
川
端
康
成

『千
羽
鶴
』
論

-

(
慕
)
の
解
釈
と

(
幸
福
)
の
希
求

原

佑

美

子

は
じ
め
に

『千
羽
鶴
』
は

｢読
物
時
事
別
冊
｣
第
三
号

(
一
九
四
九

(昭
和
二
四
)

午
)
他
､
様
々
な
雑
誌
に
短
編
連
作
さ
れ
た
川
端
康
成
の
小
説
で
あ
る
｡

ま
た
､
｢千
羽
鶴
｣
の
続
編
と
し
て

｢波
千
鳥
｣
が

｢小
説
新
潮
｣
第
七

巻
第
五
号

(
一
九
五
三

へ昭
和
二
八
)
午
)
か
ら
同
誌
第
八
巻
第
九
号

(
一
九
五
四

(昭
和
二
九
)
年
)
ま
で
､
同
じ
-
短
編
連
作
の
形
で
発
表

さ
れ
た
が
､
作
者
に
よ
っ
て
末
尾
の
二
篇

｢春
の
目
｣
｢妻
の
思
ひ
｣
が

削
除
さ
れ
､
未
完
中
絶
の
作
品
と
な
っ
た
｡
そ
の
た
め
作
品
の
知
名
度
は

低
い
が
､
『千
羽
鶴
』
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は

｢波
千
鳥
｣
ま
で
を
含

め
て
一
続
き
の
物
語
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
､
欠
か
せ
な
い
も

の
と
な
っ
て
い
る
｡
本
論
文
で
も

｢波
千
鳥
｣
を
含
め
て
論
じ
る
｡

管
見
に
よ
れ
ば
､
こ
れ
ま
で

『千
羽
鶴
』
は

｢因
縁
の
呪
縛
か
ら
の
解

放
｣
｢罪
や
汚
濁
の
意
識
か
ら
の
浄
化
｣
の
物
語
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
｡
一ま
た
､
太
田
夫
人
は

｢魔
性
の
女
｣
｢背
徳
的
な
女
｣
と

呼
ば
れ
､
菊
治
も
ま
た
背
徳
耽
美
に
耽
る
男
と
評
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
｡

論
考
に
よ
っ
て
は
､
登
場
人
物
た
ち
が
背
徳
的
な
行
動
を
無
意
志
に
繰
り

返
し
て
い
る
と
し
て
批
判
的
に
捉
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
｡
t一ま
た
批

判
的
で
な
い
論
文
に
も
登
場
人
物
を
耽
美
的
か
つ
没
倫
理
的
性
向
の
持
ち

主
と
し
て
論
じ
る
も
の
が
あ
る
｡
上
坂
信
男
に
よ
る
論
は
､
作
品
の

｢没

､倫
理
性
｣
を
人
間
の

｢内
な
る
自
然
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
生
き
方
で

あ
-
'
考
え
方
｣
だ
と
し
て
､
｢不
倫
背
徳
の
名
の
下
で
､
偏
見
を
も
っ

て
過
さ
れ
て
来
た
人
間
性
の
一
面
と
し
て
､
没
倫
理
を
正
当
に
位
置
づ
け

よ
う
と

『千
羽
鶴
』
は
執
筆
さ
れ
た
｣
と
し
て
お
り
､
筆
者
も
首
肯
で
き

る
部
分
が
多
い
｡
三
し
か
し

｢没
倫
理
の
人
｣
と
さ
れ
た
菊
治
や
太
田
夫

人
は
や
は
-

｢享
楽
的
｣
｢性
欲
の
虜
｣
｢背
徳
耽
美
の
人
｣
と
表
現
さ
れ

て
い
る
｡
本
論
文
で
は

｢背
徳
的
｣
と
の
見
方
を
さ
れ
て
き
た
登
場
人
物

の
た
ど
っ
た
心
的
過
程
を
よ
-
詳
細
に
読
み
解
き
､
そ
の
人
間
性
､
ひ
い

て
は
物
語
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
捉
え
直
す
こ
と
を
目
指
し
た
｡

本
論
文
で
は
作
品
に
主
人
公
菊
治
の

(
幸
福
)
の
希
求
の
テ
ー
マ
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
､
汚
濁
か
ら
の
単
純
な
浄
化
で
は

な
く
'

1
見
汚
濁
と
見
ら
れ
る
も
の
の
中
に
自
ら
の

(
自
然
)
と
そ
の
実

硯
に
よ
る

(
幸
福
)
を
見
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
-
､
現
世
的
な
倫

理
観
と
自
己
の

(
幸
福
)
希
求
と
の
は
ぎ
ま
で
も
が
き
苦
し
む
主
人
公
像

を
読
み
取
っ
た
｡

/
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こ
う
し
た
読
解
の
上
で
重
要
な
の
が
､
作
中
の

入
幕
)
と
い
う
言
葉
の

解
釈
で
あ
る
｡
こ
れ
ま
で

へ
幕
)
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
多
く
な

-
､
原
善
の
論
文
が
そ
の
数
少
な
い
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
｡
四
本
論
文

で
は
先
行
研
究
と
は
異
な
っ
た

(
慕
)
の
解
釈
を
試
み
'
そ
れ
を
も
と
に

菊
治
の

(
幸
福
)
希
求
の
物
語
と
し
て
作
品
全
体
を
捉
え
た
と
き
､
本
篇

｢千
羽
鶴
｣
と
続
篇

｢波
千
鳥
｣
は
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
つ
の
か

を
中
心
に
考
察
し
た
｡
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
､
登
場
人
物
の
た
ど
っ
た
心

的
過
程
を
詳
細
に
読
み
解
き
､
記
述
し
た
点
に
〓
疋
の
成
果
が
あ
る
と
考

え
る
｡

本
文
で
使
用
す
る
川
端
康
成
の
テ
ク
ス
I
は
す
べ
て
『川
端
康
成
全
集
』

(新
潮
社
刊
)
所
収
の
も
の
を
使
用
す
る
｡
引
用
文
に
示
し
た
ペ
ー
ジ
数

は
そ
の
作
品
の
含
ま
れ
る
全
集
の
当
該
巻
の
も
の
で
あ
る
｡

一

八幸
福
)
希
求
の
物
語

本
節
で
は
'
『千
羽
鶴
』
が

(
幸
福
)
希
求
の
物
語
と
し
て
読
め
る
こ

と
を
指
摘
し
､
主
人
公
菊
治
の

(
幸
福
)
希
求
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て

い
る
の
か
を
論
じ
る
｡
な
お
本
節
は
第
二
節
以
降
の
内
容
の
前
提
と
な
る

も
の
で
あ
-
､
別
稿
に
お
い
て
詳
細
に
記
述
し
た
内
容
を
簡
略
に
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
､
説
明
に
不
十
分
な
点
が
あ
る
こ
と
を
お
断

り
し
て
お
く
｡

菊
治
は
物
語
現
在
に
お
い
て
二
六
～
二
八
歳
で
､
四
年
前
に
父
を
､
そ

れ
か
ら
母
を
亡
-
L
t
天
涯
孤
独
の
身
と
な
っ
た
｡
菊
治
の
父
は
栗
本
ち

か
子
'
後
に
は
太
田
夫
人
と
不
倫
し
て
お
-
､
表
面
的
に
は
穏
や
か
な
家

族
だ
っ
た
が
､
内
部
に
は
亀
裂
が
入
っ
て
い
た
｡
菊
治
は
自
ら
の
生
に
対

し
､
信
頼
と
愛
情
に
基
づ
い
た

(
家
族
)
の
中
で
育
ま
れ
た
そ
れ
と
は
明

ら
か
に
異
端
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
自
覚
的
で
な
-
と
も
あ
る
｡

菊
治
は
見
合
い
相
手
で
あ
る
稲
村
ゆ
き
子
と

｢正
常
｣
な

(
家
族
)
の

(
形
)
を
新
し
-
つ
-
る
こ
と
に
よ
っ
て

(
家
族
)
の

(
幸
福
)
を
手
に

入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
『千
羽
鶴
』

は
菊
治
の

(
幸
福
)
希
求
の
物
語
と
し
て
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
｡

し
か
し
菊
治
は

(
家
族
)
の

(
幸
福
)
を
希
求
す
る

1
万
で
'
求
め
て

い
た

(
形
)
と
は
対
極
の
位
置
に

(
幸
福
)
を
見
出
し
て
し
ま
う
｡
菊
治

は

(
父
)
に
対
し
て
､
そ
れ
ま
で
は
自
分
の

(
家
族
)
に
暗
い
影
を
落
と

し
た
と
い
う

一
方
的
な
悪
感
情
を
抱
い
て
い
た
が
､
父
の
愛
人
だ
っ
た
太

田
夫
人
と
関
係
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
､
(
父
)
の
不
潔
が

｢自

+

分
に
も
つ
な
が
っ
て
-
る
｣
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
さ

ら
に
菊
治
に
は
､
夫
人
に
愛
さ
れ
て
い
た
父
の

(
幸
福
)
を
自
分
の
も
の

と
し
て
も
感
じ
る
と
い
う
プ
ラ
ス
の
意
識
が
芽
生
え
る
｡
菊
治
は
不
義
の

ま
つ
わ
ら
な
い

(
幸
福
)
の
た
め
に

｢倫
理
｣
的
に
正
し
い

(
家
族
)
の

(
形
)
を
求
め
､
そ
の
根
源
で
あ
る

｢破
倫
｣
の

(
父
の
因
縁
)
か
ら
脱

出
し
よ
う
と
す
る

一
方
で
､
父
と
同
じ

｢破
倫
｣
の
愛
の
中
に

(
幸
福
)

を
見
出
し
､
自
己
の
内
面
に
お
け
る
新
た
な
価
値
と
し
て
発
見
す
る
の
で

あ
る
｡
し
か
し

｢倫
理
｣
の
象
徴
で
あ
る
ゆ
き
子
の
存
在
を
思
う
と
､
菊

治
は
太
田
夫
人
の
愛
情
に

(
幸
福
)
を
見
出
す
気
持
ち
と
､
自
分
の

(
秦

族
)
に
暗
い
影
を
落
と
し
た

(
父
)
の
不
義
､
ま
た
そ
れ
を
自
分
に
も
引

き
継
が
れ
る
も
の
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
嫌
悪
と
い
う
両
面
の
感
情

の
間
で
揺
れ
動
い
て
し
ま
う
.
-

菊
治
が
見
出
し
た
新
た
な

(
幸
福
)
は
､
作
中
の

(
別
の
世
界
)､
八
白
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然
)
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
明
ら
か
に
な
る
｡
菊
治
が
太
田
夫
人
と

