
猿
』、『
毛
利
先
生
』
と
い
っ
た
作
品
の
中
で
、
語
り
手
で
も
あ
る

若
者
は
、衰
え
弱
さ
を
感
じ
さ
せ
る
老
人
を
当
初
軽
蔑
し
揶
揄
す
る
。

だ
が
、
そ
の
後
自
ら
も
老
人
と
同
じ
運
命
を
共
有
す
る
も
の
と
し
て

共
感
を
寄
せ
る
。『
芋
粥
』
で
も
こ
の
認
識
が
語
ら
れ
る
。
無
位
の
侍

が
五
位
に
見
た
「
人
間
」
と
は
、
死
す
べ
き
存
在
と
し
て
の
自
ら
の

未
来
な
の
だ
ろ
う
。
人
間
が
遅
か
れ
早
か
れ
死
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と

は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
だ
が
、
誰
も
が
そ
の
事
実
か
ら
目
を
そ
ら

し
て
い
る
。
永
遠
な
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
自
分
の
営
み
も
滅

び
を
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
そ
の
事
実
を
、
人
生
を
始
め
よ
う
と
す

る
二
十
代
前
半
の
青
年
、
こ
れ
か
ら
名
を
成
そ
う
と
い
う
青
年
は
、

知
っ
て
は
い
て
も
実
感
し
は
し
ま
い
。
１
９
１
６
（
大
正
５
）
年
前

後
に
、
芥
川
が
繰
り
返
し
語
っ
て
い
た
の
は
、
永
遠
な
ど
な
い
こ
と

を
実
感
す
る
若
者
の
姿
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

『
芋
粥
』
で
は
死
を
象
徴
す
る
五
位
が
越
前
に
下
る
。
芥
川
の
作

品
世
界
で
は
死
は
生
と
似
通
っ
て
い
る
。『
蜘
蛛
の
糸
』
の
犍
陀
多
は

死
者
で
あ
り
、『
孤
独
地
獄
』
の
禅
超
は
生
者
な
の
に
、
等
し
く
地
獄

を
体
験
し
て
い
る
。
越
前
へ
の
途
上
の
景
色
は
荒
涼
と
し
て
、
五
位

に
賽
の
河
原
や
観
音
経
で
語
ら
れ
る
苦
難
を
思
わ
せ
た
だ
ろ
う
。
敦

賀
で
、
五
位
は
芋
粥
の
調
理
の
様
子
に
焦
熱
地
獄
を
見
る
。
利
仁
の

饗
応
は
、
五
位
に
と
っ
て
は
享
楽
で
は
な
く
、
満
腹
感
や
嘔
吐
感
は

む
し
ろ
餓
鬼
道
の
責
め
苦
そ
の
も
の
で
あ
る
。 

仏
典
で
は
、
地
獄
の
恐
ろ
し
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
、
生
者
の
周

囲
に
遍
在
す
る
生
の
苦
し
み
を
比
喩
と
し
て
使
う
。
芥
川
は
、
生
に

執
着
す
る
死
者
の
苦
悩
を
描
き
、
生
者
の
人
生
を
娑
婆
・
娑
婆
界
と

呼
び
、
後
に
「
人
生
は
地
獄
よ
り
も
地
獄
的
で
あ
る
」
と
定
義
す
る
。

『
芋
粥
』
で
芥
川
は
、
五
位
が
被
る
責
め
苦
に
地
獄
や
餓
鬼
道
の
責

め
苦
を
投
影
し
た
の
だ
ろ
う
。 

（
２
０
１
８
年
１
１
月
２
９
日
） 

                                          

                                   

 

１ 

引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
１
（
ち
く
ま
文
庫
、
１
９
８
６
年
）

に
よ
る
。『
芋
粥
』
を
含
む
芥
川
作
品
の
執
筆
発
表
年
月
の
記
載
も
こ
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の
版
に
よ
る
。 

２ 
池
上
洵
一
編
『
今
昔
物
語
集 

本
朝
部 

下
』、
岩
波
文
庫
、
２

０
０
１
年
。
引
用
で
は
、
一
部
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
改
め
、
送
り
が

