
島
崎
藤
村
の
「
破
戒」
が
出
版
さ
れ
た
ほ
ぼ
七
年
前 、
同
じ
く
父
親
の
素

性
を
隠
せ
と
い
う
戒
め
を
破
っ

て
告
白
し
た
物
語
を
取
り

扱
っ
た
小
説
が
あ

っ
た 。
そ
れ
は
明
治一二
二
年
ー

三
三
年
「
大
阪
毎
日
新
聞」
に
迎
載
さ
れ
た

菊
池
幽
芳
の
新
聞
小
説
「
己
が
罪」
で
あ
ろ 。
そ
の
梗
屈
を
述
ぺ
て
四
く 。

大
阪
の
豪
呉
の
娘
箕
輪
環
は
母
を
喪
っ

て
以
来 、
父
の
手一
っ
で
愛

育
さ
れ
た 。
十
四
歳
の
時
上
京 、

女
学
校
に
在
学
中 、
福
島
素
封
家
出

身
の
医
学
生
の
塚
口
虔
三
に
欺
か
れ
て 、
そ
の
子
を
宿
し
て
い
た
日
は

虚
偽
が
分
か
り 、
苦
悶
の
末 、
隅
田
川
に
投
g
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ

を
一
老
女
に
救
わ
れ
た 。
後 、
一
子
玉
太
郎
を
生
ん
だ
が
円
州
の
漁
家

に
あ
ず
け
て
里
子
と
す
ろ 。
ヒ
ス
テ
リ
ー

症
に
悩
み 、
父
の
許
に
帰
っ

て
静
喪
す
る
う
ら
に 、
父
親
か
ら 、
欺
か
れ
て
子
を
生
ん
だ
こ
と
を
隠

せ
と
戒
め
ら
れ
て 、
過
去
を
隊
し
て 、
櫻一
戸
隆
弘
と
結
婚 、
子
爵
夫
人

と
な
り 、
一
子
正
弘
を
も
う
け
て
生
活
は
し
ば
ら
く

幸
福
だ
っ
た
が 、

つ
ね
に
過
去
隠
匿
の
良
心
の
苛
資
と
恐
怖
に
堪
え
て
い
た 。
偶
々
房
州

海
岸
に
遊
ん
で
七
歳
に
な
っ
た
正
弘
を
失
い 、
正
弘
と
と
も
に
溺
れ
た

（
一
）

ー
菊
池
幽
芳
の
「
己
が
罪
」
と
島
崎
藤
村
の
「
破
戒
」
の
比
較

l

父

の

戒

め

漁
夫
の
子

ーー
玉
太
郎
は
わ
が
子
で
あ
ろ
こ
と
を
知
る
に
及
び 、
環
は

悲
術
を
抑
え
難
く 、
子
爵
に
過
去
の
秘
密
を
悉
く
告
白
し
て
懺
悔
し
た 。

厳
格
な
子
爵
は
環
と
疎
際
す
ろ
に
至
り 、

一
家
の
上
に
暗
い
影
が
環
っ

た
が 、
環
の

父親
が
子
爵
に
対
す
る
申
訳
の
た
め
に
自
殺
し 、
ま
た 、
環

の
献
身
的
な
愛
情
が
子
爵
を
動
か
し
て 、

再
度
園
涌
な
家
庭
を
つ
く
っ

”
』

0

t
「
己
が
罪」
は
明
治
三一＿一
年

ーー
三
四
年 、

前
中
後一二
冊
と
し
て
春
陽
堂

に
よ
っ

て
刊
行
さ
れ
た 。
「
当
時
檀
頭
し
て
来
た
家
庭
小
説
中
の
傑
作
と
し

て
大
に
迎
へ
ら
れ
た
」
（

土芸i
文

四罪
ね
咋
氏g
g”
な
U

)
。

「
営
時
の

新
聞
小
説
中

、
遥
か
に
レ
ペ
ル
を
抜
く
も
の
で
あ
っ
た 。
そ
の
成
功
し
た
鮎

は 、
可
憐
な
環
を
中
心
と
し
て
心
理
描
窯
に
隣
れ 、
時
代
の
流
行・
趣
味
な

ど
を
採
り
入
れ 、
態
度
が
置
面
目
で
（
中
略）
「
不
如
錨」
に
つ
い
で
常
時
最

多
く
讀
ま
れ
た
も
の
で 、

震
々
新
派
に
よ
っ
て
上
荻
さ
れ 、
一
層
こ
の
作
の

人
氣
を
高
め
た」
（
同
上）

。
こ
の
よ
う
に
多
く
統
ま
れ 、
広
く
影
響
を
及

ぽ
し
た
告
白
の
物
語
が
「
破
戒」
出
現
の
七
年
は
ど
前
に
出
た
こ
と
に
眼
が

引
か
れ
ろ 。
特
に
同
じ
よ
う
に
父
親
の
戒
め
を
破
っ

て
の
告
白
と
い
う
こ
と 、

陳

光
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そ
れ
に
つ
い
て
比
較
分
析
す
る
こ
と
は
近
代
文
芸
に
お
け
る
「
告
白
文
学」

の
理
解
に
何
か
役
立
つ
か
と
思
う。

凡
そ
の
隧
匿
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
公
に
認
め
ら
れ
な
い、
あ
ろ
い

は
腹
視
さ
れ
ろ
こ
と
で
あ
る。
こ
れ
は
宗
教、

秩
序
な
ど
に
関
し
て
言
う
点

で
は、

所
開
「
罪」
と
な
る
こ
と
が
あ
る。
「
罪」
に
つ
い
て
「
広
辞
苑」

斬
H
世2
＄
改
g
g

)
を
引
い
て
見
る。

．

.

t

昭
和
五
十一
年
m--i
翫
覺
行

「
罪」
（
例
文
略）

①
悪、

樅、

禍
な
ど、

神
の
禁
忌
を
お
か
し、

そ
の
報
い
を
受
け
る
ペ

き
凶
m。

③
社
会
の
規
範、

風
俗、

道
徳
な
ど
に
反
し
た、

悪
行、

過
失、

災
禍

な
ど。
ま
た、

そ
の
行
い
に
よ
っ
て
受
け
る
罰。

®
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
不
法
行
為。
法
律
上
の
犯
罪。

④
仏
教・
キ
リ
ス
ト
教
で、

そ
の
教
法
を
破
る
行
為。
あ
る
い
は
そ
の

人
の
背
負
っ
て
い
る
罪
業。

．

⑤
謳
い
こ
と
や
行
い
に
対
す
る
自
党、

も
し
く
は
責
任。

⑥
無
慈
悲
な
こ
と。

思
い
や
り
の
な
い
こ
と。

「
己
が
罪」
で
環
が
父
親
に
隠
さ
せ
ら
れ
る
の
は
欺
か
れ
て
子
を
生
ん
だ

こ
と
で
あ
る。
こ
れ
が
「
不
貞」
「
磁
れ」
と
見
ら
れ
る
の
は
「
貞
女
は
二

夫
を
な
ら
ぺ
ず」
と
い
う
道
面
か
ら
で
あ
ろ
う。

既
成
辺
徳
違
反
と
し
て
環

の
卯
は
前
述
の
®
に
あ
た
る。
「
破
戒」
に
お
け
る
丑
松
が
打
明
け
て
は
い

け
な
い
と
戒
め
ら
れ
る
の
は
そ
の
出
身
で
あ
る。

出
身
を
高
黄、

卑
賤
と
す

る
の
は
社
会
規
筍
の
強
制
で
あ
る。
ま
た
そ
う
い
う
規
範
に
よ
ろ
傭
兄
の
強

（
二
）

（
「
破
戒」
二
十

制
で
あ
ろ。
丑
松
は
偏
兄
の
つ
く
っ
た

西芦悉ツ
罪
人」

二
章
二
）
で
あ
る。
そ
の
「
罪」
は
②
に
入
る
で
あ
ろ
う。

こ
の
両
方
の
「
罪」
の
性
質
に
つ
い
て
さ
ら
に
言
え
ば`

次
の
三
つ
の
共

通
点
が
あ
ろ
よ
う
に
見
ら
れ
ろ。
そ
の
一
は、
い
ず
れ
も
前
近
代
的
罪
意
證

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ。

所
謂
「
不
貞」
と
い
う
価
似
設
は
僻
教
的
で
あ
り、

「
身
分」
観
念
は
既
に
封
建
的
遺
物
の
悩
見
で
あ
ろ。
近
代
に
入
ろ
に
従
っ

て
そ
の
合
理
性
が
失
わ
れ、

否
定
さ
れ
つ
つ
あ
ろ
の
で
あ
る。

両
作
品
と
も

こ
の
よ
う
な
「
罪」
を
不
合
理
と
し
て
取
り
扱
っ
た
傾
向
性
が
強
い
よ
う
に

思
わ
れ
る。

罪
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
「
罪」
を
背
負
っ
て
苦
し
む
主
人

公
で
あ
る
か
ら
こ
そ、

広
範
な
共
嶋、

時
代
的
反
響
を
引
き
起
し、

悲
劇
的

効
果
が
あ
っ
た
の
で
あ
る。
そ
の
二
は
両
者
の
「
罪」
は
い
ず
れ
も
受
身
的

で
あ
ろ。

即
ら
自
主
的
に
「
罪」
を
犯
し
た
の
で
は
な
く
て、

「
罪」
を
背

負
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る。
「
己
が
罪」
の
因
は
謀
さ
れ
て
そ
の
よ
う
な
罪
の

