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更
級
日
記
』
と
読
者
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─
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あ
づ
ま
路
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に
生
ひ
で
た
る
人
、
い
か
ば
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
を
、
い
か
に
思
ひ
は
じ
め
け

る
こ
と
に
か
、
世
の
中
に
物
語
と
い
ふ
も
の
の
あ
ん
な
る
を
、
い
か
で
見
ば
や
と
思
ひ
つ
つ
、
つ
れ
づ
れ
な
る
ひ
る
ま
、
宵
居
な
ど
に
、

姉
、
継
母
な
ど
や
う
の
人
々
の
、
そ
の
物
語
、
か
の
物
語
、
光
源
氏
の
あ
る
や
う
な
ど
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
語
る
を
聞
く
に
、
い
と
ど
ゆ
か

し
さ
ま
さ
れ
ど
、
わ
が
思
ふ
ま
ま
に
、
そ
ら
に
い
か
で
か
お
ぼ
え
語
ら
む
。
い
み
じ
く
心
も
と
な
き
ま
ま
に
、
等
身
に
薬
師
仏
を
造
り

て
、
手
洗
ひ
な
ど
し
て
、
人
ま
に
み
そ
か
に
入
り
つ
つ
、「
京
に
と
く
上
げ
た
ま
ひ
て
、
物
語
の
多
く
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
、
あ
る
か
ぎ
り
見

せ
た
ま
へ
」
と
、
身
を
捨
て
て
額
を
つ
き
祈
り
申
す
ほ
ど
に
、
十
三
に
な
る
年
、
上
ら
む
と
て
、
九
月
三
日
門
出
し
て
、
い
ま
た
ち
と
い

ふ
所
に
う
つ
る
。（
小
学
館
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
二
七
九
～
二
八
○
頁
・
以
下
頁
数
の
み
記
す
）

『
更
級
日
記
』
冒
頭
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
日
記
の
「
主
人
公
」
が
、
幼
少
期
を
東
国
に
育
ち
、
物
語
に
憧
れ
、
神
仏
に
祈
り
、
上
京
と
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物
語
と
の
邂
逅
を
願
う
中
で
、
十
三
の
年
に
帰
京
が
決
ま
る
、
と
い
っ
た
内
容
が
記
さ
れ
る
。
物
語
へ
の
憧
憬
と
仏
道
へ
の
帰
依
、
と
い

う
二
つ
の
作
品
の
主
題
を
呈
示
し
つ
つ
、
主
人
公
の
置
か
れ
た
状
況
を
要
領
よ
く
説
明
し
て
い
る
。

こ
こ
で
「
人
」
と
呈
示
さ
れ
る
主
人
公
は
、
こ
の
作
品
の
作
者
菅
原
孝
標
女
そ
の
人
で
あ
り
、
自
身
を
第
三
者
と
し
て
対
象
化
し
た
表

現
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
作
品
を
「
か
く
」「
つ
く
る
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
説
明
で
あ
り
、「
よ
む
」
側
、
読
者
の
視
点
か

ら
説
明
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
人
」
と
は
一
般
化
の
表
現
だ
か
ら
、
こ
こ
に
は
「
あ
づ
ま
路
の
道
の
は
て
」
よ

り
「
奥
つ
方
」
で
育
っ
た
人
々
一
般
が
想
定
さ
れ
る
。
一
方
で
、
都
へ
の
帰
還
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
本
来
都
で
生
活
す
べ
き
人

の
事
だ
、
と
限
定
も
さ
れ
る
。
都
の
風
雅
か
ら
遠
ざ
か
り
、
東
国
の
鄙
で
育
っ
た
、
と
い
う
や
や
特
殊
な
事
情
が
、
主
人
公
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
呈
示
さ
れ
、
よ
む
側
は
そ
れ
を
受
容
し
つ
つ
、
主
人
公
に
心
を
寄
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
よ
む
」
と
い
う
行
為

は
、
作
中
の
人
物
に
共
感
し
、
一
体
化
す
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
ま
ず
こ
こ
で
一
般
的
な
「
人
」
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
こ
と
が
、
読
者
の

共
感
を
よ
び
お
こ
す
一
助
と
な
っ
て
い
る
、
と
も
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

作
者
の
側
か
ら
は
、
過
去
の
自
己
を
対
象
化
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
の
表
現
が
、
読
者
の
視
点
か
ら
は
作
品
へ
の
没
入
へ
と
導
く
も