出
会
い
､
父
の

(
幸
福
)
を
自
分
の
も
の
と
し
て
感
じ
る
と
き
'
二
人
は

(
別
の
世
界
)
と
呼
ば
れ
る
世
界
に
入
-
込
ん
で
い
る
｡
(
別
の
世
界
)
は
､

父
親
と
息
子
'
母
親
と
娘
と
い
う

｢境
界
線
｣
I
存
在
形
式
-

を
取
-
払

っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る

｢本
質
的
な
も
の
｣
を
顕
現
さ
せ
る
場
所
で
あ
る
｡

夫
人
は
交
情
の
相
手
に
対
し
て
父

･
息
子
と
い
っ
た

｢枠
組
み
｣
-

｢菊

治
は
か
つ
て
の
愛
人
の
息
子
で
あ
る
｣
と
い
う
認
識
-
を
取
-
払
っ
て
結

び
つ
-
が
'
そ
れ
は
菊
治
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
｡
(
現
実
世
界
)
が

｢枠
組
み
｣
や

｢境
界
｣
に
よ
っ
て
は
っ
き
-
分
割
さ
れ
る
世
界
だ
と
す

れ
ば
､
(
別
の
世
界
)
は
そ
う
し
た

｢枠
組
み
｣
を
取
り
払
っ
た
と
こ
ろ

に
あ
る
､
人
間
が
そ
の
本
質
の
ま
ま
に
存
在
す
る
世
界
な
の
で
あ
る
｡

ま
た
作
中
で

(
別
の
世
界
)
が
措
か
れ
る
と
き
､
こ
う
し
た

｢素
直
に

誘
ひ
寄
せ
ら
れ
る
｣
と
い
う
性
質
に
近
い
意
味
で

(
自
然
)
と
い
う
言
葉

が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
(
自
然
)
は
､
菊
治
が
太
田
夫
人
や

そ
の
娘
文
子
と
結
び
付
-
と
き
の
様
子
を
表
現
す
る
と
き
に
繰
-
返
し
用

い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
｡
(
別
の
世
界
)
は
人
間
の

(
自
然
)
を
実
現
す

る
場
所
と
し
て
措
か
れ
て
お
-
'
菊
治
は
そ
の
愛
の
中
に

(
幸
福
)
を
見

出
し
て
い
る
｡
そ
し
て
一
度
そ
れ
を
体
験
し
た
彼
は
そ
の

(
幸
福
)
に
惹

き
つ
け
ら
れ
て
や
ま
な
い
｡
な
お
本
論
文
で
は
､
(
別
の
世
界
)
に
お
い

て
菊
治
と
太
田
夫
人
や
文
子
と
の
あ
い
だ
に
存
在
し
た

｢愛
｣
を

(
無
垢

の
愛
)
と
い
う
造
語
を
用
い
て
呼
ん
で
い
く
｡

こ
の
よ
う
に

(
現
実
世
界
)
と

(
別
の
世
界
)
を
対
比
的
に
捉
え
る
こ

と
は
､
読
者
に

(
現
実
世
界
)
の
考
え
方
を
相
対
化
す
る
視
座
を
提
供
す

る
｡
そ
れ
は
､
｢倫
理
｣
や

｢道
徳
｣
は

(
現
実
世
界
)
で
だ
け
通
用
す

る

(
人
為
)
的
な

｢枠
組
み
｣
で
あ
る
､
と
い
う
観
点
で
あ
る
｡
(
現
実

世
界
)
で
暮
ら
す
人
間
の
認
識
は
全
て
､
｢常
識
｣
や
決
ま
-
き

っ
た

｢枠
組
み
｣
を
善
悪
の
判
断
基
準
と
し
､
し
か
も
そ
れ
が
そ
も
そ
も
人
間

の
定
め
た

｢枠
組
み
｣
で
あ
る
こ
と
す
ら
普
段
は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡

(
現
実
世
界
)
が
道
徳

･
倫
理
､
父

･
息
子
の
別
な
ど
､
人
間
の
定
め
た

-

(
人
為
)
的
な
-
｢枠
組
み
｣
や

｢境
界
線
｣
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
る

世
界
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
(
別
の
世
界
)
は

(
現
実
世
界
)
の

｢枠
組
み
｣

を
取
-
払
っ
た
先
に
あ
る
世
界
な
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
論
じ
た
段
階
で
の
菊
治
は
､
太
田
夫
人
と
と
も
に
(
別
の
世
界
)

に
入
-
込
む
こ
と
で
見
出
し
た
新
た
な
(
幸
福
)
に
轟
感
を
感
じ
っ
つ
も
､

ゆ
き
子
に
象
徴
さ
れ
る

｢倫
理
｣
に
揺
-
戻
し
を
か
け
ら
れ
､
そ
の

(
辛

福
)
へ
の
価
値
観
が
ま
だ
確
固
た
る
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
ー｡

言
い
換
え
れ
ば
'
菊
治
は
自
分
に
と
っ
て
の

(
幸
福
)
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
の
か
､
い
ま
だ
無
自
覚
な
状
態
で
あ
る
｡
し
か
し
第
三
章

｢絵
志
野
｣
に
お
い
て

｢相
対
的
な
も
の
の
見
方
｣
が
菊
治
自
身
に
獲
得

さ
れ
る
こ
と
に
よ
-

(
幸
福
)
希
求
の
物
語
は
進
行
す
る
｡
『千
羽
鶴
』

は

(
幸
福
)
希
求
の
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
が
､
そ
れ

は

(
幸
福
)
の
(
形
)
を
整
え
る
こ
と
を
ゴ
ー
ル
と
し
た
も
の
で
は
な
-
､

そ
こ
を
起
点
と
し
て
真
実
の

(
幸
福
)
と
は
何
か
を
見
定
め
る
過
程
を
措

い
た
物
語
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
｢相
対
的
な
も
の
の
見
方
｣

の
獲
得
が
菊
治
に
ど
の
よ
う
に
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
B
Jtは
､
次
節
で
論
じ

て
い
く
｡
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二

八幸
福
)
観
の
転
換

本
節
で
は

｢千
羽
鶴
｣
前
半
の
文
子
の
言
動
､
特
に

｢太
田
夫
人
の
死
｣

を
挟
ん
で
の
そ
の
変
化
を
追
う
こ
と
で
､
そ
れ
が
菊
治
の

(
幸
福
)
希
求

に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
｡
ま
た
文
子
と
菊
治
の

生
き
方
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
､
(
慕
)
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
考
察

す
る
｡

文
子
は

｢現
世
的
倫
理
｣
に
基
づ
い
た
行
動
を
と
る
存
在
と
し
て
登
場

す
る
｡
物
語
の
冒
頭
'
円
覚
寺
の
茶
会
で
太
田
夫
人
と
菊
治
が
向
か
い
合

っ
て
座
-
'自
分
の
愛
情
の
ま
ま
に
菊
治
の
父
を
懐
か
し
む
夫
人
の
横
で
'

そ
の
は
ず
か
し
き
に
じ
っ
と
耐
え
て
い
る

(p
三

〇
'
p
三
五
)
｡
し
か

し
､
夫
人
の
性
格
に
対
し
て
一
方
的
な
解
釈
を
し
た
り
､
無
理
解
で
あ
っ

た
-
す
る
わ
け
で
は
な
-
､
母
の
性
質
は
理
解
し
た
上
で
､
母
の
行
為
が

実
社
会
の
常
識
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
も
わ
き
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
.

太
田
夫
人
の
娘
で
あ
る
文
子
は

｢長
め
な
首
｣
｢円
い
肩
｣
な
ど
'
夫

人
の
身
体
的
特
徴
を
受
け
継
い
で
は
い
る
が
､
｢
口
は
母
親
よ
り
大
き
く
､

固
-
閉
ぢ
て
｣
い
る
な
ど
'
母
親
と
は
違
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が

外
見
的
な
特
徴
に
も
表
れ
て
い
る
(p
.1
1
1
)｡
菊
治
は
文
子
に
太
田
夫
人

の
影
を
見
､
そ
の
内
奥
に

｢素
直
｣
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る

｢何
か
｣
を
感

じ
て
い
る
が
､文
子
は
太
田
夫
人
の
全
く
の
コ
ピ
ー
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
文
子
の

｢母

(以
下
､
太
田
夫
人
)
へ
の
理
解
｣
は
そ
の

死
の
前
後
を
挟
ん
で
変
化
す
る
｡
太
田
夫
人
の
死
後
､
菊
治
は
太
田
家
に

文
子
を
訪
ね
て
行
き
､
｢母
が
死
ん
だ
翌
日
か
ら
､
私
は
母
を
だ
ん
だ
ん

粛
u
引
考
へ
る
や
う
に
な
-
ま
し
た
の
.
(p
入

1
)｣
と
告
げ
る
｡
そ
れ

ま
で
母
の
性
質
を
は
ず
か
し
い
も
の
と
考
え
､
菊
治
の
も
と
を
訪
れ
て
母

の
行
動
の
弁
解
を
し
て
い
た
の
に
'
夫
人
の
死
後
､
文
子
の
中
で
母
の
性

質
へ
の
認
識
が
変
化
し
た
の
で
あ
る
｡
で
は
'
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
変
化

し
た
の
か
｡
太
田
夫
人
が
死
ぬ
前
と
死
ん
だ
あ
と
の
文
子
の
台
詞
の
な
か

か
ら
､
｢
ゆ
る
す
｣
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
変
化
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て

考
察
す
る
｡

①
夫
人
の
死
の
前

｢母
を
刺
創
∪
廿
や
つ
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
の
｡｣

と
､
令
嬢
は
ま
た
必
死
に
訴
へ
る
や
う
に
言
っ
た
｡
(中
略
)

｢母
が
悪
い
ん
で
す
わ
｡
母
は
だ
め
な
人
で
す
か
ら
､
ほ
っ
と
い
て
い
た

だ
き
た
い
ん
で
す
の
｡
も
う
お
か
ま
ひ
に
な
ら
な
い
で
｡｣

令
嬢
は
早
口
に
声
を
ふ
る
は
せ
た
｡

｢お
願
ひ
で
す
｡｣

ゆ
る
し
て
と
い
ふ
令
嬢
の
言
葉
が
､
菊
治
は
分
っ
た
｡
母
を
か
ま
っ
て

-
れ
る
な
と
い
ふ
意
味
も
含
ま
っ
て
ゐ
る
の
だ
っ
た
｡
(p
三
九
)

②
夫
人
の
死
後

｢母
は
自
分
で
死
ん
だ
の
で
す
わ
｡
私
は
さ
う
思
っ
て
を
り
ま
す
｡
母
が

な
-
な
つ
て
か
ら
､

1
週
間
'
私
ひ
と
-
で
考
へ
て
ま
し
た
の
よ
.｣
(中

略
)