な
を
補
っ
た
。 

３ 

小
林
保
治
、
増
古
和
子
校
注
・
訳
『
宇
治
拾
遺
物
語
』、
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
１
９
９
６
年
。 

４  

重
松
泰
雄
、「
芋
粥 

芥
川
文
学
の
作
品
構
造
」、『
芥
川
龍
之
介

作
品
論
集
成 

第
１
巻 

羅
生
門 

今
昔
物
語
の
世
界
』、翰
林
書
房
、

２
０
０
０
年
、
２
４
９
ペ
ー
ジ
。 

５ 

吉
田
精
一
、『
芥
川
龍
之
介
』、
吉
田
精
一
著
作
集
第
一
巻
、
桜
楓

社
、
１
９
７
９
年
、
８
５
ペ
ー
ジ
。 

６ 

三
好
行
雄
、『
芥
川
龍
之
介
論
』、
１
９
７
６
年
、
筑
摩
書
房
、
８

８
ペ
ー
ジ
。 

７ 

１
９
１
６
（
大
正
５
）
年
９
月
２
日
付 

『
漱
石
全
集
、
第
１
５

巻
、
続
書
簡
集
』、
岩
波
書
店
、
１
９
６
７
年
、
５
８
５
ペ
ー
ジ
。 

８ 

８
月
１
日
藤
岡
蔵
六
あ
て
の
は
が
き
に
よ
る
と
、「
今
日
か
ら
か

き
だ
し
た
題
は
『
芋
粥
』
と
云
う
の
に
す
る
つ
も
り
だ
」（『
芥
川
龍

之
介
全
集
』、
岩
波
書
店
、
１
９
９
７
年
、
１
８
巻
、
３
３
ペ
ー
ジ
）

と
８
月
１
日
に
書
き
出
し
、
８
月
９
日
松
岡
譲
あ
て
に
よ
る
と
、「
僕

は
芋
粥
を
書
い
て
い
る 

今
ま
で
の
所
は
大
過
な
く
着
て
い
る
よ
う

な
気
が
す
る
が
よ
み
直
さ
な
い
か
ら
覚
束
な
い
十
二
枚
で
や
っ
と

「
一
」
が
す
ん
だ
「
鼻
」
位
に
は
ゆ
く
か
と
思
っ
て
い
る
」（
同
書
、

３
６
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
。
初
出
誌
に
は
五
・
八
・
一
二
の
記
載
が
あ

り
、
８
月
１
２
日
に
完
成
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
長
野

甞
一
に
よ
れ
ば
、
完
成
は
８
月
１
６
日
ら
し
い
（
長
野
甞
一
、『
古
典

と
近
代
作
家 : 

芥
川
龍
之
介
』、
有
朋
堂
、
１
９
６
７
年
）。 

９ 

こ
の
関
係
は
多
く
の
論
者
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
生

き
る
こ
と
に
無
器
用
な
、
だ
が
、
ひ
た
む
き
で
は
あ
っ
た
負
け
犬
の

〈
生
〉
を
、
龍
之
介
は
い
く
ど
か
形
を
変
え
て
描
く
こ
と
に
な
る
。

踵
を
接
す
る
「
猿
」
が
そ
う
で
あ
り
、
二
年
後
の
「
毛
利
先
生
」
が

                                        

                                        

                                        

  

 

そ
う
で
あ
る
」（
三
好
行
雄
、
７
４
ペ
ー
ジ
）。「
こ
の
類
同
が
も
っ
と

も
判
然
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、「
芋
粥
」と
同
月
の
発
表
で
あ
る「
猿
」