の
と
な
る
。
す
で
に
書
か
れ
た
作
品
に
構
造
化
さ
れ
た
読
者
の
反
応
と
い
う
も
の
を
見
て
取
る
こ
と
。
こ
こ
に
文
学
の
読
者
論
へ
の
可
能

性
が
ひ
ら
か
れ
る
。

文
学
に
お
い
て
作
者
よ
り
読
者
を
語
る
の
が
困
難
な
の
は
、
読
者
は
無
数
に
あ
っ
て
、
し
か
も
同
じ
読
者
が
同
じ
作
品
を
読
む
の
で
あ

っ
て
も
そ
の
読
み
方
は
そ
の
度
に
変
わ
っ
て
い
く
か
も
知
れ
な
い
、
そ
も
そ
も
古
代
文
学
の
場
合
、
そ
の
作
品
の
成
立
時
の
同
時
代
の
読

者
と
、
現
代
の
読
者
を
同
一
視
出
来
な
い
、
と
い
っ
た
よ
う
な
読
者
の
定
義
づ
け
の
不
確
定
性
に
よ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
作

者
と
は
、
そ
の
作
品
の
作
者
と
さ
れ
る
歴
史
上
の
存
在
た
だ
ひ
と
り
だ
と
言
え
る
か
、
と
問
う
な
ら
、
こ
ち
ら
も
問
題
は
さ
ほ
ど
容
易
で

は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
誰
が
作
者
か
が
明
確
で
あ
る
は
ず
の
近
現
代
文
学
に
お
い
て
も
、
代
筆
や
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
と
い
う
可
能
性
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も
あ
る
し
、
協
力
者
や
編
集
者
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
作
者
と
は
い
わ
ば
作
品
と
い
う
商
品
に
付
さ
れ
る

商
標
の
よ
う
な
も
の
で
、
必
ず
し
も
実
在
の
一
人
の
人
間
に
還
元
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
し
て
古
い
時
代
の
作
品
と
な
れ
ば
、
作
者

未
詳
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
伝
承
さ
れ
る
作
者
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
方
が
多
い
。
加
え
て
本
文
の
書

写
に
よ
っ
て
大
き
く
本
文
が
改
変
さ
れ
る
可
能
性
や
、
さ
ら
に
近
・
現
代
人
な
ら
注
釈
と
い
う
他
者
の
解
釈
を
通
過
し
な
け
れ
ば
作
品
に

触
れ
る
事
が
出
来
な
い
こ
と
を
考
え
れ
は
、
書
写
者
や
注
釈
者
も
作
者
の
一
人
と
数
え
る
事
が
出
来
る
だ
ろ
う
。 

「
推
敲
」
と
い
う
語
の
由
来
と
な
っ
た
中
国
の
『
唐
詩
紀
事
』
所
載
の
逸
話
が
あ
る
。
唐
代
の
詩
人
賈
島
が
、
科
挙
試
験
の
受
験
に
向

か
う
道
す
が
ら
、
自
作
の
詞
の
一
節
を
「
僧
は
推
す
月
下
の
門
」
か
、「
僧
は
敲
く
月
下
の
門
」
か
、
い
ず
れ
に
す
べ
き
か
悩
ん
で
い
た

と
こ
ろ
に
、
著
名
な
詩
人
韓
愈
に
遭
遇
し
て
、「
敲
く
」
の
方
が
良
い
と
の
助
言
を
得
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
こ
の
詩
の

作
者
は
賈
島
な
の
か
韓
愈
な
の
か
。「
推
す
」
と
「
敲
く
」
の
ど
ち
ら
か
で
悩
ん
で
い
る
時
、
賈
島
は
作
品
の
鑑
賞
者
の
位
置
に
あ
る
。

作
者
は
そ
も
そ
も
、
自
身
が
書
い
た
作
品
の
最
初
の
読
者
と
な
る
の
で
あ
る
。「
推
す
」
か
「
敲
く
」
か
、
そ
の
一
語
に
よ
っ
て
描
写
さ

れ
る
夜
の
情
景
の
聴
覚
的
な
印
象
は
一
変
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
一
語
は
作
品
の
根
幹
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
韓
愈
の
一
言
が
こ
の
詩
を

完
成
さ
せ
た
と
い
う
点
で
、
更
に
は
そ
こ
に
韓
愈
と
い
う
詩
人
の
助
言
と
い
う
権
威
付
け
が
な
さ
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
韓
愈
が

作
者
の
一
人
に
な
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
詩
の
全
体
を
作
り
上
げ
た
の
は
賈
島
で
あ
り
、
韓
愈
は
あ
ら
か
じ
め
鑑