｢
･
･
･
は
た
の
者
が
責
任
を
感
じ
た
-
'
後
悔
し
た
-
し
て
は
､
母
の

死
が
暗
い
も
の
に
な
り
ま
す
し
､
不
純
な
も
の
に
な
り
ま
す
わ
.
倒

u
J矧

っ
た
も
の
の
反
省
や
後
悔
は
､
死
ん
だ
人
の
重
荷
に
な
-
さ
う
に
思
ひ
ま

す
の
｡｣
(中
略
)



｢死
ん
だ
人
は
ゆ
る
し
て
さ
へ
い
た
だ
け
れ
ば
'
そ
れ
だ
け
で
い
い
と
思

ひ
ま
す
の
｡
母
も
刺
｣利
U
や
も
ら
ひ
た
く
て
､
死
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
わ
｡
母
を
ゆ
る
し
て
や
つ
て
い
た
だ
け
ま
す
の
?
｣
(pp
.七
六
～
七
七
)

①
で
は
'
文
子
は
母
の
性
質
を

｢悪
い
｣
｢だ
め
な
人
｣
と
'
情
け
な

い
気
持
ち
を
持
っ
て
嘆
い
て
い
る
｡
こ
こ
で
の

｢
ゆ
る
す
｣
の
意
味
は
､

夫
人
は
自
分
の
愛
情
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
だ
か
ら
､
こ
れ
以
上

逸
脱
行
動
を
重
ね
な
い
た
め
に
も
も
う
夫
人
に
関
わ
ら
な
い
で
-
れ
､
と

い
う
意
味
で
あ
る
｡

1
万
㌧
夫
人
の
死
後
で
あ
る
②
で
の

｢
ゆ
る
す
｣
の
意
味
は
ど
う
か
｡

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る

｢後
に
残
っ
た
も
の
の
反
省
や
後
悔
｣
と
は
､
死

者
が
望
ん
だ
も
の
で
は
な
く
､
生
き
て
い
る
も
の
の
一
方
的
な
考
え
方
で

あ
る
｡
文
子
は
､
母
の
死
が
生
き
て
い
る
も
の
に

一
方
的
に
反
省
や
後
悔

を
さ
れ
た
-
､
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
付
け
を
さ
れ
た
-
す
る
性
質
の
も
の
で

は
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
文
子
は
夫
人
の
死

を
肯
定
的
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
こ
こ
で
の

｢
ゆ
る
す
｣

は
'
菊
治
に
も
自
分
が
す
る
よ
う
に
母
を
理
解
し
て
ほ
し
い
と
い
う
意
味

で
あ
る
′｡

太
田
夫
人
は
､
菊
治
と
の
二
度
目
の
逢
瀬
の
と
き
､
｢あ
あ
'
死
に
た

い
.
死
に
た
い
わ
｡
今-
死
ね
た
ら
､
ど
ん
な
に
し
あ
は
せ
で
せ
う
.｣
(P
.

六
五
)
と
言
う
｡
こ
の
よ
う
に
､
太
田
夫
人
は
､
自
ら
進
ん
で

｢死
の
世

界
｣
に
行
き
た
が
っ
て
い
る
｡
夫
人
の
言
う

｢今
｣
と
は
､
自
ら
の

(
自

然
)
を
実
現
で
き
る
世
界
､
す
な
わ
ち

(
無
垢
の
愛
)
の
実
現
す
る

(
別

の
世
界
)
に
い
る

｢今
｣
の
こ
と
を
指
す
｡
太
田
夫
人
は

(
現
実
世
界
)

に
お
け
る

｢枠
組
み
｣
の
中
で
は
､
(
自
然
)
の
ま
ま
に
愛
情
を
実
現
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
こ
の
世
界
で
惹
か
れ
た
相
手
は
､
た
ま
た
ま
惹

か
れ
て
は
な
ら
な
い
相
手
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
太
田
夫
人
が
自
分
の

(
無
垢
の
愛
)
に
正
直
に
い
る
'
つ
ま
り

(
現
実
世
界
)
の
倫
理

･
道
徳

と
い
っ
た

｢枠
組
み
｣
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
､
｢死
の
世
界
｣
に
行
-

し
か
な
い
｡
こ
こ
で
､
｢死
の
世
界
｣
と

(
別
の
世
界
)
は
つ
な
が
っ
て

く
る
の
で
あ
る
｡

｢現
世
的
倫
理
｣
に
基
づ
-
文
子
の
立
場
か
ら
理
解
す
れ
ば
､
不
倫
の

関
係
を
重
ね
て
⊥
ま
う

｢自
分
の
醜
さ
に
た
へ
ら
れ
｣
ず
に
自
殺
し
た
よ

う
に
見
え
る
太
田
夫
人
の
死
は
暗
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
そ
う
で
あ

る
｡
し
か
し
､
｢
は
た
の
者

(生
き
て
い
る
者
)
の
感
じ
る
責
任
｣
や

｢後
悔
｣
､
あ
る
い
は
死
に
ま
つ
わ
る

｢暗
さ
｣
｢醜
さ
｣
は
､
(
硯
実
世
界
)

に
お
け
る
倫
理

･
道
徳
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
か
ら
こ
そ
出
現
す
る
の
で
あ

る
｡
つ
ま
り
､
夫
人
が
自
分
の

(
無
垢
の
愛
)
に
正
直
に
い
る
た
め
に

(
現
実
世
界
)
か
ら
脱
出
し
､
｢死
の
世
界
｣
=

(
別
の
世
界
)
に
旅
立
っ

た
の
だ
と

｢は
た
の
者
｣
が
前
向
き
に
捉
え
れ
ば
､
夫
人
の
死
に
は
決
し

て
暗
さ
は
伴
わ
な
い
の
で
あ
る
｡
文
子
の
言
う

｢美
し
さ
｣
と
は
､
太
田

夫
人
が
自
分
の

(
無
垢
の
愛
)
に
忠
実
に
い
る
た
め
に

｢死
の
世
界
｣
へ

向
か
っ
た
と
い
う
純
粋
過
ぎ
る
行
動
の
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
太
田
夫
人
の

死
を
前
向
き
に
捉
え
る
こ
と
が

｢美
し
く
考
へ
る
｣
こ
と
で
あ
-
､
こ
れ

が
母
を
愛
す
る
文
子
の
行
き
つ
い
た

｢母
の
死
へ
の
理
解
｣
な
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
菊
治
は
､
②
の
文
子
の
言
葉
で

｢頭
の
な
か
の
幕
が

一
枚
落

ち
た
や
う
な
｣
(p
.七
七
)
気
持
ち
に
な
る
｡
ま
た

｢太
田
夫
人
に
こ
の

文
子
と
い
ふ
娘
が
な
か
っ
た
ら
､
夫
人
と
の
こ
と
で
も
つ
と
暗
-
ゆ
が
ん

だ
思
ひ
に
と
ざ
さ
れ
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
｣
(p
p
.八

一
～
八
二
)

と
も
思
う
｡
こ
の

(
慕
)
と
は

一
体
何
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡

34



(
慕
)
と
い
う
言
葉
は
'
物
語
の
な
か
に
三
箇
所
'
合
計
四
回
登
場
し
て

い
る
｡
以
下
登
場
す
る
順
に
記
述
す
る
｡

一
箇
所
目

し
か
し
､
菊
治
は
暗
-
醜
い
幕
に
つ
つ
ま
れ
て
ゐ
る
と
恩
へ
て
な
ら
な

か
っ
た
｡

今
日
に
な
っ
て
も
そ
の
幕
は
取
れ
な
い
｡
(p
.五
六
)

二
箇
所
目

菊
治
は
文
子
の
言
葉
で
､
頭
の
な
か
の
幕
が

一
枚
落
ち
た
や
う
な
気
が

し
た
｡
(p
七
七
)

三
箇
所
目

長
い
あ
ひ
だ
の
暗
-
醜
い
幕
の
外
に
'
菊
治
は
出
ら
れ
た
.
(p
二
四

九
㌦一

箇
所
目
は
､
父
が
し
た
と
同
じ
よ
う
に
太
田
夫
人
と
関
係
し
た
菊
治

が
自
ら
の
行
為
を

｢
現
世
的
倫
理
｣
か
ら
見
て
汚
濁
の
も
の
と
感
じ
､

｢菊
治
自
身
の
う
ち
に
不
潔
｣
が
あ
-
､
｢ち
か
子
の
胸
の
あ
ざ
に
､
よ
ご

れ
た
歯
で
噛
み
つ
い
て
ゐ
る
父
｣
の
｢姿
が
自
分
に
も
つ
な
が
っ
て
来
る
｣

と
ヤ
っ
思
い
を
し
て
い
る
場
面
で
あ
る

(pp
･五
六
～
五
七
)0

二
箇
所
目
は
､
太
田
夫
人
の
死
後
､
菊
治
が
太
田
家
を
訪
れ
た
場
面
で

あ
る
｡

三
箇
所
目
は
'
菊
治
が
文
子
と
交
わ
り
､
文
子
が
志
野
の
茶
碗
を
わ
っ

て
菊
治
の
家
か
ら
去
っ
た
後
の
場
面
で
あ
る
｡

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
こ
の

(
慕
)
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
あ

ま
-
多
-
な
か
っ
た
｡
原
書
の
論
文
は
そ
の
数
少
な
い
例
だ
が
､
(
慕
)

を

｢太
田
夫
人
と
関
係
す
る
以
前
か
ら
菊
治
を
呪
縛
し
て
い
た
､
父
に
ま

つ
わ
る
過
去
か
ら
の
悪
因
縁
で
あ
る
｡
菊
治
の
内
部
に
因
縁
へ
の
こ
だ
わ

-
が
巣
喰
っ
て
い
る
こ
と
､
彼
が
何
ら
か
の
浄
化
を
得
る
の
は
'
そ
う
し

た
因
縁
へ
の
囚
わ
れ
か
ら
解
か
れ
る
と
き
な
の
だ
｣
と
す
る
｡
つ
ま
り

(
慕
)
は
菊
治
に
つ
き
ま
と
う

｢因
縁
の
呪
縛
｣
で
あ
-
'
｢除
幕
｣
に
よ

っ
て
菊
治
は
悪
因
縁
か
ら
の
浄
化
を
得
ら
れ
た
と
論
じ
て
い
る
｡
五

し
か
し
本
論
文
で
は
先
述
し
た

(
現
実
世
界
)
と

(
別
の
世
界
)
の
対

比
を
踏
ま
え
､
先
行
研
究
と
は
異
な
っ
た
解
釈
を
試
み
る
｡
以
下
で
(
慕
)

の
意
味
を
考
察
す
る
.