（
新
思
潮
）
で
あ
ろ
う
」（
重
松
泰
雄
、
２
５
０
ペ
ー
ジ
）。「
世
の
中

の
下
等
さ
、
或
は
身
ぶ
る
い
す
る
よ
う
な
酷
薄
さ
へ
の
呪
詛
が
「
毛

利
先
生
」
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
「
父
」
―
「
芋
粥
」

―
「
猿
」
―
「
毛
利
先
生
」
と
明
ら
か
に
一
系
を
な
し
、
芥
川
の
低

音
部
を
構
成
す
る
」（
鷺
只
雄
、「『
あ
の
頃
の
自
分
の
事
』論 

―「
松

岡
の
寝
顔
」
の
意
味
す
る
も
の
」、『
国
文
学
論
考
』、
１
９
７
７
年
、

１
５
ペ
ー
ジ
）。 

１
０ 

中
村
真
一
郎
、『
芥
川
龍
之
介
論
』（『
大
正
作
家
論
』、
構
想
社
、

１
９
７
７
年
所
収
）、
１
３
１
ペ
ー
ジ
。 

１
１ 

小
谷
瑛
輔
、『
小
説
と
は
何
か
？
芥
川
龍
之
介
を
読
む
』、
ひ
つ

じ
書
房
、
２
０
１
７
年
、
８
６
ペ
ー
ジ
。 

１
２ 

容
易
に
月
給
を
渡
さ
ず
、
し
ま
い
に
は
彼
の
前
へ
軍
服
の
尻
を

向
け
た
主
計
官
に
対
し
た
保
吉
に
、「
主
計
官
。
わ
ん
と
云
い
ま
し
ょ

う
か
？ 

え
、
主
計
官
」
と
声
を
掛
け
さ
せ
た
よ
う
に
、
芥
川
は
、

こ
と
ば
を
か
け
ず
目
を
背
け
る
の
は
、
動
物
と
し
て
扱
う
こ
と
と
考

え
て
い
る
。『
保
吉
の
手
帳
か
ら
』「
わ
ん
」。 

１
３ 

進
藤
純
孝
、『
伝
記 

芥
川
龍
之
介
』、
六
興
出
版
、
１
９
７
８

年
、
１
１
９
〜
１
２
０
ペ
ー
ジ
。
仮
名
遣
い
を
現
代
仮
名
遣
い
に
改

め
た
。 

１
４ 

『
芋
粥
』
の
直
後
に
書
か
れ
た
『
手
巾
』
は
、
子
を
亡
く
し
た

母
の
物
語
で
あ
る
。
母
は
悲
し
ん
で
い
な
い
か
の
よ
う
に
演
技
し
つ

つ
悲
し
み
を
表
現
す
る
。
表
立
っ
て
は
現
れ
な
い
母
の
悲
し
み
の
表

現
は
真
率
な
も
の
か
演
技
な
の
か
、
読
者
に
は
わ
か
ら
な
い
。
底
の

見
え
る
演
技
は
つ
ま
ら
な
い
が
、
真
意
を
隠
し
過
ぎ
た
演
技
は
見
過

ご
さ
れ
か
ね
な
い
。 

１
５ 
『
父
』
で
は
「
自
分
」
の
同
情
は
最
後
に
明
か
さ
れ
る
。
能
勢

へ
の
悼
辞
で
「
自
分
」
は
「
君
、
父
母
に
孝
に
」
と
呼
び
か
け
る
。

父
母
に
先
立
っ
た
子
へ
の
悼
辞
で
「
孝
」
と
呼
び
か
け
る
の
は
奇
妙
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だ
ろ
う
。
し
か
し
等
し
く
死
す
べ
き
存
在
と
し
て
老
人
に
共
感
し
て

い
る
「
自
分
」
に
は
、
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
老
人
に
同
化
し
た
若
者