身
と
な
り、
「
破
戒」
の
丑
松
の
出
g
は
生
れ
つ
き
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に

強
制
さ
れ
た
の
で
あ
る。

そ
の
三
は、
不
条
理、
受
身
的
と
は

言え、
そ
の

面巳

は
実
在
し
て
お
り、

即
ら
そ
の
罪
に
よ
る
罰、

罪
に
よ
る
受
難
と
い
う
も
の

が
確
か
に
存
在
す
ろ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ。
「
不
貞」
で
理
想
的
結
婚
が
で

き
な
い、
「
出
兵」
で
人
並
の
人
生
が
送
れ
な
い
と
い
う
の
は
実
際
の
罰
で
あ

り、

最
も
注
目
し
た
い
の
は、

そ
れ
は
父
親
た
ち
の
「
戒」
の
大
き
な
理
由

と
な
っ
た
所
で
あ
る。
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曰
の
父
親
も、
丑
松
の
父
親
も
「
罪」
の
素
性
に
対
し
て、
同
様
に
「
か

く
せ」
と
戒
め、
そ
の
動
機
に
つ
い
て
引
い
て
見
る
と
次
の
通
り
あ
ろ。

・

「
偲
蔵
は
ひ
た
す
ら
娘
が
未
来
の
幸
福
を
願
ふ
の
心
に
眼
眩
み、
子
あ

る
事
を
他
人
に
知
ら
す
る
は
い
ふ
迄
も
な
き
m、

環
自
身
に
さ
へ
そ
を

全
く
忘
れ
し
め
ず
ば、
為
蔽
か
ろ
べ
し
と、
子
を
思
ふ
間
の
殺
心．．．
 」

（
「
己
が
罪」
p
129)
。
「
仰
蔵
は
三
国一
の
善
き
婿
持
た
せ
て、
こ
れ

迄
の
苦
労
を
忘
れ
さ
せ、
身
の
老
を
も
慰
め
ん
と、
た
だ
そ
れ
に
の
み
心

．

せ
か
ろ
ヽ
な
り
し
が、
ー
に
も
二
に
も
甘
娘
の
た
め
と
思へ
ば、
田
の
氣

に
入
ら
ぬ
男
を
持
た
せ
ん
心
微
座
も
な
く・・・」(
p
130)
。
「
私
は
お
前

が
善
い
婿
で
も
貰
う
て、
こ
れ
な
ら
お
前
の
行
末
を
任
せ
て
も
大
取
な

い
と
安
心
し
た
上
で
な
け
れ
ば、
死
ん
で
も
眼
は
つ
ぶ
ら
れ
ぬ、
私
の

心
も
察
し
て
呉
れ
と
い
ふ
の
は、

何
も
自
分
の
欲
を
い
ふ
の
で
は
な
い、

み
ン
な
お
前
の
た
め
を
思
う
て
い
ふ
の
ぢ
や：・・」
(
P
lss)
。
「
私
の

頼
み
ぢ
や、
ど
う
ぞ

眼を
つ
ぷ
つ
て
黙
つ
て
良
人
を
持
つ
て
く
れ・・・」

.

（

p
134)
。

得
蔵
の
「
黙
つ
て
良
人
を
持
つ
て
く
れ」
と
い
う
頼
み
は
皆
娘
の
行
末、

．
禾
来
の
幸
福
を
思
う
親
心
か
ら
で
あ
る。
丑
松
の

父親
の

戒め
は
丑
松
の
「
立

．
身
出
世」
「
社
会
か
ら
捨
て
ら
れ
な
い
」
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る

こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
ろ。

取
実
を
隠
す
と
は
一
般
的
に
人
間
の
正
常
の
理
性
と
相
剋
す
る
も
の
と
言

わ
ね
ば
な
ら
ぬ。
隠
瞑
を
特
徴
と
す
る
父
親
の
戒
め
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
の
は、
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る。
そ
れ
を
ま
ず
第

一
に
親
と
子
の
関
係
に
求
め
て
見
る。

「
黙
つ
て
り
や、
分
り
ツ
こ
が
な
い
で
せ
う
け
れ
ど
も、
そ
れ
で
ば

何
だ
か
神
様
が
お
許

しな
さ
ら
な
い
や
う
な
氣
が
い
た
し
ま
す」
(
P
lSS)

「
知
ら
な
い
顔
を
し
て
良
人
を
持
つ
車
だ
け
は、
ど

うし

ても空
恐
し
い

氣
が
い
た
し
ま
す」
(
p
134)
。

と
い
う
の
は
団
の
本
心
で
あ
ろ
が、
そ
れ
に
背
い
て
父
親
の
意
志
に
し
た
が

っ
て
結
婚
し
た
の
は
「
父
の
感
情
を
害
せ
じ
」
「
父
の
心
を
休
む
る
こ
そ
菩

け
れ」
「
お
父
さ
ん
さ
へ
御
安
心
遊
ば
さ
れ
る
な
ら・・・」
と
い
う
よ
う
に
思

っ
て、
自
分
の
幸
福
の
た
め
に
尽
す
父
親
へ
の
愛
梢
か
ら
の
も
の
で
あ
る。

ま
た、
得
蔵
は
男
の
手―
つ
で
一
人
娘
環
を
育
て
た
父
親
で
あ
り、
こ
れ
は

い
っ
そ
う、
通
常
の
親
子
関
係
以
上
に
そ
の
連
命
の
連
帯
と
感
情
の
連
帯
を

浮
彫
に
し
て
い
る
の
で
あ
る。
さ
ら
に
停
蔵
は

，

9

「
私
の
身
鉢
は
ど
う
な
つ
て
も
だ
ん
な
い
よ
っ
て、
こ
こ
は
ど
こ
ま

で
も
娘
の
卯
を
我
身
に
引
受、
ど
な
い
に
し
て
も
嫁
入
さ
せ
に
や
殴
か

ぬ、
私
は
神
や
佛
の
罰
が
常
つ
て
地
獄
へ
落

ちよ
と
ま
ま、

娘の
た
め
な

ら
悪
人
に
な
っ
て
も
だ
ん
な
い、
櫻
戸
の
御
前
様
に
疵
も
の
の
娘
を
知
ら

ん
額
で
差
上
ろ
な
ど
A、
こ
の
よ
う
な
恐
し
い
事
は
な
い
け
れ
ど、
何

も
か
も
可
愛
い
娘
の
た
め
ぢ
や、
善
え
ゎ
J
\、
私
は
し
ッ
か
り
と
度

胸
を
極
め
た、
そ
の
代
り
ひ
よ
っ
と
間
違
で
も
出
来
た
ら、
そ
の
時
こ

し‘

そ
ど
う
で
生
先
の
短
い
身
鉢、
屑
よ
う
霰
腹
か
ツ
割
い
て
お
詫
し・・・」

(
p
168)
。

と
命
ま
で
賭
し
て
決
心
し
た
所
に
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
迫
力
と
権
威
性
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．
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う。