1
箇
所
日
で
菊
敵
が

｢
つ
つ
ま
れ
て
ゐ
｣
た

｢暗

-
醜
い
｣
(
慕
)
に
変
化
が
起
き
る
の
は
､
二
箇
所
目
と
三
箇
所
日
で
あ

る
｡
そ
し
て
そ
の
両
方
と
も
に
文
子
が
関
わ
っ
て
い
る
｡
ま
ず
二
箇
所
目

で

｢(
慕
)
が

一
枚
落
ち
｣
る
の
だ
が
､
こ
れ
は
菊
治
の
な
か
で
あ
る
価

値
観
の
転
換
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
こ
で

入
幕
)
の
意
味
を
そ
の
既
存
の

｢価
値
観
｣
で
あ
る
と
す
る
仮
説
を
立
て

て
み
る
｡
菊
治
は

(
無
垢
の
愛
)
を
実
現
す
る
た
め
に

｢死
の
世
界
｣
へ

と
離
脱
し
て
い
っ
た
太
田
夫
人
を

｢美
し
-
考
へ
る
｣
と
い
う
文
子
の
理

解
を
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
-
､
太
田
夫
人
の
死
に
ま
つ
わ
る
暗
さ
や
醜
さ

を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
そ
れ
と
同
時
に
､
太
田
夫
人
と
父
'
そ
し

て
自
分
と
の
恋
愛
を

｢破
倫
｣
と
位
置
付
け
る
(
現
実
世
界
)
の
倫
理
観
､

す
な
わ
ち

｢現
世
的
倫
理
｣
を
相
対
化
す
る
視
点
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

つ
ま
-

｢倫
理
｣
は
､
現
実
の
社
会
を
破
綻
な
-
動
か
す
た
め
に
(
人
為
)

的
に
作
ら
れ
た
現
世
的
な
価
値
観
で
あ
-
､
倫
理
的
に

｢正
し
い
｣
婚
姻

と
い
う

(
形
)
も
現
世
的
な
価
値
観
で
し
か
な
い
｡
(
別
の
世
界
)
の
価
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値
観
か
ら
捉
え
れ
ば
'
現
世
的
に

｢破
倫
｣
と
さ
れ
る
菊
治
た
ち
の
行
為

も

｢汚
濁
｣
で
は
な
-
な
る
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か

(
無
垢
の
愛
)
を
実
現
し

て
い
る
と
い
う
意
味
で
､
却
っ
て
価
値
あ
る

(
幸
福
)
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
-
と
､
そ

の

｢価
値
観
｣
と
は

人
現
実
世
界
)
だ
け
で
通
用
す
る
価
値
観
､
す
な
わ

ち

｢現
世
的
価
値
観
｣
で
あ
り
､
(
慕
)
は

｢現
世
的
価
値
観
｣
の
フ
ィ

ル
タ
ー
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
文
子
の

言
葉
に
よ
っ
て
は

(
慕
)
が

｢
1
枚
｣
落
ち
た
だ
け
で
あ
る
｡
つ
ま
-

(
慕
)
は
完
全
に
消
え
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
-
'
依
然
と
し
て
存
在

し
て
い
る
｡
そ
れ
は
ま
だ
現
世
的
な
も
の
の
見
方
が
完
全
に
は
消
え
去
っ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
だ
か
ら

｢幕
が

一
枚
｣
落
ち
た
後
で
も
､
菊
治

は

｢道
徳
的
な
苛
責
｣
を
味
わ
う
こ
と
が
あ
る

(p
九
≡
)0

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
'
三
箇
所
目
の

(
慕
)
に
つ
い
て
考
察
す
る
｡

こ
こ
で
菊
治
は

(
慕
)
の
外
に
出
る
の
だ
が
'
そ
れ
は
文
子
と
交
わ
り
､

彼
女
が
菊
治
に
と
っ
て

｢比
較
の
な
い
絶
対
｣
だ
と
確
信
し
た
と
き
の
こ

ノ

と
で
あ
る
｡
そ
の
部
分
を
以
下
に
引
用
す
る
｡

長
い
あ
ひ
だ
の
暗
く
醜
い
寄

付
に
､
菊
治
は
出
ら
れ
た
.

文
子
の
純
潔
の
い
た
み
が
'
菊
治
を
救
ひ
上
げ
た
の
だ
ら
う
か
｡

文
子
の
抵
抗
は
な
-
､
純
潔
そ
の
も
の
の
抵
抗
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
っ

た
｡そ

れ
こ
そ
呪
縛
と
麻
痔
と
の
底
に
落
ち
た
と
思
は
れ
さ
う
な
も
の
だ

が
､
菊
治
は
逆
に
呪
縛
と
麻
痔
と
を
の
が
れ
た
と
感
じ
た
｡
中
毒
し
て
ゐ
~

た
毒
薬
を
極
量
服
毒
し
て
､
そ
れ
が
解
毒
と
な
っ
た
奇
蹟
の
や
う
だ
｡

(p
.1
四
九
)
.

･
(
慕
)
の
外
､
つ
ま
-

｢現
世
的
価
値
観
｣
の
フ
ィ
ル
タ
ー
の

｢外
｣

に

｢出
ら
れ
た
｣
菊
治
は
､
｢現
世
的
倫
理
｣
か
ら
見
れ
ば

｢呪
縛
と
麻

痔
と
の
底
に
落
ち
た
と
思
は
れ
さ
う
な
も
の
｣
-
親
子
二
代
に
亘
っ
て

｢破
倫
｣
の
関
係
を
続
け
て
し
ま
っ
た
か
ら
-
で
あ
る
｡
し
か
し
菊
治
に

し
て
み
れ
ば
､
文
子
と
と
も
に

(
別
の
世
界
)
に
入
り
込
む
こ
と
で

(
蘇

垢
の
愛
)
を
感
じ
､
そ
こ
に
真
の

(
幸
福
)
が
あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
｢呪
縛
と
麻
痔
｣
と
見
え
て
い
た
も
の
は
､
実

は

｢現
世
的
価
値
観
｣
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
て
真
実
の

(
幸
福
)
を

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
意
識
で
あ
-
､
菊

治
は
そ
れ
を

｢
の
が
れ
た
｣
｡
文
子
と
交
わ
る
こ
と
は
'
二
箇
所
目
に
文

子
の

コ
吉
葉
｣
で

｢幕
が

一
枚
落
ち
た
｣
際
は
ま
だ
不
安
定
な
も
の
で
あ

っ
た

(
幸
福
)
の
認
識
を
､
菊
治
の
中
で
確
固
た
る
も
の
に
し
た
の
で
あ

｢る
｡
文
子
の
中
に
は
太
田
夫
人
と
同
じ
よ
う
に
菊
治
が
本
質
的
に
引
き
寄

せ
ら
れ
る

｢何
か
｣
が
存
在
し
て
お
-
､
菊
治
は

｢素
直
に
誘
ひ
寄
せ
ら

れ
る
｣
(p
八
〇
)｡
そ
し
て
や
は
-
文
子
は
夫
人
と
同
じ
-
自
己
の

(
自

然
)
を
実
現
で
き
る
相
手
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

(
慕
)
の

｢外
｣
に
出
た
後
は
す
で
に

｢現
世
的
価
値
観
｣
を
超
脱
し

て
い
る
の
で
､
そ
の
後
の
菊
治
は
太
田
夫
人
と
同
じ
よ
う
に

(
自
然
)
を

実
現
で
き
る
文
子
を
求
め
る
気
持
ち
を
募
ら
せ
て
い
-
こ
と
に
な
る
｡
し

か
し
､
(
慕
)
は
そ
の
全
て
が

｢落
ち
た
｣
の
で
は
な
い
｡
菊
治
は

(
慕
)

の

｢外
｣
に

｢出
ら
れ
た
｣
と
い
う
だ
け
で
､
入
幕
)
そ
＼の
も
の
は
依
然

と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

文
子
は
菊
治
と
関
わ
る
こ
と
で
､
二
度
に
わ
た
っ
て
彼
を
つ
つ
ん
で
い

た

(
慕
)
に
影
響
を
与
え
､
最
終
的
に
彼
を

(
慕
)
の
外
に
出
し
､
真
実

の

(幸
福
)
を
認
識
さ
せ
る
｡
こ
の
観
点
か
ら
'
物
語
に
お
い
て
文
子
は
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菊
治
に
(
幸
福
)
の
内
実
を
気
づ
か
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
｡

菊
治
の

(
幸
福
)
希
求
の
物
語
と
し
て

｢千
羽
鶴
｣
｢波
千
鳥
｣
を
捉
え

た
と
き
､
本
篇

｢千
羽
鶴
｣
は
菊
治
が

｢現
世
的
価
値
観
｣
の
フ
ィ
ル
タ

ー
を
取
-
払
い
､
真
の

へ
幸
福
)
の
姿
を

｢認
識
｣
す
る
過
程
で
あ
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

三

｢追
体
験
｣
後
の
意
識
の
相
違

本
節
で
は
前
節
に
引
き
続
い
て
文
子
の
言
動
を
追
い
､
彼
女
の
生
き
方

の
特
質
を
考
察
す
る
｡
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
相
対
的
に
菊
治
の
生
き
方
､

ひ
い
て
は
彼
の

(
幸
福
)
希
求
の
あ
-
よ
う
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
｡

物
語
の
主
人
公
は
菊
治
で
あ
る
が
'
文
子
の
思
い
の
変
遷
を
た
ど
る
物
語

で
も
あ
-
､
｢波
千
鳥
｣
の

｢手
紙
｣
の
挿
入
は
そ
の
要
素
を

一
層
強
-

さ
せ
る
｡
｢手
紙
｣
の
物
語
言
説
を
時
間
軸
に
沿

っ
て
並
べ
替
え
る
と
､

実
は
文
子
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
物
語
内
容
の
時
間
の
ほ
.ぼ
最
初
か
ら

登
場
し
､
文
子
は
主
人
公
菊
治
と
時
間
的
に
併
走
す
る
形
で
､
物
語
時
間

全
体
を
貫
い
て
行
動
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
｢千
羽
鶴
｣
と

｢波
千

鳥
｣
を

1
続
き
の
物
語
と
し
て
考
え
た
と
き
'
文
子
の

｢手
紙
｣
は
後
説

的
に
も
う

一
人
の
主
人
公
を
構
築
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
ま
た

｢手
紙
｣

は
､
菊
治
と
文
子
の
共
通
性
を
読
者
に
認
識
さ
せ
る
効
果
を
持
つ
｡
先
行

研
究
で
も
､
菊
治
と
文
子
は
､
不
義
の
相
手
同
士
の
親
の

一
人
っ
子
で
､

そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
親
の
不
義
相
手
に
強
-
惹
か
れ
る
な
ど
､
多
-
の
点
で

共
通
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
六
し
か
し
そ
の
後
の

二
人
の
生
き
方
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
-
｡
｢波
千
鳥
｣
の

｢手

紙
｣
に
よ
っ
て
文
子
の
内
面
が
詳
細
に
措
か
れ
'
彼
女
の
存
在
感
は
濃
厚

な
も
の
に
な
っ
て
ゆ
-
が
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
じ
運
命
に
あ
る
菊
治