は
、「
孝
」
と
呼
ば
れ
る
に
価
し
た
の
だ
ろ
う
。 

１
６ 
鳩
摩
羅
什
の
漢
訳
『
妙
法
蓮
華
経
（
法
華
経
）』
に
よ
る
と
、「
若

於
曠
野
中 
積
土
成
佛
廟 

乃
至
童
子
戲 

聚
沙
爲
佛
塔 

如
是
諸

人
等 

皆
已
成
佛
道
（
若
し
曠
野
の
中
に
お
い
て
土
を
積
み
て
仏
廟

を
成
し
、
な
い
し
、
童
子
の
戯
れ
に
す
な
を
あ
つ
め
て
仏
塔
を
つ
く

れ
る 

か
く
の
如
き
も
ろ
も
ろ
の
人
等
は
皆
、
す
で
に
仏
道
を
成
じ

た
り
。）」
と
あ
る
。（
鳩
摩
羅
什
訳
『
妙
法
蓮
華
経
（
法
華
経
）』
は

東
京
大
学SA

T

大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
法
華

部
・
華
厳
部
第
９
巻
（http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp

）
に
よ
る
。
書

き
下
し
文
は
中
村
元
、『
現
代
語
訳
大
乗
仏
典
２
「
法
華
経
」』、
東
京

書
籍
、
２
０
０
３
年
、
６
６
ペ
ー
ジ
。
た
だ
し
漢
字
を
一
部
ひ
ら
が

な
に
改
め
た
。） 

１
７ 

書
誌
は
前
注
に
同
じ
。
書
き
下
し
は
中
村
元
、
２
５
２
ペ
ー
ジ
。 

１
８ 

前
注
に
同
じ
。
書
き
下
し
は
中
村
元
、
２
５
１
ペ
ー
ジ
。 

１
９ 

前
注
に
同
じ
。
書
き
下
し
は
中
村
元
、
２
５
２
ペ
ー
ジ
。 

２
０ 

前
注
に
同
じ
。
書
き
下
し
は
中
村
元
、
２
５
６
ペ
ー
ジ
。 

２
１ 

源
信
著
、『
往
生
要
集
』。
浄
土
宗
全
書
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
（http://jodoshuzensho.jp

）
に
よ
る
。
書
き
下
し
は
石
田
瑞
麿
訳

注
、『
往
生
要
集
』 

大
文
第
一 

厭
離
穢
土
、
岩
波
文
庫
、
１
９
９

２
年
、
２
９
ペ
ー
ジ
。 

２
２ 

前
注
に
同
じ
。
書
き
下
し
は
石
田
瑞
麿
、
３
４
ペ
ー
ジ
。 

２
３ 

前
注
に
同
じ
。
書
き
下
し
は
石
田
瑞
麿
、
２
８
ペ
ー
ジ
。 

２
４ 

五
位
は
口
を
つ
け
な
い
う
ち
か
ら
既
に
満
腹
を
感
じ
て
い
る
の

で
、
ほ
と
ん
ど
食
べ
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
五
位
は
本
当

に
少
食
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
斗
ば
か
り
の
提
に
な
み
な
み
と
入

っ
た
そ
の
半
分
を
大
き
な
土
器
に
す
く
っ
て
平
ら
げ
る
。
五
升
（
９

リ
ッ
ト
ル
）
を
飲
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
上
飲
め
ば
も
ど
す
の

は
当
然
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
残
り
の
三
分
の
一
を
飲
み
干
せ
ば
、
あ
わ

                                        

                                        

                                        

  

 

せ
て
七
升
近
く
に
な
り
、少
食
と
は
言
え
そ
う
に
な
い
。そ
れ
を「
御

少
食
な
事
じ
ゃ
」
と
評
す
利
仁
ら
の
言
動
は
、
地
獄
の
よ
う
な
調
理

の
場
面
と
の
対
応
か
ら
考
え
れ
ば
、
ガ
ル
ガ
ン
チ
ュ
ア
的
な
誇
張
の

面
白
み
を
狙
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

し
か
し
、一
斗
の
提
で
は
膳
の
上
に
い
く
つ
も
並
べ
ら
れ
そ
う
に
な

い
。あ
る
い
は
、「
提
に
半
分
だ
け
」で
は
な
く「
土
器
に
半
分
だ
け
」

と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
書
き
間
違
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
で
も
、
五
升
も
入
る
土
器
の
半
分
と
残
り
の
三
分
の
一
を
平
ら
げ