「
破
戒」
で
は
丑
松
の
父
親
は
「
功
名
を
夢
見
る
心
は
一
生
火
の
や
う
に

燃
え
た
人
で
あ
っ
た。

（
中
略）

自
分
で
思
ふ
や
う
に
な
ら
な
い、

だ
か
ら、

せ
め
て
子
孫
は
思
ふ
や
う
に
し
て
や
り
た
い。

自
分
が
夢
見
る
こ
と
は、

何

か卒
子
孫
に
行
は
せ
た
い。

よ
し
や
日
は
西
か
ら
出
て
東
へ
入
る
時
が
あ
ら
う

とも、

斯
志
ば
か
り
は
堅
く
執
つ
て
変
る
な
3
（
七
章
六）
と
い
う
執
念
で、．

辺
僻
な
烏
帽
子
ケ
駁
の
痙
の
西
乃
入
牧
場
で
牧
牛
を
業
と
し
て
寂
し
い
生
涯

を
辛
抱
し
て
い
て、

臨
終
に
な
っ
て
「
山
で
葬
式
を
し
て
呉
れ
と
言
ふ
の
も、

っ
2

畢
党
る
と
こ
ろ
は
丑
松
の
為
を
思
ふ
か
ら
で
」
（
七
章
四）
あ
る。
こ
の
生

前
死
後
と
も
わ
が
子
に
執
念
深
い
希
望
と
情
熱
を
こ
め
た
父
親
の
戒
め
は
一

度
は
丑
松
が
膝
下
を
罪
れ
ろ
時、
一
人
息
子
の
前
途
を
深
く
案
じ
て
「
一
生

の
秘
訣」
「
唯
―
つ
の
希
望」
「
唯一
つ
の
方
法
」

と
し
て
言
っ
た
も
の
で

あ
り、
一
度
は
遣
言
と
し
て
「
忘
れ
る
な
」
と
言
残
し
た
の
で
あ
ろ。
こ
の

門
出
の
時
の
教
え
と
死
の
断
戸
際
の
過
言
の
堅
を
と
っ
た
戒
め
の
感
惰
世
界

を
支
配
す
る
厳
し
さ
は
い
っ
そ
う
父
の
戒
め
を
厳
格
的
な
も
の
に
し
た
の
で

あ
る。親

子、

さ
ら
に
父
親
と
一
人
娘、

父
親
と
一
人
息
子
と
い
う
関
係
の
設
定、

「
三
国一
の
善
き
婿
を
持
た
せ
る」
と、

自
分
は
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
が、

だ
か
ら
せ
め
て
息
子
を
思
う
よ
う
に
出
世
さ
せ
た
い
と
い
う
わ
が
子
の
幸
福

を
願
う
情
念
深
い
親
心、

ま
た、

命
ま
で
も
か
け
て、

あ
る
い
は
生
前
死
後

と
も
辛
抱
し
て、

子
の
素
性
を
閑
す
親
の
恐
し
い
と
で
も
言
え
そ
う
な

情熱

と
執
着
な
ど
の
面
で
「
己
が
罪
」

と
「
破
戒」
は
相
似
点
が
多
く
て、

そ
う

で
あ
ろ
か
ら
こ
そ、

そ
の
戒
め
は
守
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
し、

そ
れ
に
よ

っ
て、

両
作
品
の
主
人
公

ーー
深
と
丑
松
の
精
神
の
自
由
を
束
絆
す
る
だ
け

の
力
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る。

隠
匿
は
親
子
と
い
う
関
係
の
権
威
性
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
も
の
の、

虚

偽
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る。

と
く
に
特
定
し
た
対
象
に
対
し
て
そ
の
虚
偽

性
が
強
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

・「
己
が
罪」
で
は、

環
の
夫

ーー
子
爵
櫻
戸
隆
弘
は
名
門
の
末
に
生
れ、

「
家
門
の
名
と
い
ふ
事
に
は
一
種
の
爵
と
認
め
ら
れ
る
迄
露
き
を
困
い
て
居

る1
(
p
141
)

家
の
名
の
た
め
に
何
も
の
で
も
犠
牲
に
供
し、

情
実
と
か
愛

梢
と
か
恩
義
と
か
い
う
事
は
家
の
名
に
は
換
え
ら
れ
な
い
と
主
張
す
る
人
間
で

あ
る。
そ
し
て
櫻
戸
隆
弘
自
身
の
言
う
所
に
よ
れ
ば、

「
私
の
性
質
と
し
て
偽
り
と
不
正
と
を
許
さ
な
い
の
で
す、

偽
り
や

不
正
は
鋏
砧
で
は
な
く
て
罪
屈
な
の
で
す、
」
(
p
184)

「
私
の
信
ず
る
虞
で
は
愛
情
と
か
慈
悲
と
か、

或
は
同
情
と
か
い
ふ

た
だ
しい

も
の
は、
み
な
正
と
い
ふ
こ
と
が
基
礎
に
な
つ
て
居
る
の
で、

心
の
偽

り
の
あ
る
虞
に
は
愛
情
も
慈
悲
も
同
情
も
成
立
つ
も
の
で
は
な
い
」(
P

01
)
 「

罪
を
隠
す
と
い
う
の
は
そ
の
罪
よ
り
も
却
て
よ
く
な
い
」
(
p
219
)

「
私
が
今
日
ま
で
一
ツ
の
偽
り
を
も
許
さ
な
か
っ
た
事
は、

貨
女
は

よ
く
御
存
じ
の
筈
で
す、
私
は
こ
の
非
常
な
る
汚
れ
た
偽
り
を、

ど
う

し
て
許
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
う・・・、
J

(
p
325)
 

と
あ
っ
て、

櫻
戸
は
い
か
に
偽
り
と
不
正
を
憎
む
人
間
と
し
て
描
き
出
さ
れ
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．
た
か
分
る
の
で
あ
る。
こ
の
虚
偽
を
憎
む
櫻
戸
は、
素
性
を
隠
せ
と
い
う
博

蔽
の
対
立
面
と
な
っ
て
一
段
と
斑
を
虚
偽
と
罪
意
識
の
間
に
さ
い

なま
せ、
深

刻
な
精
神
的
苦
痛
に
陥
る
よ
う
に
さ
せ
た
の
で
あ
る。

「
子
爵
様
の
御
言
葉
に、
人
は
包
み
隠
し
す
る
の
が
一
番
い
け
な
い、

何
事
も
打
明
け
る
に
限
る
と
仰
し
ゃ
っ
た
が、
そ
ン
な
お
心
な
ら
も
し

打
明
け
て
懺
悔
を
申
し
た
な
ら、
お
許
し
下
さ
る
事
か
も
知
れ
な
い、

た

ら

隠
し
て
岡
い
た
な
ら、
あ
の
や
う
な
性
質
で
居
ら
つ
し
や
る
上
は、
決．

し
て
お
許
し
は
な
さ
る
ま
い、
あ
A
ど
う
し
た
ら
菩
い
甲
ゃ
ら・：」

）
 

5
 

(

p

17
 

「
今
は
懺
悔
す
ぺ
き
折
を
だ
に
失へ
る
身
の、
此
上
は
団
ね
て
の
折
あ

ら
ん
迄、
如
何
に
し
て
も
わ
が
身
の
秘
密
を
包
み、
良
人
に
仕
へ
ま
ゐ

ら
す
る
外
な
し、

さ
る
に
て
も
偽
り
と
不
正
と
を
ば
身
の
仇
敵
と
憎

か
し
づ

み
圭
ふ
良
人
に、

偽り
の
身
を
も
て
冊
け
る
わ
が
身
こ
そ
返

すf＼
も
空

恐
ろ
し
き
も
の
な
り
け
れ
と、
わ
れ
か
ら
心
に
資
め
ら
れ
て、

身
は
薄
氷

を
踏
む
思
ひ
の、
胸
苦
し
さ
を
何
に
例
ふ
ぺ
き、
」
(
p
186)