の
生
き
方
の
特
質
が

一
層
浮
き
彫
-
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

｢千
羽
鶴
｣
の
時
間
に
お
け
る
文
子
の
内
面
は

｢手
紙
｣
の
詳
細
な
記

述
に
よ
っ
て
再
構
成
で
き
る
｡
ま
ず

｢千
羽
鶴
｣
の
後
半
の
文
子
の
内
面

に
つ
い
て
分
析
す
る
｡
第
三
章

｢絵
志
野
｣
は
'
文
子
に
主
眼
を
据
え
る

と

｢太
田
夫
人
の
死
の
意
味
を
解
釈
す
る
｣
章
で
あ
-
､
文
子
の
言
葉
を

借
-
れ
ば

｢も
の
に
想
か
れ
て
｣
い
る
状
態
で
あ
る
｡
第
四
章

｢母
の
口

紅
｣
の
段
階
で
も
依
然
そ
の
状
態
で
あ
-
､
ち
か
子
の
露
骨
な
侮
辱
に
対

し
て
反
発
し
な
い
文
子
の
様
子
が
繰
-
返
し
措
か
れ
て
い
る
｡
し
か
し
こ

の
と
き
の
文
子
は

｢現
世
的
倫
理
｣
観
を
失
い
､
太
田
夫
人
の

｢破
倫
｣

の
行
為
を
正
当
化
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
文
子
は
太
田
夫
人

の
生
き
方

(死
に
方
)
を

(
無
垢
9
愛
)
に
忠
実
に
生
き
た
と
い
う
よ
う

に
前
向
き
に
捉
え
'
他
人
が
何
を
言
お
う
と
意
に
介
そ
う
と
せ
ず
､
毅
然

と
し
た
態
度
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

次
に

｢千
羽
鶴
｣
の
末
尾
'
文
子
が
志
野
の
湯
春
を
わ
る
場
面
を
取
-

上
げ
､
文
子
が

｢も
の
に
懸
か
れ
て
い
る
｣
と
き
の
実
態
を
さ
ら
に
深
-

考
察
す
る
｡
｢母
を
美
し
-
考
え
よ
う
と
す
る
｣
文
子
は
志
野
を
わ
っ
た

と
き
､
｢太
田
夫
人
の
形
見
､
そ
れ
に
よ
っ
て
菊
治
が
夫
人
や
文
子
を
思

ひ
出
す
､
あ
る
ひ
は
も
つ
と
親
し
-
触
れ
る
や
う
に
思
ふ
品
は
､
最
高
の

物
で
あ
っ
て
ほ
し
い
｣
(p
二
八
六
)
と
､
そ
の

｢ひ
と
｣
を
菊
治
に
限

っ
て
そ
う
思
っ
た
｡
文
子
は
後
に
な
っ
て
こ
そ
､
｢あ
の
こ
ろ
｣
は

｢も

の
に
潰
か
れ
｣
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
と
思
う
が
､
そ
の
と
き
は

｢ひ
た
す

ら
母
を
美
し
-
し
た
い
｣

一
念
で
あ
っ
た

(p
二
八
六
)｡
つ
ま
-
死
へ

向
か
っ
た
母
の
あ
り
方
を
肯
定
的
に
捉
え
る
こ
と
に
夢
中
に
な
っ
て
い

た
｡
そ
の
思
い
決
め
た
様
子
の
あ
ま
-
の
必
死
さ
が
､
の
ち
に
文
子
自
身
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に
よ
っ
て

｢も
の
に
潰
か
れ
た
や
う
な
心
｣
と
形
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
そ
の
心
が
､
そ
れ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
菊
治
が
夫
人
や
文
子
を

思
い
出
す
こ
と
に
な
る
形
見
は
他
に
比
類
の
な
い
'
最
高
の
品
物
で
あ
っ

て
ほ
し
い
と
の
願
い
と
し
て
表
れ
た
の
で
あ
る
｡
文
子
は

｢も
の
に
想
か

れ
た
｣
よ
う
に

｢母
を
美
し
-
考
え
る
｣
こ
と
に
徹
し
､
そ
の
思
い
の
集

大
成
と
し
て
志
野
を
わ
っ
た
｡
文
子
も
菊
治
と
交
わ
っ
た
と
き
､
文
子
も

(
別
の
世
界
)
に
入
-
込
み
､
母
の
感
じ
て
い
た

(
無
垢
の
愛
)
の
喜
び

を
味
わ
っ
た
｡
そ
し
て
愛
に
徹
し
た
母
の

｢美
し
さ
｣
の
象
徴
と
し
て
､

｢最
高
の
名
品
｣
で
あ
る
志
野
の
水
指
だ
け
を
残
す
た
め
に
､
｢あ
ま
-
よ

い
品
物
で
は
な
い
｣
湯
春
を
わ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡
志
野
を
わ
っ

て
し
ま
う
ま
で
は
'
ま
だ

｢も
の
に
悉
か
れ
た
｣
､
つ
ま
-
母
を
美
し
-

考
え
る
こ
と
に
徹
し
て
い
た
状
態
だ
っ
た
の
だ
｡
文
子
が
自
分
も
菊
治
を

I

愛
し
て
い
る
と
は
っ
き
-
と
認
識
し
た
の
は
､
関
係
を
持
ち
志
野
を
わ
っ

た
直
後
で
あ
る
｡
し
か
し
志
野
を
わ
る
こ
と
は
､
同
時
に
そ
の

｢愛
｣
を

｢現
世
的
倫
理
｣
の
立
場
か
ら

｢罪
｣
で
あ
り
'
｢た
だ

一
度
｣
で
断
ち
切

ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
認
識
さ
せ
る
出
来
事
で
も
あ
っ
た
｡
そ
の
罪
の

意
識
は
太
田
夫
人
と
同
様
'
文
子
に
も
.
｢死
｣
を
意
識
さ
せ
る

(p
.
一
九

〇
)
｡
ま
た
､
文
子
の
太
田
夫
人
の
死
へ
の
解
釈
に
も
､
菊
治
と
交
わ
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
変
化
が
起
こ
る
｡
菊
治
に
お
け
る
(
父
)

の

｢追
体
験
｣
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
'
母
の
性

(さ
が
)
は
自
分
に
も

引
き
継
が
れ
る
も
の
と
し
て
文
子
に

(
因
縁
)
と
し
て
意
識
化
さ
れ
る
の

で
あ
る
｡

次
に
､
｢披
千
鳥
｣
の

｢手
紙
｣
の
文
子
像
に
つ
い
て
考
察
す
る
｡
手

紙
は
第
六
倍
ま
で
あ
る
が
､
情
景
描
写
の
分
量
は
そ
れ
ぞ
れ
の
手
紙
に
よ

っ
て
異
な
る
｡
第

一
日
日
～
三
日
目
の
手
紙
は
'
四
日
目
以
降
と
比
べ
る
､

と
情
景
描
写
の
分
量
は
少
な
い
｡
文
子
は
外
界
の
こ
と
を
語
る
よ
-
も
､

自
分
の
内
な
る
世
界
に
ひ
き
こ
も
り
､
と
り
と
め
の
な
い
思
い
に
ふ
け
っ

て
い
る
.
し
か
し
四
日
目
～
六
日
目
は

一
～
三
日
目
と
比
べ
､
情
景
描
写

が
格
段
に
増
加
し
て
い
る
の
に
加
え
'
文
子
の
心
情
は
大
分
の
風
土
や
出

会
っ
た
人
々
と
関
わ
る
な
か
で
大
き
-
変
化
し
て
い
-
｡
文
子
は
最
初
'

自
分
が
何
の
た
め
に
兄
も
知
ら
な
い
父
の
故
郷
へ
帰
っ
て
い
-
の
か
分
か

ら
ず
に
い
た
｡
し
か
し
四
日
目
､
文
子
は
菊
治
を
思
い
､
そ
し
て
別
れ
る
た

め
に
旅
し
て
き
た
の
だ

(p
.二
〇
四
)
と
そ
の
意
味
を
見
出
す
の
で
あ
る
｡

文
子
は
菊
治
を
愛
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
-
な
い
が
､
自
分
た
ち
母

子
の
行
動
を

｢罪
｣
と
捉
え
て
し
ま
っ
た
以
上
､
こ
れ
以
上
罪
を
重
ね
な

い
た
め
に
も
菊
治
と
の
完
全
な
る
断
絶
が
必
要
で
あ
っ
た
｡
太
田
夫
人
も

お
そ
ら
-

(
別
の
世
界
)
に
入
-
込
ん
で
い
な
い
と
き
は
罪
の
意
識
に
さ

い
な
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
'
最
終
的
に
は

｢死
｣
を
選
ん
だ
｡

一
方

文
子
は
母
と
同
じ
行
動
を
し
､
同
じ
気
持
ち
を
味
わ
う
が
､
罪
の
意
識
を

感
じ
な
が
ら
も

｢生
｣
き
る
こ
と
を
決
め
た
｡
自
分
た
ち
母
子
は
､
確
か

に

｢現
世
的
倫
理
｣
か
ら
は

｢罪
｣
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
犯
し

た
｡
し
か
し
､
父
の
故
郷
で

｢病
的
な
思
ひ
｣
(p
.1
10

1
)
を
洗
っ
た

文
子
は
､
そ
れ
ら

｢汚
辱
｣
や

｢罪
業
｣
の
間
に
も

｢救
い
の
場
所
｣
は

あ
る
の
だ
ろ
う
､
と
考
え
る
｡
文
子
の
旅
の
意
味
は
文
子
な
-
の
｢清
算
｣

で
あ
っ
た
｡
し
か
し
死
を
も
っ
て

｢清
算
｣
し
た
母
ヒ
は
違
い
､
そ
れ
は

現
世
で

｢生
き
て
い
-
｣
こ
と
を
も
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
'
菊
治
と
文
子
は
互
い
の
父
母
を

｢追
体
験
｣
L
t
ま
た

(
別
の
世
界
)
に
入
-
込
ん
で

(
無
垢
の
愛
)
を
実
現
さ
せ
る
｡
こ
の
点

で
も
二
人
は
相
似
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
｡
し
か
し
彼
ら
の
間
に
は

｢追
体
験
｣
後
の
意
識
の
上
で
大
き
な
相
違
が
あ
る
｡
菊
治
は
父
の
感
じ

/
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て
い
た
愛
の

(
幸
福
)
を
自
分
の
も
の
と
し
て
感
じ
､
太
田
夫
人
､
そ
し

て
文
子
を
求
め
る
が
､
文
子
は
罪
の
意
識
を
身
に
負
っ
て
遁
走
す
る
｡
文

子
の
中
で

｢現
世
的
倫
理
｣
と
自
ら
の

(
自
然
)
が
両
立
し
な
い
と
い
う

前
提
は
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
-
､
再
び
菊
治
を
求
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡

つ
ま
-
あ
る
行
動
を
通
し
て
親
か
ら
の

(
因
縁
)
を

｢自
分
の
も
の
と
し

て
｣
意
識
化
し
た
と
き
'
そ
の
内
実
に
価
値
を
見
出
し

(
幸
福
)
と
し
て

認
識
す
る
か
､
そ
れ
と
も

｢現
世
的
倫
理
｣
か
ら
そ
れ
を
罪
悪
視
す
る
か

の
相
違
が
､
二
人
の
間
に
は
あ
る
と
い
え
る
｡

四

八形
)
あ
る

(幸
福
)､
(形
)
な
き

(幸
福
)

本
節
で
は

｢千
羽
鶴
｣
と

｢波
千
鳥
｣
の
世
界
を
対
比
的
に
捉
え
る
こ

と
で
､
｢千
羽
鶴
｣
か
ら

｢波
千
鳥
｣
に
至
る
流
れ
の
な
か
で
菊
治
の

(
幸
福
)
希
求
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
｡

本
篇

･
続
篇
二
つ
の
物
語
世
界
は
様
々
な
側
面
か
ら
対
照
的
に
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
｡
例
え
ば

｢千
羽
鶴
｣
に
比
べ

｢波
千
鳥
｣
の
描
写
､
と

-
わ
け
情
景
描
写
が
具
体
的
で
詳
し
い
こ
と
か
ら
､
描
写
の
面
で
｢抽
象
｣

と

｢具
象
｣
の
対
比
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
内
容
に
お
い
て
も
､

｢千
羽
鶴
｣
で
は

(
現
実
世
界
)
で
生
き
て
い
た
菊
治
が
'
そ
れ
ま
で
の

価
値
観
を
ゆ
る
が
さ
れ
て
戸
惑
い
苦
し
む
姿
が
措
か
れ
て
い
た
の
に
対
し

て
'
｢波
千
鳥
｣
で
は
菊
治
が
価
値
観
の
転
換
を
経
た
が
ゆ
え
に
感
じ
る
､

(
現
実
世
界
)
で
生
き
る
苦
し
み
が
措
か
れ
て
い
る
｡
(
別
の
世
界
)
(=

(
自
然
)
の
世
界
)
が
措
き
こ
ま
れ
た

｢千
羽
鶴
｣
に
対
し
て
､
｢波
千
鳥
｣

は
(
現
実
世
界
)(=

(
人
為
)
の
世
界
)
を
主
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢抽
象
｣
か
ら

｢具
象
｣
へ
の
変
化
は
､
な
か
で
も
ゆ
き
子
の
描
写
の

変
化
に
顕
著
で
あ
る
｡
｢千
羽
鶴
｣
の
ゆ
き
子
は
､
｢光
｣
や

｢印
象
｣
､

｢香
-
｣
と
い
っ
た
､
人
形
V
tを
は
っ
き
-
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

で
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し

｢波
千
鳥
｣
で
は
太
田
夫
人
や
文
子
と
同

じ
-
肉
体
的
特
徴

(｢黒
子
｣
や

｢歯
｣
な
ど
)
が
措
か
れ
る
よ
う
に
な

る
｡
ま
た
ゆ
き
子
は
菊
治
の
妻
と
な
り
､
実
際
的
な
関
わ
り
を
持
つ
よ
う

に
な
る
｡

こ
う
し
た
対
比
的
な
描
写
は

｢言
葉
｣
を
め
ぐ
る
記
述
に
も
み
ら
れ
る
｡

菊
治
は
､
文
子
の

｢手
紙
｣
を
読
ん
だ
直
後
､
｢
言
葉
は
空
し
い
か
｡
｣

｢言
葉
は
､
燃
や
し
て
し
ま
へ
｡｣

(pp.二
一
五
～
二

1
六
)
と
､
｢言
葉
｣

の
集
合
で
あ
る
手
紙
を
前
に
､
｢言

葉
｣
そ
れ
自
体
の
無
意
味
を
繰
り
返

し
て
い
る
｡

そ
ん
な
菊
治
と
は
対
照
的
に
､
ゆ
き
子
は

｢言
葉
｣
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

一

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
る
｡
ゆ
き
子
は

｢な
に
か
話
し
て
ち
ゃ
う
だ
い
｡
｣

(p
.
一
七
五
､
p
三
三
七
)
と
繰
り
返
す
な
ど
､
菊
治
に

｢言
葉
｣
を
求

め
る
｡
二
人
は
日
々
の
生
活
の
中
で
会
話
を
重
ね
て
い
-
が
､
菊
治
は
ゆ

き
子
の

｢言
葉
｣
の
奥
に
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
を
し
て
し
ま
い
､
会
話
を
重

ね
れ
ば
重
ね
る
ほ
ど
､
か
え
っ
て
ゆ
き
子
と
し
っ
-
り
融
和
で
き
な
い
自

身
の
問
題
に
沈
潜
し
て
い
-
｡
菊
治
に
と
っ
て
は

(
形
)
を
求
め
た
結
婚

だ
っ
た
の
に
､
肉
体
や
言
葉
と
い
っ
た

(
形
)
の
は
つ
き
-
し
た
も
の
で

は
つ
な
が
り
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
菊
治
は
結
婚
生
活
を
送
る
中
で
､
〝新
婚
生
活
の
幸
福
"
を
自

分
に
言
い
聞
か
せ
､
日
常
生
活
の
細
部
に
過
剰
な
ま
で
に
見
出
す
努
力
を

し
て
い
る
｡
し
か
し
､
菊
治
が

｢自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
｣
幸
福
と
は

｢野
菜
の
色
｣
や

｢
ゆ
き
子
の
寝
姿
｣
な
ど
､
日
で
見
る
こ
と
の
で
き
る

(
形
)
の
は
つ
き
-
し
た

(
幸
福
)
ば
か
り
で
あ
る
｡
は
っ
き
-
と
日
に
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見
え
る

(
幸
福
)
だ
か
ら
こ
そ
､
具
体
的
に
取
り
出
し
て
確
認
し
､
安
心

す
る
材
料
と
な
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
肉
体
と
精
神
の

(
自
然
)
な
融
和

と
い
う

(
形
)
な
き

(
幸
福
)
を
感
じ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
'
現
在
の

｢結
婚
｣
と
い
う

(
形
)
を
正
当
化
す
る
た
め
に
列
挙
し
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
｡

｢悔
恨
｣
の
内
実
も
変
容
し
て
い
-
｡
｢波
千
鳥
｣
の
冒
頭
で
､
菊
治
は

自
ら
の
過
去
を

｢罪
業
｣
｢悔
恨
｣
(p
二
五
九
)
と
い
う
言
葉
で
ゆ
き
子

に
伝
え
て
い
る
｡
か
つ
て
は
確
か
に
､
父
か
ら
続
-
太
田
夫
人
と
の
関
係

を
そ
う
表
現
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡
し
か
し

｢悔
恨
｣
の
内
実
は
'
ゆ
き

子
と
の
新
婚
旅
行
や
結
婚
生
活
を
挟
み
､
過
去
の
人
間
関
係
を
悔
い
る
も

の
か
ら
､
現
在
の
自
分
の
あ
-
よ
う
を
悔
い
る
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る

の
で
あ
る
｡
(p
.一
六
五
)
｢現
世
的
倫
理
｣
に
お
い
て

｢正
常
｣
で
あ
る

(
家
族
)
の

(
形
)
は
､
菊
治
に
と
っ
て
は
も
は
や

(
自
然
)
を
抑
圧
す

る

｢異
常
な
結
び
つ
き
｣
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
'
理
性
で
そ
れ
を

｢正
常
｣
な
も
の
だ
と
す
る
か
ら
こ
そ
､
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
を
異
常
に
恐

怖
し
､
ゆ
き
子
と
結
び
つ
-
こ
と
に
必
死
に
な
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に
､
(
現
実
世
界
)
と

(
別
の
世
界
Vt
(
人
為
)
と

(
自
然
)
の

対
比
は

(
形
)
あ
る

(
幸
福
)
と

(
形
)
な
き

(
幸
福
)
の
対
比
へ
と
展

開
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
｡
(
別
の
世
界
)
で
感
じ
る

(
無
垢
の
愛
)
の

(
幸
福
)
は
､
(
形
)
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
｡
菊
治
に
(
無
垢
の
愛
)

の

(
幸
福
)
を
体
験
さ
せ
た
太
田
夫
人
の
描
写
の
あ
-
よ
う
は
'
そ
の
こ

と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
｡
太
田
夫
人
が

(
別
の
世
界
)
に
入
っ
て
い

な
い
時
､
つ
ま
-

(
現
実
世
界
)
に
い
る
と
き
は

｢年
齢
の
醜
さ
｣
(p
.

六
二
)
が
見
え
､
肉
体
的
特
徴
､
つ
ま
-

｢視
覚
で
捉
え
ら
れ
る
｣
特
徴

-

｢(
形
)
あ
る
特
徴
｣
-
が
多
-
描
写
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
(
別
の

世
界
)
に
お
け
る
夫
人
の
特
徴
は
そ
の
よ
,

7
な

｢視
覚
で
捉
え
ら
れ
る
｣

肉
体
的
特
徴
よ
り
も
､
｢匂
ひ
｣
｢温
か
さ
｣
｢触
感
｣
な
ど
､
視
覚

｢以

外
｣
の
感
覚
で
捉
え
ら
れ
る

｢(
形
)
な
き
｣
特
徴
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
｡

そ
れ
は
､
菊
治
が

｢素
直
｣
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る

｢何
か
｣
が
'
｢太
田

夫
人
｣
と
い
う

(
現
実
世
界
)
に
お
け
る

｢枠
組
み
｣
を
取
-
払
っ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

夫
人
と
も
文
子
と
も
､
菊
治
は

(
乱
然
)
に
､
｢抵
抗
な
く
｣
結
び
つ

-
こ
と
が
で
き
た
｡
そ
れ
に
は
な
ん
の
現
実
的
思
考

(=
関
係
を
倫
理
的

に
捉
え
返
し
て
み
る
こ
と
)
も
伴
わ
な
か
っ
た

(=

｢な
ん
の
考
へ
も
浮

ば
な
か
っ
た
｣
(p
三
六
)
)｡
し
か
し
'
ゆ
き
子
と
の
結
び
つ
き
の
前
に

は
､
夫
婦
と
い
う

｢現
世
｣
的
'･
(
人
為
)
的
な

(
形
)
が
プ
レ
ッ
シ
ャ

ー
と
な
-
､
ど
う
し
て
も
結
び
つ
け
な
い
こ
と
に
対
し
て
苦
し
む
の
で
あ

る
｡
菊
治
は
こ
う
し
た
経
験
か
ら
､
自
ら
の

(
自
然
)
を
実
現
で
き
､
本

当
の
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は

(
形
)
な
き

(
幸
福
)
の
も

と
に
お
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
ど
こ
か
で
自
覚
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
｡