賞
者
の
位
置
か
ら
助
言
し
た
の
で
も
あ
る
。
こ
の
逸
話
は
、
漢
詩
の
制
作
と
い
う
特
殊
な
場
面
で
は
あ
る
も
の
の
、「
つ
く
る
」「
よ
む
」

と
い
う
行
為
が
表
裏
一
体
で
あ
り
、
読
者
と
作
者
と
が
二
項
対
立
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
相
互
に
補
完
し
て
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

さ
て
、
読
者
の
視
点
を
導
入
し
て
改
め
て
『
更
級
日
記
』
冒
頭
を
見
て
み
よ
う
。「
あ
づ
ま
路
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に

生
ひ
で
た
る
人
」
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
所
収
の
「
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
な
る
常
陸
帯
の
か
ご
と
ば
か
り
も
あ
ひ
見
て
し
が
な
」（
紀
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友
則
）
を
引
用
し
つ
つ
、
史
実
で
は
上
総
で
過
ご
し
た
作
者
が
、
常
陸
国
よ
り
も
な
お
奥
地
と
い
う
場
所
を
仮
構
し
た
物
語
的
表
現
と
さ

れ
、
そ
こ
に
常
陸
介
の
養
女
と
し
て
東
国
に
育
っ
た
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
の
浮
舟
を
重
ね
て
い
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
上
の
人

物
で
あ
る
作
者
菅
原
孝
標
女
の
、
辿
れ
る
限
り
の
史
実
を
照
合
す
れ
ば
、
自
身
を
「
人
」
と
三
人
称
化
し
て
い
る
こ
と
相
ま
っ
て
、
物
語

的
な
虚
構
の
方
法
で
書
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
作
品
を
「
つ
く
る
」
側
か
ら
の
説
明
で
あ
る
。
だ
が
、
作
品
を

「
よ
む
」
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
作
品
外
の
情
報
以
前
に
、
東
国
の
奥
地
で
育
っ
た
少
女
、
と
い
う
非
日
常
性
を
こ
め
た
「
主
人

公
」
に
ま
ず
は
心
を
寄
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
い
か
ば
か
り
か
あ
や
し
か
り
け
む
」「
い
か
に
思
ひ
は
じ
め
け
る
」
と
、
そ
の
詳
細

は
読
む
側
に
委
ね
ら
れ
る
、
そ
の
こ
と
で
喚
起
さ
れ
る
想
像
力
が
、
一
気
に
作
品
内
に
一
般
化
さ
れ
て
い
る
「
人
」
を
、
読
み
手
の
も
の

と
し
て
自
身
に
引
き
入
れ
る
の
で
あ
る
。「
い
か
ば
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
」
の
「
あ
や
し
」
は
、
都
人
か
ら
見
た
違
和
感
で
あ
り
、

本
来
は
都
で
育
つ
筈
だ
っ
た
こ
の
主
人
公
の
、
見
た
目
な
の
か
内
面
な
の
か
、
そ
の
詳
細
を
想
像
す
る
中
で
、
読
者
な
り
の
主
人
公
像
が

形
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
、『
源
氏
物
語
』
へ
の
憧
憬
と
い
う
、
具
体
的
な
記
述
が
表
れ
る
。「
姉
」「
継
母
」
と
い
っ
た
家
族
構
成

（
東
国
に
下
向
し
て
い
る
の
だ
か
ら
父
親
の
存
在
は
い
う
ま
で
も
な
い
）
が
説
明
さ
れ
、（「
実
母
」
の
不
在
も
）、
話
し
を
聞
く
ば
か
り
で

実
物
に
触
れ
る
事
の
出
来
な
い
も
ど
か
し
さ
、「
よ
む
」
べ
き
も
の
を
「
よ
め
な
い
」
と
い
う
い
ら
だ
ち
を
「
よ
む
」、
と
い
う
体
験
を
読

者
に
与
え
つ
つ
、
薬
師
仏
へ
の
願
に
よ
っ
て
物
語
と
の
邂
逅
を
願
う
、
と
い
う
神
仏
頼
み
の
心
境
へ
と
転
じ
て
い
く
。
十
三
と
い
う
年
齢

や
「
九
月
三
日
」
と
い
う
日
付
、「
い
ま
だ
ち
」
と
い
う
地
名
な
ど
の
具
体
的
な
記
述
を
並
べ
立
て
て
、
紀
行
文
へ
と
転
じ
て
い
く
と
き
、

読
者
は
主
人
公
と
と
も
に
都
に
帰
る
旅
を
疑
似
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