「
環
は
自
ら
も
妊
坂
を
喜
ぺ
る
と、
良
人
が
喜
び
く
れ
た
る
と
に、
ニ

菰
の
喜
び
を
覚
え
な
が
ら
も、
心
に
秘
密
を
問
せ
る
身
の、
云
ひ
知
れ

ず
安
か
ら
ぬ
思
ひ
の
之
に
伴
ひ
て
起
り、
殊
に
良
人
の
所
存
を
聞
き
て

よ

h後は、

尚＾己の
如
き
恐
ろ
し
さ
も
加
は
れ
る
に、
ひ
と
り
わ
が
居

室
に
戻
り
て
心
の
中、
良
人
が
懐
妊
を
喜
ん
で
下
さ
る
の
は
ど
ん
な
に

熔
し
い
か
知

らな
い
が、
そ
れ

も妾
を
偽
り
の
無
い
正
し
い
女
と
思
召
し

て
居
ら
し
ゃ
ろ
か
ら
で、
あ
の

通り
の
御
氣

質で
は、

若レも

偽り
の
女
の
腹

じ
ま
す、
私
は
熱
心
に
此
世
で
も
来
世
で
も、
二
人
の
身
憫
こ
そ
ニ
ッ

ら
れ
た
二
人
の
中
は、
何
物
で
も
そ
の
間
を
断
つ
事
は
出
来
な
い
と
信

り
ま
す、
正
袈
の
あ
る
虚、
私
の
愛
の
注
ぐ
虞
で、
正
義
に
結
び
つ
け

に
出
来
た
子
と、
お
知
り
遊
ば
し
た
な
ら、
屹
度
お
憎
し
み
な
さ
れ
て、

可
愛
く
思
召
さ
な
い
や
う
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か、
も
し
さ
う
い

ふ
事
で
あ
っ
た
時
に
は
折
角
喜
ば
れ
た
兒
も、
妾
の
罪ー
ツ
故
に、
何
に

も
知
ら
な
い
身
で
あ
り
な

がり、

悲し
い
運
命
に
逢
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
は、

何
と
い
ふ
哀
れ
な
事
で
あ
ら
う3
(
P
loo)

と
あ
っ
た
よ
う
に
環
は
夫
の
偽
り
を
憎
む
性
質
を
思
う
た
び
に
精
神
の
苦
痛

が
増
し
て
来
る。

ま
た
素
性
を
隠
す
と
い
う
こ
と
は
環
を
愛
す
る

慕わ
し
い

夫に
心
を
打
明
け

る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
に
精
神
の
束
縛
を
し、
苦
し
め
た
の
で
あ
る。

櫻一
戸
は
厳
格
な
人
間
で
あ
り
な
が
ら、
自
分
の
2
動
を
慎
し
み、
風
俗
改

良、

女
子
嬌
風
運
動、
慈
菩
事
菜
な
ど
を
や
っ
て
「
天
下
茶
屈
村
の
人
々
は

何
れ
も
子
爵
櫻一
戸
隆
弘
の
徊
を
謡
ひ、
心
よ
り
の
敬
意
を
表
す
る」
(
P
m)
．

ま
た
環
の
過
去
を
知
ら
な
い
ま
ま
結
婚
し
て
心
を
披
い
て
環
を
愛
し、
大
事

に
す
る
の
で
あ
ろ。
こ
れ
に
対
し
て
環
は
「
日
を
経
る
ま
ま
に
団
は
良
人
の

熱
き
情
を
身
に
知
り
て、
い
よ
い
よ
わ
が
身
の
罪
の
恐
し
い」
こ
と
を
感
じ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る。

銀
燭
の
夜
に、

あ
な
た

「
私
は
今
は
痛
g
の
愛
を
投
嬢
に
注
い
で
居
る
の
で
す、
な
は一
暦

此
愛
情
を
培
ム
の
は
貴
嬢
の
お
心ー
ツ
で、
私
は
貢
嬢
の
奴
邸
に
も
な
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と
あ
っ
た。

で
あ
ろ
が
魂
は
い
つ
で
も
一
ツ
に
な
つ
て
離
れ
ぬ
事
を
希
望
す
る
の
で

•••
 9
(
p
183)
 

と
櫻
戸
の
言
う
の
に
対
し
て

「一
々
胸
を
貫
く
熱
心
な
ろ
良
人
の
詞
に、
環
の
五
鉢
は
宛
ら
木
の

菓
の

如く点

感ぶ、
さ
は
れ
色
を
失
へ
る
顔
の、
臼
粉
の
た
め
に
目

立
ざ
り
し
こ
そ
幸
な
れ、
良
人
に
答
ふ
ぺ
き
適
常
の
詞
も
出
ぬ
ま
A
に」

(
p
183)
 

ま
た、

夫の
愛
情
と
と
も
に
来
る
の
は
恐
怖
で
あ
っ
た。

「
殊
に
良
人
の
厚
き
情
を
被
む
れ
ば、

女の
苦
し
き
も
の
ヽ
限
り
な

ろ、
嫉
妬
と
怨
み
と
に
悩
ま
さ
ろ
ヽ

事も
な
く、
却
て
果
報
に
餘
る
恐

ろ
し
さ
を
思
ふ．．．
 3
（
p
196)
 

「
曰
が
良
人
の
熱
き
情
を
身
に
知
る
平
の
い
よ

ー＼
多
き
に
迎
れ
て、

却
て
心
の
底
に
落
め
ろ
恐
怖
の
念
を
鋭
く
せ
る
も
道
理
な
り
け
り。
」

(
p
202)
 

「
斑
は
か
ばか
り
親
切
に
良
人
に
努
は
ら
れ、

良
人
の
腕
に
支
へ
ら

る
ヽ
を、
い
つ
も
な
ら
ば
い
と
/‘
始
し
と、
思
ふ
べ
き
な
れ
ど、
今

は
餘
り
に
罪
多
き
身の
上
を
思
う
て、

良
人
の
g
に
廣
れ
つ
ヽ
あ
ろ
こ

と
を、
い
ふ
ば
か
り
な
く
恐
ろ
し
と
思
へ
る
な
り9
(
p
289)

秘
密
を
悶
し
て
い
るか
ら、

愛
さ
れ
て
も
恐
怖
を
感
じ
る、
ま
た
そ
の
愛

を
す
なお
に
受
け
る
こ
とが
で
き
な
い。

愛
は
隔
意
と
恐
怖の
あ
る
時
に
成

長
し
な
い
と
小
説
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ。

「
破
戒」
で
は
猪
子
址
太
郎
は
丑
松
の
告
白
の
啓
蒙
師
で
あ
り、
丑
松
は

そ
の
「
懺
悔
録」
な
ど
の
一
迎
の
著
密
を
読
み、
そ
こ
か
ら
告
白
の
原
因
と

な
る
「
精
神
の
自
由」
な
ど
の
感
化
を
受
け
た。
一
方
猪
子
は
ま
た
丑
松
の

思
慕
敬
愛
の

人生千本

でも
あ
り、
彼
は

猪すu
い
う
真
実
に
い
き
よ
う
と
す
る

透
明
清
浄
な
人
格
に
触
れ
て、
初
め
て
良
心
の
痛
み
を
感
じ、
秘
密
で
暗
く

塗
抹
さ
れ
た
虚
偽
な
自
我

を強く
意

織す
る
に
至っ
た。

に
苦
し
め
た
の
で
あ
る。

「
猪
子
曲
太
郎
先
生、

瀬
川
丑
松
よ
り」
と
認
め
終
っ
た
時
は、
深

ここ
＾

く
深
く
良
心
を
偽
る
や
う
な
氣
が
し
た
（
中
略）
恐
し
い
夢
ば
か
り
見

つ
づ
け
た9
（
六
章
三）

「
其
秘
密
を
酎し
て
居
ろ
以
上
は、

既知
口
酸
く
な
る
ほ
ど
他
の

こ
た

事
を
話
し
た
と
こ
ろ
で、
自
分
の
真
情
が
先
輩
の
胸
に
徹
へ
る
時
は

無
い
の
で
あ
ろ3
（
七
章
二）

「
宮
は
う
と
し
て
は
躊
躊
し
た。

躊
躇
し
て
は
自
分
で
自
分
を
召
め

な
か

た。

丑
松
は
心
の
内
部
で、

憫
れ
た
り、
迷
っ
た
り、

悶
え
た
り
し
た

の
で
あ
る
。」
（
八
章
四）

「
残
念
乍
ら、
丑
松
は
自
分
で
自
分
を
欺
い
て
居
ろ
や
う
に
感
じ
て

来
た。

却
太
郎
に
ま
で
関
し
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
は、

実
は
丑
松
の
良

心
が
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ。

（
中
略）

r
ど
う
し
て
も
苔
は
な
い

の
は
虚
偽
だ
3
と
丑
松
は
心
に
蓬
ぢ
た
り
悲
ん
だ
り
し
た
1

（
九
章

四）

と
い
う
よ
う
に、

丑
松
は
父
親の
「
関
せ」

と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
人
生
態

こ
れ
も
丑
松
を

切実
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度を
と
っ
た
蓮
太
郎
に
接
し
て
阻
す
苦
悩
を
感
じ
た
り、
「
戒
め
」
の
束
縛