五

『千
羽
鶴
』
の
意
義

｢波
千
鳥
｣
末
尾
の
二
篇

｢春
の
冒
｣
｢妻
の
思
ひ
｣
は
川
端
自
身
に
よ

っ
て
削
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
､
ま
た

｢波
千
鳥
｣
の
存
在
す
べ
て

を
抹
消
す
る
の
で
な
-
､
そ
の
二
篇
だ
け
の
削
除
に
と
ど
め
た
と
い
う
こ

と
は
興
味
深
い
｡
｢波
千
鳥
｣
執
筆
は
川
端
本
人
が
つ
よ
-
望
ん
だ
こ
と

で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
も
､
｢千
羽
鶴
｣
だ
け
で
は
描
き
き
れ
な
か
っ
た

側
面
が
あ
-
､
そ
の
執
筆
以
前
か
ら

｢波
千
鳥
｣
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る

′/
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べ
き
点
が
作
者
に
よ
っ
て
も
多
-
見
出
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
｡

と
こ
ろ
で
第
三
節
で
文
子
の
旅
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
が
､
菊
治
は

そ
の
意
味
を
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
菊
治
は
文
子
か
ら
の
手
紙
を

受
け
取
っ
て
か
ら

1
年
半
近
-
後
､
ゆ
き
子
と
の
新
婚
旅
行
後
に
手
紙
を

再
読
し
て
か
ら
焼
却
す
る
｡
し
か
し
以
前
文
子
の
手
紙
を
読
ん
だ
際
と
現

在
と
､言
葉
の
受
け
取
-
方
が
彼
に
と

っ
て
ど
の
よ
う
に
違

っ
た
の
か
は
､

読
み
手
に
は
明
か
さ
れ
な
い
｡
し
か
し
決
し
て
自
分
を
探
す
な
と
い
う
手

紙
の
文
面
と
は
逆
に
'
菊
治
は
手
紙
を
受
け
取
っ
て
す
ぐ
に
大
分
県
竹
田

町
に
文
子
を
捜
索
に
行
き
､
手
紙
に
書
い
て
あ
っ
た
通
-
黒
織
部
を

｢
ゆ

-
へ
し
れ
ず
｣
に
し
た
｡
お
そ
ら
-
手
紙
を
受
け
取
っ
た
直
後
に
は
､
彼

は

｢菊
治
と
f
生
に
よ
る
断
絶
』
を
し
､
現
世
で
『生
き
て
』
い
-
｣
と
い
う

文
子
の
意
志
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

し
か
し
ゆ
き
子
と
結
婚
し
て
新
婚
旅
行
に
行
っ
た
後
は

｢手
紙
｣
に
対
し

以
前
と
は
違

っ
た
解
釈
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
､
文
子
が
促
し
た
通
-
黒
織

部
を
売
却
す
る
の
で
あ
る
｡
菊
治
に
と
っ
て
は
そ
こ
に

(
形
)
を
整
え
る

と
い
う
意
味
で
の
結
婚
と
新
婚
旅
行
の
経
験
が
挟
ま
っ
て
お
-
､
そ
の
感

慨
を
以
て
手
紙
か
ら
受
け
取
る
意
味
が
変
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

菊
治
は

｢手
紙
｣
を
受
け
取
っ
た
直
後
に
は
文
子
の
意
図
を
理
解
し
て

い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
'
文
子
に
倣
っ
て

｢自
分
も
文
子
と
断
絶
し
､
現

世
で
生
き
て
い
こ
う
｣
と
い
う
自
覚
を
し
た
上
で
の
結
婚
で
は
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
｡
ゆ
き
子
と
結
婚
し
た
理
由
は
文
子
の
行
方
を
追
い
求
め

て
得
ら
れ
ず
､
文
子
を
待
つ
中
で
'
慰
め
と
し
て
ゆ
き
子
を
再
認
識
し
た

か
ら
で
あ
る
｡
ま
た
､
正
常
な

(
家
族
)
と
い
う

(
形
)
を
手
に
入
れ
る

こ
と
で

(
幸
福
)
を
手
に
入
れ
よ
う
と
い
う
意
識
は
も
と
も
と
菊
治
に
あ

っ
た
も
の
で
あ
-
､
結
婚
は
そ
れ
を
叶
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
｡
し
か
し
､

新
婚
旅
行
で
菊
治
と
ゆ
き
子
は
夫
婦
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
､
彼

は
そ
の
原
因
を
自
分
が

｢汚
辱
と
背
徳
の
記
憶
｣
(p
二

八
二
)
に
捉
え

ら
れ
て
い
る
た
め
だ
と
ゆ
き
子
に
説
明
す
る
｡
新
婚
旅
行
か
ら
帰
っ
て
き

た
菊
治
は
'
文
子
が
過
去
の
人
間
関
係
の

(
因
縁
)
か
ら
決
別
し
た
よ
う

に
､
菊
治
は
黒
織
部

((
因
縁
)
の
人
間
関
係
全
て
を
象
徴
す
る
)
を
手

放
す
こ
と
で
そ
れ
か
ら
決
別
L
t
ゆ
き
子
と
の
結
婚
生
活
に
入
っ
て
行
こ

う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
黒
織
部
を
手
放
し
た
後
も
､
や
は
り
菊
治
は
ゆ
き
子
と
肉
体
で

つ
な
が
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
れ
は
､
黒
織
部
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な

過
去
の
人
間
関
係
の

(
因
縁
)
は
す
で
に
菊
治
に
と
っ
て
最
大
の
問
題
で

は
な
-
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
(
因
縁
)
の
モ
チ
ー
フ
に
は
黒
織
部

に
加
え

｢あ
ざ
｣
も
挙
げ
ら
れ
る
が
､
こ
の
こ
と
は

｢あ
ざ
｣
の
持
ち
主

で
あ
る

｢栗
本
ち
か
子
の
死
｣
を
以
て
､
と
い
う
物
語
の
閉
じ
ら
れ
方
に

も
関
係
し
て
-
る
｡

｢妻
の
思
ひ
｣
は
､
ち
か
子
の
死
に
つ
い
て
の
た
っ
た
四
行
の
事
務
的

な
記
述
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
｡
執
掬
に
織
部
を
託
し
て
-
る
当
の
ち
か
子

が
死
ね
ば
､
も
う
ゆ
き
子
と
の
結
婚
生
活
を
お
び
や
か
す
も
の
は
表
面
的

に
は
何
も
な
-
な
る
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
こ
に
は
'
菊
治
の
二
言
の

感
想
も
添
え
ら
れ
て
い
な
い
｡
こ
れ
は
'
菊
治
が
す
で
に
解
決
す
べ
き
問

題
が
そ
こ
に
は
な
い
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
証
拠
で
あ
る
｡
最
大
の
問
題

は
ゆ
き
子
と
心
身
の

(
自
然
)
な
融
和
が
図
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
｡
先
述

し
た
よ
う
に
､
(
慕
)
は
全
て

｢落
ち
た
｣
の
で
は
な
-
､
｢結
婚
｣
と
い

う

｢現
世
的
倫
理
｣
に
お
い
て

｢正
常
｣
と
さ
れ
る

(
形
)
に
姿
を
変
え
'

常
に
彼
と
背
中
合
わ
せ
に
張
-
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ゆ
き
子
は
結
婚
と
い
う

｢枠
組
み
｣
を
取
り
払

っ
た
ら
､
お
そ
ら
-
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(
自
然
)
に
結
び
付
け
る
相
手
で
は
′な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
｢春
の
目
｣

｢妻
の
思
ひ
｣
に
措
か
れ
て
い
る
の
は
､
過
去
の

(
因
縁
)
か
ら
の
囚
わ

れ
よ
り
も
､
ゆ
き
子
と
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
し
っ
-
-
と
融
和
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
菊
治
の
苦
し
み
で
あ
る
｡
も
し
物
語
が
こ
の
後
書
き
続

け
ら
れ
た
と
し
て
も
､
問
題
が
夫
婦
の
関
係
の
｢不
自
然
｣
に
あ
る
以
上
､

菊
治
と
ゆ
き
子
は
堂
々
め
ぐ
-
を
繰
-
返
し
､
物
語
は
こ
れ
以
上
の
展
開

を
見
な
い
で
あ
ろ
う
｡

先
行
研
究
を
概
観
す
る
と
､
『千
羽
鶴
』
は
概
ね
罪
や
汚
濁
の
意
識
か

ら
の
超
脱
あ
る
い
は
浄
化
の
物
語
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
し

か
し
文
子
の
い
う

｢母
を
美
し
-
考
え
る
｣
こ
と
の
意
味
を
解
釈
し
た
と

き
､
｢現
世
的
価
値
観
｣
に
基
づ
-

｢倫
理
｣
は
相
対
化
さ
れ
､
(
別
の
世

罪
)
に
立
っ
て
考
え
れ
ば

｢破
倫
｣
は
必
ず
し
も

｢汚
濁
｣
で
な
-
な
る

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
.
そ
れ
が
菊
治
の

｢頭
の
な
か
の
幕
｣
を

1
枚
落
と

し
､
(
無
垢
の
愛
)
が
実
現
で
き
る
文
子
と
関
係
を
持
っ
た
あ
と
､
｢幕
の

外
に
､
菊
治
は
出
ら
れ
｣
た
こ
と
を
考
え
た
と
き
､
果
た
し
て
菊
治
は

｢破
倫
｣
の

(
因
縁
)
か
ら
の

｢浄
化
｣
を
心
か
ら
願
っ
て
い
た
か
は
疑

問
で
あ
り
'
従
来
の
読
み
に
も
考
察
の
余
地
が
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
｡

以
上
の
こ
と
か
ら
筆
者
は
､
『千
羽
鶴
』
を
人
間
の
作
-
出
し
た

｢常
識
｣

を
脱
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
人
間
の

(
自
然
)
の
姿
-

(
現
実
世
界
)
の

｢常
識
｣
や

｢枠
組
み
｣
を
取
-
払
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
人
間
の
姿
-

を

追
究
し
た
作
品
だ
と
考
え
る
｡
『千
羽
鶴
』
の
物
語
世
界
は
､
フ
ィ
ル
タ

ー
の
有
無
に
よ
っ
て

｢捉
え
返
さ
れ
る
｣
世
界
で
あ
-
'
(
幸
福
)
を
希

求
す
る
菊
治
が

｢現
世
的
価
値
観
｣
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
取
-
払
っ
た
先
に

あ
る
真
の

(
幸
福
)
の
姿
を
認
識
す
る
過
程
が
措
か
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に