れ
ば
三
升
く
ら
い
に
は
な
り
そ
う
で
、
少
食
で
は
な
さ
そ
う
だ
が
。 

２
５ 

源
信
、
書
き
下
し
は
石
田
瑞
麿
、
５
２
ペ
ー
ジ
。 

２
６ 

『
妙
法
蓮
華
經
玄
賛
』。
東
京
大
学SA

T

大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ

ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
經
疏
部
第
３
４
巻

（http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp

）
に
よ
る
。 

２
７ https://w

w
w

.m
auritshuis.nl/en/explore/the-collection/ 

artw
orks/sim

eons-song-of-praise-145/ 

２
８ 

能
勢
の
父
に
差
し
掛
か
る
光
に
つ
い
て
は
乾
英
治
郎
の
指
摘
に

よ
る
。（
乾
英
治
郎
、「
芥
川
龍
之
介
「
父
」
考 

―
〈
青
年
〉
の
時

間
と
〈
老
人
〉
の
時
間
―
」、『
近
代
文
学
資
料
と
試
論
』
第
４
巻
、

２
０
０
５
年
）
な
お
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
『
将
軍
』
の
中
で
も
若
者

と
老
人
の
会
話
の
場
面
に
立
ち
会
う
こ
と
に
な
る
。
か
つ
て
Ｎ
将
軍

の
参
謀
で
老
人
に
な
っ
た
中
村
少
将
は
、
壁
か
ら
Ｎ
将
軍
の
肖
像
画

を
取
り
外
し
た
息
子
に
、
Ｎ
将
軍
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
。
Ｎ
将

軍
を
否
定
す
る
青
年
は
、
父
に
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
肖
像
画
が
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
「
あ
れ
は
別
で
す
。
Ｎ
将
軍
と
一
し
ょ
に

は
な
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
る
。 

２
９ 

常
光
徹
、『
し
ぐ
さ
の
民
俗
学 

呪
術
的
世
界
と
心
性
』、
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
２
０
０
６
年
、
２
３
７
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。 

３
０ 
西
尾
実
・
安
良
岡
康
作
校
注
『
新
訂
徒
然
草
』、
岩
波
文
庫
、
１

９
８
５
年
、
８
６
〜
８
７
ペ
ー
ジ
。 

３
１ 

『
鼻
』
の
原
説
話
で
あ
る
『
今
昔
物
語
』
の
「
池
の
尾
の
禅
珍
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内
供
の
鼻
の
語
」
で
は
、「
童
、
顔
を
そ
ば
ざ
ま
に
向
て
鼻
を
高
く
ひ

る
」
と
あ
る
（
池
上
洵
一
、
２
７
０
ペ
ー
ジ
）。 

３
２ ψ

ῡχή

は
、B

ailly

のD
ictionnaire G

rec Français, (H
achette, 

1950)
に
よ
れ
ば
、souffle

（
呼
気
）
が
原
義
で
、âm

e

（
魂
）
を
転

義
と
す
る
。 

３
３ 

博
識
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
も
こ
の
俗
信
の
起
源
は
不
詳
だ
っ
た

ら
し
い
。「
く
し
ゃ
み
を
し
た
人
に
向
か
っ
て
、「
神
様
の
お
恵
み
が

あ
り
ま
す
よ
う
に
」
と
い
う
習
慣
は
ど
こ
か
ら
来
た
と
お
っ
し
ゃ
る

の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
三
種
類
の
息
を
出
す
。（
中
略
）
第
三
が
く
し
ゃ

み
で
、
こ
れ
は
頭
か
ら
出
て
、
人
の
非
難
を
受
け
な
い
か
ら
、
わ
れ

わ
れ
に
こ
ん
な
に
鄭
重
に
迎
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
屁
理
屈
を

笑
っ
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
る
の
だ
そ
う

だ
。」（
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
著
、
原
二
郎
訳
、『
エ
ッ
セ
ー
』
第
三
巻
第
六

章
「
馬
車
に
つ
い
て
」、
岩
波
文
庫
、
五
、
２
２
０
ペ
ー
ジ
） 