を
意
識
し
た
り、
ま
た、
敬
愛
す
る
師
に
閑
し
事
が
あ
っ
て
敬
っ
て
も
親
し

む
こ
と
が
で
き
な
い、

心
が
通
わ
な
い
と
い
う
精
神
的
衝
突
が
父
親
の
態
度

と
菰
太
郎
の
態
度
と
の
対
照
に
お
い
て
一
段
と
克
明
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る。（

三

）

•
長
い
間、

素性を

打萌け
よ
う、

打賄け
よ

うと
し
て
打
明
け
ら
れ
な
い
苦
し

み
に
堪
え
て
い
た
主
人
公
は
と
う
と
う
親
し
い
人
の
死
を
き
っ
か
け
に、
告

白
懺
悔
し
た
と
い
う
こ
と
も
「
己
が
卯」
と
「
破
戒」
の
共
通
す
る
所
で
あ

る。「
己
が
罪」
で
は、

環
は
産
後
の
療
養
を
兼
ね
て
家
族
で
房
州
海
岸
に
行

っ
て、
そ
こ
で
里
子
と
な
っ
た
虔
三
と
の
間
の
子
供
玉
太
郎
と
あ
っ
た。
夫

の
目
を
忍
ん
で
玉
太
郎
に
会
っ
た
け
れ
ど
も
母
子
の
名
乗
は
で
き
な
い、
可

憐
な
玉
太
郎
の
た
め
に、

断
腸
の
思
い
を
し、

「
罪
却
の
深
き
に
恐
れ」
て

い
る
9

一
方、
玉
太
郎
は
「
顔
が
似
て
い
る」
と
か
言
わ
れ
て
環
は
自
分
の

実
の
母
親
だ、

正
弘
は
自
分
の
弟
だ
と
感
づ
き、
視
を
慕
い、
正
弘
と
も
「
大

人
に
な
っ
た
ら
必
ず
相
共
に
棲
ま
ん
」
と
誓
っ
た
り
す
る
ほ
ど
親
し
む
よ
う

に
な
っ
た。
海
辺
で
遊
ん
で
い
る
と、

潮
に
呑
ま
れ
か
け
て
い
る
正
弘
を
見

た
玉
太
郎
は
「
己
れ
自
品
に
取
り
て、

非
常
に
危
険
な
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
に

は
あ
ら
ず、
さ
れ
ど
彼
は
自
身
の
危
除
を
念
頭
に
殴
ぬ
な
り、
（
中
略）
彼

は
是
非
と
も
正
弘
自
身
の
た
め
に、
は
た
母
と
思
ふ
環
の
た
め
に、
必
ず
正

弘
を
救
は
で
は
止
ま
じ
と
決
心
せ
る
な
り1
(
p
309)
と
悲
愴
な
党
悟
で
救

出
に
あ
た
る。
に
も
か
か
わ
ら
ず、
二
人
と
も
怒
沼
の
た
め
に
呑
み
去
ら
れ

て
し
ま
っ
た。
そ
れ
に
「
心
の
全
く
破
れ
た
る」
環
は
二
人
の
子
を
失
っ
た

の
は
「
み
ン
な
恐
し
い
母
の
罪
が
頑
是
な
い
兒
に
酬
い
て
来
た3
「
神
様
の

罰
の
恐
し
い
事」
と
思
い
こ
ん
で、

極
度
の
悲
し
み
に
陥
り、
「
此
上
に
罪

を
誼
ね
る
こ
と
は、
も
う
出
来
ま
せ
ん、

妾
は
何
も
か
も
良
人
に
懺
悔
し
ま

す9
(
p
318)
と
つ
い
に
夫
に
素
性
を
告
白
し
た
の
で
あ
る。

「
破
戒」
で
は、

告
白
し
よ
う
と
決
断
が
つ
か
な
い
丑
松
が
最
後
に
告
白

し
た
直
接
の
契
機
も
猪
子
蓮
太
郎
の
惨
死
で
あ
る。

其
時
に
成
つ
て、

初
め
て
丑
松
も
気
が
つ
い
た
の
で
あ
ろ。
自
分

＜
 

^
“

 

は
そ
れ
を
隠
蔽
さ
う
閑
蔽
さ
う
と
し
て、

持
つ
て
生
れ
た
自
然
の
性
質

すりへ
ら

を
鎖
磨
し
て
居
た
の
だ。
其
為
に
一
時
も
自
分
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き

丸つ
は
り

な
か
っ
た
の
だ。
思
へ
ば
今
迄
の
生
涯
ー
虚
偽
の
生
涯
で
あ
っ
た。
自

分
で
自
分
を
欺
い
て
居
た。

（
二
十
章
四）

韮
太
郎
の
死
が
丑
松
に
告
白
の
決
心
を
つ
け
さ
せ
た
の
は
明
瞭
で
あ
る。

二
人
の
子
を
失
っ
た
後
の
聞
の
「
か
う
知
っ
た
ら
ほ
ん
と
に
母
子
の
名
乗

を
し
て
や
り
ま
し
た
も
の
を
…」
「
あ
ヽ
そ
の
時
に
打
明
け
て
仕
舞
へ
ば・・
い一

と
い
ふ
自
責、
「
破
戒」
に
お
け
る
丑
松
の
「
斯
う
い
ふ
こ
と
を
知
っ
た
ら、

も
う
す
こ
し
早
く
（
中
略）
打
明
け
て
話
し
た
も
の
を。
あ
る
ひ
は
其
を
為

た
ら、

自
分
の
心
情
が
先
紐
の
胸
に
も
深
く
通
じ
た
ら
う
も
の
を。
」
（
ニ

＋
章
三）
と
い
う
後
悔、
い
ず
れ
も
死
者
の
生
前
に
偽
善
者
と
し
て
対
し
て

し
ま
っ
た
主
人
公
の
新
し
い
精
神
の
苦
痛
で
あ
る。

-42-



•

ま
た
図の
「恐
し
い

母
の
罪
が
頑
是な
い
兒
に
酬い

て
来た」

罰
の
恐ろ
し
い
事」

「
最
早
偽
り
の
重
荷
を
白ふ
に
堪
ずな
れる
なり」
と

い
う
所
と、．
丑
松の
「思
へ
ば
今
迄
の
生
涯
は
虚
偽
の
生
涯
であ
っ
た。
自

分
で
自
分
を
欺い

て
居
た3
とい

う
所
は
両
方と
も
そ
の
死
によ
っ
て
お
そ

る
ぺ
き
虚
偽
偽
営の
罪
を
犯
して
い
た
実
感、

より
一

陽
探
い
卯
の
自
覚を

し
て
懺
悔
に
い
た
っ
たの
で
あ
る。

・

「罪」

を
背
負
わ
さ
れ
て、
ま
た
戒
めら
れ
て
偽
り
の
罪を
犯し
た
環
と

丑松
の
懺
悔は
父
の
戒、

虚
偽
に
対
すろ
否
定
で
はあ
るが、

自
身
の
全人

格の
否
定
で
は
な
い
所
に
注
目
し
た
い
。

深は
「
妾
の
身
憫
こ
そ
汚
れ
て
居

り
ま
すが、
こ
の
哀
心・・
・

愛情
に
汚
れ
は
な
い
と
存じ
ま
す9
(
p
324)
と

冒の
当
時
自
分
の
潔
白
を
強
く
主
張
し
た
の
で
あ
る。

丑
松
は
「
正
月に

な
れ
ば
自
分
等
と
同
じ
ゃ
う
に
店
蘇
を
祝
ひ、

天
長
節
が
来
れ
ば
同
じ
ゃ
ぅ

し
あ
ば
せ

に
冦
が
代
を
歌
つ
て、

阪
な
が
ら
自
分
な
ど
の
幸
福
を、

出
世
を
祈
る
と
g

っ
た
ツ
け1

斯
う
思
出
し
て
頂
き
た
い
の
で
す。

（
中
略）

仮

令私
は
卑

か
ん
が

ヘ

賤
し
い
生
れ
で
も
、
す
く
な
く
も
皆
さ
ん
が
立
派
な
思
想
を
御
持
ち
な
さ
る

ゃ
う
に、
毎
日
其
を
心
掛
け
て
教
へ
て
上
げ
た
積り
で
す」
（
二
十一
章六）

と

全
人
格
を
捨
て
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
ろ。

告
白
の
契
機
と

し
て
は、
「
己
が
罪」
で
二
人
の
子の
死
は
偶
然
の
中
の

偶
然
と
g
い
た
い
。
蕊
た
ら
が
房
州
海
洋
に
き
て
里
子
と
な
っ
た
玉
太
郎
と

会
っ
た
こ
と、
ま
た
、．
正
弘
が
海
に
溺
れ
か
け
て
い
ろ
所
を
同
胞
の
五
太
郎

が
見
か
け
て
助
け
よ
う
と
し
て
で
き
な
く
て
と
も
に
死
ん
だ
こ
と
は
偶
然
事

件
と

召
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
気
が
す
る。
も
っ
と
も、
「
己
が
罪」
は
小