よ
-

(
現
実
世
界
)
と

(
別
の
世
界
)
が
対
比
さ
れ
､
(
人
為
)
と

八
白

然
)
の
対
比
'
(
形
)
あ
る

(
幸
福
)
と

(
形
)
な
き

(
幸
福
)
の
対
比

が
そ
の
延
長
上
に
見
出
さ
れ
る
｡
(
別
の
世
界
)
は

(
現
実
世
界
)
の

｢枠
組
み
｣
を
取
-
払
っ
た
先
に
あ
る
､
人
間
の

(
自
然
)
を
実
現
す
る

世
界
で
あ
-
'
そ
こ
で
の
(
自
然
)
な
結
び
つ
き
に
､
菊
治
は

｢温
か
さ
｣

｢あ
ま
い
安
ら
か
さ
｣
と
い
っ
た

(
形
)
な
き

(
幸
福
)
を
感
じ
て
い
る
｡

し
か
し
､
(
現
実
世
界
)
で
は
そ
の
よ
う
な

(
幸
福
)
を
得
る
こ
と
が
で

き
な
い
｡
(
形
)
な
き
真
の

(
幸
福
)
の

｢認
識
｣
が
措
か
れ
て
い
る

｢千
羽
鶴
｣
に
対
し
､
｢波
千
鳥
｣
は

(
人
為
)
的

(
形
)
式
に
よ
る

(
辛

福
)
希
求
の
営
み
の

｢挫
折
｣
が
措
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(
現
実
世
界
)
の

｢枠
組
み
｣
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
複
雑
な
人
間
的
現

実
-
人
間
の

(
自
然
V
I
の
全
て
を
割
り
切
り
'
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
は
限
ら
な
い
｡
し
か
し
全
て
の
人
間
は

(
現
実
世
界
)
に
生
き
て
い

る
た
め
'
(
現
実
世
界
)
の
も
の
さ
し
で
物
事
を
捉
え
ざ
る
を
得
な
い
｡

ま
た
､
(
現
実
世
界
)
に
い
な
が
ら
に
し
て
そ
の
自
覚
を
持
つ
こ
と
は
さ

ら
に
難
し
い
｡
『千
羽
鶴
』
は
､
こ
の
よ
う
に
普
遍
的
な
世
界
観
に

1
石

を
投
ず
る
物
語
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
こ
と
か
ら
'本
論
文
で
は
汚
濁
か
ら
の
単
純
な
浄
化
で
は
な
-
､

一
見
汚
濁
と
見
ら
れ
る
も
の
の
中
に
自
ら
の

(
自
然
)
と
そ
の
実
現
に
よ

る

(
幸
福
)
を
見
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
､
現
世
的
な
倫
理
観
と

自
己
の

(
幸
福
)
希
求
と
の
ほ
ざ
ま
で
も
が
き
苦
し
む
主
人
公
像
を
読
み

取
る
｡
こ
れ
ま
で
の

『千
羽
鶴
』
に
関
す
る
論
考
で
は
､
太
田
夫
人
は
し

ば
し
ば

｢魔
性
の
女
｣
｢背
徳
的
な
女
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
太
田
夫
人

は
中
年
の
女
で
あ
-
､
本
文
中
で

｢年
齢
の
醜
さ
が
見
え
た
｡｣
(p
.六
二
)

な
ど
と
い
う
衰
え
た
肉
体
的
特
徴
も
描
写
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
彼
女
と
の

関
係
は
父
の
代
か
ら
続
-
｢汚
濁
｣
の
不
倫
関
係
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
う
し
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た
表
層
の
-
加
齢
に
よ
る
容
貌
の
衰
え
や
､
倫
理
的
に
許
さ
れ
な
い
恋
愛

な
ど
の
-
醜
さ
を
措
-
こ
と
で
､
却
っ
て
そ
の
内
奥
に
菊
治
を
引
き
つ
け

て
や
ま
な
い
｢何
か
｣
の
存
在
が
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡

一
見
汚
れ
や
醜
さ
と
見
え
る
も
の
の
中
に
本
当
に
大
切
な
も
の
を
見
出

す
､
さ
ら
に

一
歩
進
め
て
言
え
ば
､
〝本
当
に
大
切
な
も
の
は
清
と
濁
と

を
単
純
に
振
-
分
け
る
よ
う
な
価
値
観
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
〟
と

い
う
テ
ー
ゼ
が
こ
の
物
語
に
は
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
｡

付
言
す
れ
ば
､
川
端
は
芸
術
品
の
持
つ

｢美
｣
に
そ
う
し
た
価
値
観
を

払
拭
す
る
力
が
あ
る
と
み
て
い
た
よ
う
に
思
う
｡
物
語
に
お
い
て
､
志
野

の
水
指
と
湯
春
は
と
も
に
太
田
夫
人
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
｡
｢名
品
｣

で
あ
る
前
者
の
水
指
は

(
別
の
世
界
)
に
お
け
る
太
田
夫
人
の
象
徴
で
あ

る
の
に
対
し
､
｢そ
れ
ほ
ど
よ
-
も
な
い
｣
品
物
で
あ
る
後
者
の
湯
春
は

(
硯
実
世
界
)
に
お
け
る
太
田
夫
人
の
象
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
太

田
夫
人
が
口
紅
の
あ
と
を
し
み
こ
ま
せ
､
菊
治
に

｢不
潔
｣
を
感
じ
さ
せ

る
志
野
の
湯
春
は

(
現
実
世
界
)
の
太
田
夫
人
を
象
徴
す
る
の
に
よ
-
ふ

さ
わ
し
い
｡
し
か
し
湯
春
は
､
菊
治
の
父
の
持
ち
物
で
あ
っ
た
唐
津
の
茶

碗
と
並
ぶ
こ
と
で
'
(
別
の
世
界
)
に
お
け
る
.(
無
垢
の
愛
)
の
美
し
き

を
み
せ
る
の
で
あ
る
｡

志
野
と
唐
津
と
の
二
つ
の
茶
碗
を
な
ら
べ
て
置
い
た
時
､
菊
治
と
文
子

と
は
ふ
と
日
が
合
っ
た
｡
(中
略
)

し
か
し
'
二
つ
の
茶
碗
は
､
菊
治
の
父
と
文
子
の
母
と
の
心
の
や
う
に
､

こ
こ
に
な
ら
ん
で
ゐ
る
｡

自
分
の
父
と
文
子
の
母
と
を
､
二
つ
の
茶
碗
に
見
る
と
､
菊
治
は
美
し

い
魂
の
姿
を
な
ら
べ
た
や
う
に
恩
へ
る
｡

し
か
も
'
茶
碗
の
姿
は
矧
封
な
の
で
茶
碗
を
な
か
に
し
て
向
ひ
合
っ
て

ゐ
る
､
自
分
と
文
子
と
の
現
実
も
無
垢
の
や
う
に
息
へ
る
｡

二
人
が
向
ひ
合
っ
て
ゐ
る
の
は
､お
そ
ろ
し
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
と
､

太
田
夫
人
の
一
七
日
の
次
の
日
､
菊
治
は
文
子
に
言
っ
た
ほ
ど
だ
が
､
今

J

三
四
百
年
昔
の
茶
碗
の
姿
は
健
康
で
､病
的
な
妄
想
を
誘
ひ
は
し
な
い
｡

し
か
し
､
生
命
が
張
-
つ
め
て
ゐ
て
､
官
能
的
で
さ
へ
あ
る
｡

は
そ
の
罪
の
お
そ
れ
も
'
茶
碗
の
肌
に
ぬ
ぐ
は
れ
た
の
だ
ら
う
か
｡

(pp.

一
四
四
～
一
四
五
)

唐
津
を
菊
治
の
父
の
象
徴
と
す
る
な
ら
､
志
野
の
湯
春
は
そ
れ
と
並
ん

で
初
め
て

(
現
実
世
界
)
の

｢不
潔
｣
が
消
え
失
せ
､
(
別
の
世
界
)
で

実
現
す
る

(
無
垢
の
愛
)
の
美
し
さ
を
象
徴
す
る
も
の
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
｡
二
つ
の
茶
碗
が
並
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
､
(
別
の
世
界
)
が
生
ま

れ
た
の
で
あ
る
｡
｢病
的
な
妄
想
｣
は

(
現
実
世
界
)
の

｢枠
組
み
｣
に

照
ら
し
合
わ
せ
る
か
ら
こ
そ
出
現
す
る
も
の
で
'
(
別
の
世
界
)
で
は
そ

の

人
無
垢
の
愛
)
は
む
し
ろ

｢健
康
｣
で

｢生
命
が
張
-
つ
め
て
ゐ
て
｣

｢美
し
い
｣
も
の
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
も
そ
も
は
互
い
の
親
の
不

倫
関
係
か
ら
生
じ
た
､
菊
治
と
文
子
と
の
二
人
が
心
を
通
わ
せ
て
い
る

｢現
実
｣
も
､
(
別
の
世
界
)
に
お
け
る
愛
の
よ
う
に

｢無
垢
｣
な
も
の
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
親
子
二
代
に
亘
る
破
倫
の

(
因
縁
)
と
い
う

｢お

そ
ろ
し
い
こ
と
｣
や
､
(
現
実
世
界
)
の

｢枠
組
み
｣
と
対
照
し
た
と
き

に
見
え
て
-
る

｢罪
の
お
そ
れ
｣
も
､
二
つ
の
茶
碗
の
持
つ

｢美
｣
に
よ

っ
て

｢ぬ
ぐ
ほ
れ
た
｣
｡
二
つ
の
茶
碗
は

(
別
の
世
界
)
に
お
け
る

(
無

垢
の
愛
)
の
美
し
い
姿
を
菊
治
た
ち
に
見
せ
､
(
現
実
世
界
)
の
価
値
観

を
払
拭
し
た
の
で
あ
る
｡
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月村麗子｢『千羽鶴』とその続編｢波千鳥｣について-主題〝縁〟の展開をめぐって-｣(『国文学解釈と鑑賞』1九六

九年九月号､pp.1二六～〓1七)

川嶋至｢美への耽溺-『千羽鶴』から『眠れる美女』まで-｣(『川端康成の世界』講談社､一九六九年一〇月)､高田瑞穂｢千羽鶴｣(『川端康成作品研究』(近代文学研究双書)'八木

書店､一九六三年三月)など｡

上坂信男｢『千羽鶴』と『山の音』｣(『川端康成-その『源氏物語』体験-』右文書院'1九八六年1月)､上坂信男『千羽鶴』(『国文学解釈と鑑賞』第六二巻四号､1九九七年

四月tpp.一〇三～一〇四)

原善｢『千羽鶴』論｣(『川端康成の魔界』有精堂出版､一九八

七年四月)

同四㌧pp由四～七九よ-作成｡

北村倫子｢川端康成『千羽鶴』論-八女のかなしみ)をめぐってI｣(『昭和文学研究』第三一集､1九九五年七月､PP.

六一～六二)

(平成二十二年度修了)
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