「
神
様の

悦
全
体
か
ら言
っ
て
も
偶
然
が
目
立
ち、

例
え
ば、

団
の
懺

悔を
聞い
て
絶

望し
た
隆
弘
は
海
外へ
出
ろ。
ペ
トナ
ム
で
「
極
め
て
頑
固な
ろ
博
染
的熱

性
病」

(P
碑）

に
かか
り、

台
湾
で
君
護
婦を
して
い
た
環
の
心
を
こめ

た
君
病
で
助
っ
たと
い
う
後
の
夫
婦

復緑
の
露
要
原
因
と
も
な
っ
た
ス
トリ，

ー

も
そ
う
で
あ
る。

前
述
の
子
供の
死
を
も
含
め
て、
一

迎
の
偶
然
によ
っ

てな
さ
れ
た
説
者
へ
の
迎
合
と
い
う
大
衆
小
説の
通

俗性
が
見
ら
れ
る
よ
う

であ
ろ。

・
「
破
戒」
の
蓮
太
郎の
死
は
彼の
身
分
を
公
表
し
抗
争
し
抗
霞
す
る
など、

その
典
型
行
為を
な
す
所
と
つ
なが
る
の
で
あ
り、

その
一

迎
の
行
為の
発

展の
必
然
的
結
果で
あ
る
よ
う
に
描
い
て
あ
る。

不
平
等な
扱い
の

不当
で

あ
ろ
点か
ら
も、

抗
争
の
犠
牲
と
し
て
も、
ま
た
特
定
の
政
敵の
あ
る
選
挙
―34

応
援
演
説
と
い
う
政
治
闘
争
の
失
敗
と
し
て
も、
そ
の
死は
偶
然
で
は
な
ぃ
＿

よ
う
に
兄
え
ろ。

問
せ
と
い
う
戒
め、

偽
り
と
い
う
罪
の
意
盟、

懺悔
の

契機
な
ど
で、
一

致
す
る
所
の
多
い
そ
の
告
白
は、
そ
の
最
終
の
結
果
は
違
っ
て
来
ろ。

環の

告
白
は
一
時
夫
婦
間
を
実
質
上
の
離
縁
に
至
ら
せ
た
が、
そ
の
の
ら、

環
が

献
身
的
な
愛
を
こ
め
て、
瀕
死
の
隆
弘
を
園
病
か
ら
助
け
た
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て、

隆
弘
は
既
に
罪
を
悔
い
改
め
た
も
の
に
対
し
て
は
許
さ
な
い
と
い

う
辺
理
は
ど
こ
か
ら
も
見
出
せ
な
い
と
悟
り、
環
を
「
は
用
し、
敬
愛
す
ろ

の
念
は、
前
よ
り
も
数
倍
増
し
ま
し
た、
（
中
略）
今
日
か
ら
は
お
互
ひ
に
過

ホ
ー
プ

去
の
何
事
を
も
忘
れ
て、
そ
し
て
希
望
の
光
り
に

導か
れ
て、
こ
の
温
か
な
世

界
の
新
し
い
腔
に
上
ら
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か」
(
p
369)
と
い
う
隆
弘
の



「
こ
の
身
は
ど
う
な
さ
れ
ま
せ
う
と
少
し
も
お
怨
み
に
存
じ
ま
せ
ん

更
生
と
許
し
で
二
人
は
め
で
た
＜
復
縁
で
き
て
幸
福
が
復
帰
し
た
の
で
あ
る 。

．
丑
松
の
懺
悔
に
対
し
て 、
同
情 、
理
解
を
す
る
人
も
だ
い
ぶ
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず 、
そ
れ
で
そ
の
町
に
居
に
く
く
な
り
「
職
業
も

捨
て
な
け
れ
ば
な

ら
ん 、
名
営
も
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
ん」
（
二
十
二
章―ー）
と
い
う
結
果
と

な
っ

て 、
テ
キ
サ
ス
ヘ
行
く
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
っ
た 。

環
の
素
性
は
夫
の
隆
弘
一
人
に
対
す
る
罪
で
あ
り 、

隆
弘一
人
が
そ
の
罪

を
許
せ
ば
そ
れ
で
罪
滅
し
に
な
る 、
す
く
な
く
と
も
夫
婦
二
人
だ
け
の
婚
姻

契
約
は
二
人
だ
け
の
承
諾
で
成
立
で
き
る
の
で
あ
る 。
そ
れ
に
対
し
て 、
丑

松
は

磁絃～
の
罪
人」
（
二
十
二
章
二）
で
あ
る 。
公
法
上
で
身
分
関
係
が

取
り
去
ら
れ
た
場
合 、
そ
の
「
罪」
は
「
社
会」
の
規
範
の
罪
で
は
な
く
な

り 、
ま
た
も
と
も
と
宗
教
世
界
の
罪
と
遊
離
し
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に 、
そ

の
「
罪」
は
世
俗
の
普
週
的
偏
見
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う 。

で
あ
る
な
ら
ば 、
法
的
承
認 、
宗
教
的
「
愛」
「
慈」
な
ど
が
あ
る
に
し
て

も 、
丑
松
の
幸
福
の
復
帰
は
偏
兄
の
消
失
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず 、
あ
る

い
は 、
偏
見
か
ら
脱
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る 。

懐
悔
者
の
懺
悔
に
至
る
ま
で
の
精
神
活
動
は
阻
し
に
よ
る
精
神
の
拘
束
及

び
虚
偽
に
対
す
る
罪
意
益
を
特
徴
と
し 、
虎
偽
か
ら
の
解
脱 、
精
神
の
拘
束

か
ら
の
解
放
な
ど 、
精
神
の
自
由
の
獲
得
を
目
的
と
す
る 。
環
の
懐
悔
の
晟

後
に 、

（
四）

が・・
と
の
精
神
の
自
由
だ
け
は
ど
う
ぞ
お
許
し
下
さ
れ
ま
し
て
：•J(
P

324)
 

と
あ
っ

て 、
懺
悔
の
後
の
丑
松
は

「
二
六
時
中
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
苦
痛
は
僅
か
に
胸
を
離

れ
た
の
で
あ
る 。
今
は
烏
の
や
う
に
自
由
だ9
（
二
十
三
章一
）

と
あ
っ

た 。
し
か
も 、
環
も
丑
松
も
紫
性
隠
匿
に
対
し
て 、
「
良
心
の
苛
責」

と
い
う
倫
理
的
意
識
が
含
ま
れ
て
い
る
が 、
環
の
場
合
は
と
く
に
「
神
様
が

お

許し
な
さ
ら
な
い」
と
い
う
宗
教
的
精
神
か
ら
の
も
の
が
目
立
つ
の
で
あ
る 。

隆
弘
が
最
後
に
懺
悔
を
し
た
覇
を
許
し
た
理
由
は 、

彼
が
聖
書
に
慰
藉
を

求
め 、

煩
悶
の
結
果
翻
然
と
し
て
一
道
の
光
明
を
見
出
し 、
「
既
に

罪
を
悔
い
改
め
た
も
の
に
封
し
て
は
基
習
を
始
め 、
（
中
略）
あ
ら
ゆ
る
神 、
一44

あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
み
な
そ
の
罪
を
許
し
て
居
る
の
で
す 。 ．
然
る
に
遥
か
に
神
―

に
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
の
人
間
が
こ
れ
を
許
さ
な
い
と
い
ふ
遥
理
は
ど
こ
か
ら
も

見
出
せ
な
い・・・3
(
P
函）
と
悟
っ
た
所
に
あ
る 。
こ
れ
は
作
品
が
懺
悔
告

白
の
合
理
性
に
対
す
る
解
釈
の
一
っ
で
あ
る
よ
う
に
も
見
ら
れ
る 。
こ
れ
に

対
し
て
「
破
戒」
の
懺
悔
告
白
の
底
に
流
れ
る
の
は
「
自
然
の
性
質
を

銅磨

し
て
居
た」
と
い
う
自
然
的
精
神
で
あ
る 。．

「
破
戒」
の
時
代
か
ら 、
百
十
三
年
間
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
る
と 、
フ
ラ
ン
ス

近
代
の
啓
蒙
思
想
家

I
ル
ソ
ー

の
著
し
た
「

懺悔
録」
（

心五95心り1

竺コ
Jl

たが幡
）
が
あ
っ
た。
こ
の
近
代
に
お
け
る
恐
初
の
告
白
文
学
と

言
わ
れ
る
ル
ソ
ー

の
自
伝
小
説
は
人
問
が
太
古
か
ら
私
語
し
て
い
た
己
れ
の

こ
と
を
文
学
と
い
う
公
器
に
よ
っ

て
あ
ら
わ
に
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る 。



「こ
れ
こ
そ
は
自
然
の
ま
ま
に、

まっ
た
＜
真
実
の
ま
ま
に
正
確
に
描
かれ

た唯一

の
人
間
像」

と
書
き
は
じ
めら
れて
い
る
こ
の
自
伝
小
説は
ル
ソー

の
生
れて
か
ら
五
十
三
歳
ま
で
の
経
歴
及
び、

五
十
三
年
間
の
幸
福
と
不
幸、

屈
辱
と
誇
り、

努
力
と
挫
折、

すぺ
ての
感
情
を
杏
い
た
もの
で
あ
る。
と

く
に、

彫
刻
師
の
家
で
窃
盗
する、

リポ
ン
を
盗
み、

少
女
マ
リ
ヨ
ン
に
即

を
なす
り
つ
け
て
生
涯
の
苛
黄と
な
る。

女
中
テ
レ
ーズ
に
五
人の
子
を
生

ま
せ
たが
育
兒
院
に
捨
て

後悔
の
種
と
な
ろ。

と
い
っ
た
ル
ソ
ー
自
身
の
卑

小と
不
良
が
雹
か
れ
た
と
こ
ろ
は
こ
の
「
懺
悔
録」
の
大
き
な
特
徴と
な
る。

作
者
は
「

懺悔
録」
で
「
私
は
自
己の
懺
悔
を
約
束
し
た
が、

自
己
の
辮
護

は
約
束
し
な
か
っ
た。

（
中
略）

私は
員
寅
で
あり
さ
へ
すれ
ば
い
い
の
で

あ
り、

讀
者
は
公
平
で
あ
れ
ば
い
い
の
だ。

私
は
そ
れ
以
上
の
何
物
を
も
讀

者
に
求
め
な
い
1

（
同
上

中巻p
624)
と
言
っ
て
い
る。
ル
ソ
ー
の
動
機
に

は、

自
己
の
内
部
を
裏
面
を、
こ
と
と
と
く
さ
ら
け
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て、

自
己
の
辮
護
で
は
な
く
て、

人
間
の
真
実
を
弁
証
し
よ
う
と
す
ろ
意
図
が
あ

っ
た。藤

村
が
ル
ソー

の
「
懺
悔
録」
に
初
め
て
接
し
た
の
は
明
治
二
七
年
の
夏

で
あ
っ
た。
近
代
的
自
我
に
目
覚
さ
せ
た
「
懺
悔
録」
に
つ
い
て、

藤
村
は

「
ル
ウ
ソ
オ
の
「

懺悔」
中
に
見
出
し
た
ろ
白
己」
で
次
の
よ
う
に
匝
っ
て

、

ろ。．

＇

 

「

私は
そ
の
頃 、
い
ろ

（
と
駁
難
を
し
て
ゐ
た
時
で
あ
っ
た。
心
も

暗
か
っ
た。
で、
偏
然
に
も
ル
ソ
オ
の
書
を
手
に
し
て、
熱
心
に
玩

ん
で
行
く
内
に
、

今
迄
意
諜
せ
ず
に
居
た
自
分
と
い
ふ
も
の
を
引
出

さ
れ
る
や
う
な
気
が
し
た。

（
中
略）

朧
気
な
が
ら、

此
書
を
通
し
て、

近
代
人
の
考
へ

方と
い
ふ
も
の
が、

私
の
頭
に
解ろ
や
う
に
な
つ
て
来

て、

直
接
に
自
然
を
観
る
こ
と
を
教
へ
ら
れ、

自
分
等
の
行く
べ
き
道

が
多
少
理
解
さ
れた
や
う
な
気が
し
た。

（
中
略）
ル
ソ
オ
の
自
然

に
対
す
る
考
へ
は、

今
日
か

ら兄れ
ば
論
難
すべ
き
余
地
が
あ
ろ。
（中

略）
し
か
し
な
が
ら、

真に
束
約
を
離れ
て
こ
の
「
生」

を
観
よ
うと

すろ
その
精
神
の
盛
ん
な
こ
と
は
又一

生
そ
の
精
神
を
燒
け
た
と
い
ふ

こ
と
は、

遂
に

私の
忘
れ
ろ
こ
と
の
出
来
な
い
と
こ
ろ
だ。

（中略）
ル
ソ

ォ
は
「
自
由
に
考
へ
る
人」

の
父
で
あ
っ
た。

近
代
の
人の
卵は
こ
こ

に
胚
胎
し
て
居る。

（
中
略）

彼の
「
懺
悔」
は
矢
益
り
吾々
と
同
じ

ゃ
う
に、

失
望
も
す
れ
ば
落
胆
も
す
る
弱
い
人
間
の
一
生
の
記
録
だ。

（
中
略）

彼の
「

懺悔」
を
開
い
て、

到
ろ
処
に
自
己
を
発
兄
す
ろ
こ

石111
“
鴫訳
「
．帽“」
ノ

と
が
出
来
る9
(
ll
:
9̂
Ic
円鱒

「
自
然
の
ま
ま」
「
真
実
の
ま
ま」
「
直
接に
自
然
を
観
ろ
こ
と」
と
い

う
自
然
認
識
を、

束
縛
を
荏
れ
て
の
自
由
思
考、
自
己
発
視
の
で
き
ろ「
近

代」
的
伍
値
観
と
し
て
猛
村
は
受
け
て、
「
真
実
の
告
白」
と
い
う
文
学
万

法
を
確
立
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
う。

失
望
も
す
れ
ば
落
胆
も
す
る
弱
い
人
間

で
あ
っ
て
も、
「
真
実
で
あ
り
さ
へ
す
れ
ば
い
い
」
と
い
う
近
代
的
人
闇
解

放
の
典
型
と
し
て
「
破
戒」
の
丑
松
が
造
型
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う。

人
間
精
神
の
近
代
化
は
ま
ず
自
己
が
他
か
ら
束
埒
さ
れ
る
こ
と
か
ら
解
放

（

五
）
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さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る 。
環
を
丑
松
を
縛
り
つ
け
て
い
た
父

の
戒
め
か
ら
二
人
が
解
き

放た
れ
た
が
故
に

自U3
近
代
化
が
果
さ
れ
た 。
し

か
し
人
間
社
会
に
お
け
る
真
の
近
代
化
は 、
社
会
全
体
の
因
襲
か
ら
の
解
放

を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い 。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
日
の
懺
悔
は
一
家
庭
内
に

限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た 。
で
あ
る
が
故
に 、
夫
櫻
戸
の
改
悛
に
よ
っ
て

悲
劇
が
回
避
さ
れ
る 。
そ
れ
に
対
し
て
丑
松
の
場
合
は 、
畏
い
封
建
時
代
の
因

襲
に
よ
る
差
別
で
あ
る
が
故
に 、
そ
の
而
で
の
社
会
的
な
改
革
が
進
め
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い 。
猪
子
逝
太
郎
の
死
は 、
積
極
的
に
そ
れ
を
進
め
よ
う
と
す

る
努
力
の
挫
折
を
意
味
し
て
い
る 。
日
本
の
明
治
時
代
は
個
人
債
人
の
意
識

の
近
代
化
に
対
し
て
社
会
の
近
代
化
が
一
向
に

進ま
な
か
っ
た 。
そ
の
点
の
く

い
ち
が
い
に
対
し
て 、
藤
村
の
告
白
文
学
は ‘
―
つ
の
行
き
づ
ま
り
を
み
せ

て
い
る 。
丑
松
を
ア
メ
リ
カ
の
テ
キ
サ
ス
ヘ
送
る
と
い
う
構
想
は 、
社
会
と

正
面
か
ら
対
決
し
な
い
苦
肉
の
策
で
あ
る 。
藤
村
の
自
己
解
放
が
悲
劇
を
呼

ば
な
か
っ
た
の
は 、

蒻
村
の
一
時
的
な
逃
避
に
よ
る
の
で
あ
る 。
小
説
「
春」

の
胄
木
（
北
村
透
谷）
の
死
の
あ
と
主
人
公
岸
本
拾
吉
は
仙
台
に
抹
立
つ 。

岸
本
は
籐
村
の
分
身
で
あ
る 。
そ
の
後
版
村
は
小
諸
時
代
を
経
て
「
破
戒」

を
執
筆
す
る 。
「
破
戒」
の
後
は 、
そ
の
社
会
的
矛
盾
を
解
決
す
る
こ
と
な

く 、
私
小
説
へ
転
身
す
ろ 。
姪
と
の
不
純
な
恋
の
消
冥
過
程
を
柑
い
た
「
新

．
生」
で
は 、
節
子
を
捨
て
て
フ
ラ
ン
ス
に
株
立
ち 、

再
出
発
を
は
か
る 。
藤

村
が
逃
げ
場
所
を
外
国
に
求
め
た
こ
と
は
丑
松
を
テ
キ
サ
ス
に
送
る
趣
向
と

一
致
す
る 。
薩
村
は
そ
う
し
た
消
極
的
な
方
法
に
よ
っ

て 、
殴
終
的
な
破
局

を
回
避
し

つ
つ
生
き
続
け
た 。
．
こ
の
点
で 、
殆
ど
自
殺
に
近
い
死
を
と
げ
た

石
川
啄
木
や 、
自
殺
の
万
法
で
自
己
矛
后
を
解
消
し
た
有
島
武
郎
や
芥
川
龍

ライフ

之
介
等
に
く
ら
ぺ
て 、
藷
村
は
「
生」
を
見
つ
め
て
辛
抱
づ
よ
か
っ
た
と
い

え
る 。
し
か
し 、
最
後
の
「
夜
明
け
前」
に
至
り 、
青
山
半
蔵
は 、
ど
こ
へ

も
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
ず 、
座
敷
牢
で
悶
死
す
る ．
青
山
半
蔵
の
狂
死
は

社
会
改
革
の
進
ま
ぬ
日
本
の
近
代
化
に
対
す
る
藤
村
の
焦
慮
の
あ
ら
わ
れ
で

あ
っ
た
と
笞
え
る 。

日”
泊
＊
正
改牛
全
集』
Ill
十
八
0

-

斥
尉
宣
は
“
h-――
年1ハ
月
十
五
日
覺
行

r
以
lt
o
本
文
字
不←
13
“
閥
翼
HU
H

笠
”
fl
lil
閏
和
五
十
四
年
四
月ー
H'
日
発
行

（
 

（
遼
寧
外
国
語
師
範
専
科
学
校）

靱
光
は 、

中
国
遼
寧
省
遼
賜
市
遼
寧
外
閲
語
師
範
専
科
学
校
か
ら
派
遥

さ
れ
た
留
学
生
で 、
一
九
八
七
年
四
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
一
年
間 、

岡
山
大
学
に
研
究
生
と
し
て
在
樟
し
た 。
そ
の
間 、
日
本
文
学
殊
に
近
代

文
学
に
関
心
を
寄
せ 、
日
本
の
近
代
化
に
及
ぽ
し
た
文
学
の
役
割
に
つ
い

て
勉
強
し
た 。
日
本
に
と
っ
て 、
明
治
と
い
う
時
期 、
殊
に
そ
の
三
十
年

代
は
強
固
な
封
建
性
と
儲
人
の
自
党
の
烈
し
い
葛
藉
を
演
じ
た
激
勁
期
で

あ
る 。

籾光
は 、
偽
人
の
自
由
を
束
純
す
る
父
の
力
に
沿
目
し 、

父
の
戒
を

破
っ
て
新
世
界
を
OO
拓
す
る
小
説
と
し
て
菊
池
幽
芳
の
「
己
が
罪」
と
島

綺
藤
村
の
「
破
戒」
を
比
較
し 、
そ
の
共
通
点
及
び
相
違
点
を
明
ら
か
に

参
考
文
献

『
己
が
罪」

r
破
戒」
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金
沢
大
学
教
従
部
論
集

岐
阜
女
子
大
学
紀
婆

人
文
科
学
編

金
城
国
文
（

金
城
学
院
大
学）

近
代
文
学
研
究
（

上
智
大
学）

第
六
十
四
号

第
六
集

芸
術
論
集
（

大
阪
芸
術
大
学
芸
術
学
部
文
芸
学
科
研
究
室）

金
沢
大
学
語
学
文
学
研
究

第
十
七
号

第
十
七
号

25
ノ
2、

26
ノ
ー

第
二
十
号

第
五
百
六
十
六
号

第
十
七
号

ヽノ（
 

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
二

宇
部
国
文
研
究
（

宇
部
短
期
大
学
国
語
国
文
学
会）

愛
媛
国
文
と
教
育
（
愛
媛
大
学）

大
阪
青
山
短
大
国
文

大
谷
女
子
大
国
文

第
四
号

第
十
八
号
（
玉
上
琢
弥
先
生
退
職
記
念
特
輯）

大
要
国
文
（

大
妻
女
子
大
学）

第
十
九
号

大
妾
女
子
大
学
文
学
部
紀
要

学
苑
（
昭
和
女
子
大
学）

活
水
日
文
（
活
水
学
院
）

活
水
論
文
集

第
三
十
一

集

第
十
九
号

第
三
号

第
十
九
号

（
赤

羽

学）

菌
語
国
文
学
報
（

愛
知
教
育
大
学）

し
た
。

こ
れ
は
日
本
人
の
い
ま
だ
気
づ
か
な
か
っ
た
斬
新
な
視
点
で
、

明

治
文
学
の
研
究
に
一

石
を
投
じ
た
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
。

研
究
紀
要
（
尚
網
大
学）

研
究
紀
要
（
日
本
大
学
人
文
科
学
研
究
所）

研
究
と
資
料
（

国
語
学
研
究
と
資
料
の
会）

言
語
学
論
叢
（
筑
波
大
学
一

般
・

応
用
言
語
学
研
究
室）

号
言
語
文
化
（
一

橋
大
学
語
学
研
究
室）

高
知
大
国
文

第
十
八
号

甲
南
国
文
（

甲
南
女
子
大
学）

甲
南
大
学
紀
要

第
三
十
五
号

第
二
十
四
号

86

 

風
閻
力
三
先
生
退
職
記
念
文
果
（
甲
南
大
学
国
文
科
同
窓
会）

国
語
学
研
究
（

東
北
大
学）

第
二
十
七
号

国
語
研
究
（

岡
山
大
学
教
育
学
部
国
語
研
究
会）

第
二
号

国
語
研
究
（
上
越
教
育
大
学）

第
二
号

国
語
研
究
（
横
浜
国
立
大
学）

第
六
号

国
語
国
文
（
金
沢
大
学）

第
十
三
号

国
語
国
文
（
東
海
学
園
女
子
短
大）

第
三
十
三
号

国
語
国
文
学
（

名
古
屋
大
学）

61
．

62

国
語
国
文
学
会
誌
（
学
習
院
大
学）

第
三
十
一

号

国
語
国
文
学
会
誌
（

福
岡
教
育
大
学）

第
二
十
九
号

国
語
国
文
学
研
究・
（
熊
本
大
学
）

第
二
十
四
号

国
語
国
文
学
誌
（
広
島
女
学
院
大
学
日
本
文
学
会）

第
十
七
号

第
四
十
五
集、

第
四
十
六
集

文
学
編

第
三
十
五
号

第
十
一

号

第
十
一

号

第
六
号、

第
七
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