都
へ
の
帰
還
と
い
う
希
望
に
満
ち
た
出
立
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
記
述
は
暗
く
重
い
。

年
ご
ろ
遊
び
馴
れ
つ
る
所
を
、
あ
ら
は
に
こ
ほ
ち
ち
ら
し
て
、
立
ち
騒
ぎ
て
、
日
の
入
り
ぎ
は
の
、
い
と
す
ご
く
霧
り
わ
た
り
た

る
に
、
車
に
の
る
と
て
、
う
ち
見
や
た
れ
ば
、
人
ま
に
は
参
り
つ
つ
額
を
つ
き
し
薬
師
仏
の
立
ち
た
ま
へ
る
を
、
見
捨
て
た
て
ま
つ



物
語
・
夢
・
喪
失

五

る
悲
し
く
て
、
人
知
れ
ず
う
ち
泣
か
れ
ぬ
。（
二
八
○
頁
）

長
年
慣
れ
親
し
ん
だ
屋
敷
を
、「
あ
ら
は
に
こ
ほ
ち
ち
ら
し
」
と
は
、
調
度
な
ど
を
取
り
払
っ
て
外
か
ら
も
丸
見
え
に
な
っ
た
状
態
を

い
う
が
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
薬
師
仏
も
あ
ら
わ
に
見
え
て
い
る
の
が
悲
し
い
、
と
心
情
を
綴
る
。
薬
師
仏
が
放
置
さ
れ
た
の
は
、
主
人
公

自
身
が
掘
っ
た
拙
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
か
。
人
目
を
避
け
て
祈
っ
て
い
た
の
も
、
他
の
人
々
に
は
価
値
の
な
い
仏
像
で
あ
っ
た
か
ら
だ

ろ
う
か
。
詳
細
は
読
み
手
の
推
測
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
の
、
帰
り
行
く
都
へ
の
期
待
よ
り
も
、
住
み
慣
れ
た
場
所
を
去
る
寂
し
さ
が
勝
る

の
は
、
都
の
思
い
出
が
ほ
と
ん
ど
な
い
少
女
な
ら
で
は
の
感
慨
か
。
詳
細
は
省
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
読
む
者
に
少
女
の
持
つ
心
の
暗
さ

が
伝
わ
る
よ
う
な
描
写
、
共
感
の
た
め
の
記
述
と
な
っ
て
い
よ
う
。
説
明
的
な
記
述
が
排
さ
れ
る
こ
と
で
、
読
む
側
が
想
像
力
を
は
た
ら

か
せ
る
余
地
を
生
み
出
し
、
か
え
っ
て
共
感
で
き
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。

こ
の
場
面
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
日
記
の
序
盤
に
は
喪
失
感
が
色
濃
く
出
さ
れ
て
い
る
。
京
に
上
る
ま
で
に
、
下
総
国
「
ま
つ
さ

と
」
で
の
乳
母
と
の
別
れ
が
記
さ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
乳
母
の
出
産
に
よ
る
一
時
的
な
別
離
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
死
別
で

も
あ
る
か
の
よ
う
な
描
写
が
さ
れ
て
い
る
。

皆
人
は
、
か
り
そ
め
の
仮
屋
な
ど
い
へ
ど
、
風
す
く
ま
じ
く
、
ひ
き
わ
た
し
な
ど
し
た
る
に
、
こ
れ
は
を
と
こ
な
ど
も
添
は
ね
ば
、

い
と
手
は
な
ち
に
、
あ
ら
あ
ら
し
げ
に
て
、
苫
と
い
ふ
も
の
を
一
重
う
ち
ふ
き
た
れ
ば
、
月
残
り
な
く
さ
し
入
り
た
る
に
、
紅
の
衣

上
に
着
て
、
う
ち
な
や
み
て
臥
し
た
る
月
か
げ
、
さ
や
う
の
人
に
は
こ
よ
な
く
す
ぎ
て
、
い
と
白
く
清
げ
に
て
、
め
づ
ら
し
と
思
ひ

て
か
き
撫
で
つ
つ
、
う
ち
泣
く
を
、
い
と
あ
は
れ
に
見
捨
て
が
た
く
思
へ
ど
、
い
そ
ぎ
率
て
行
か
る
る
心
地
、
い
と
あ
か
ず
わ
り
な

し
。
お
も
か
げ
に
お
ぼ
え
て
悲
し
け
れ
ば
、
月
の
興
も
お
ぼ
え
ず
、
く
ん
じ
臥
し
ぬ
。（
二
八
二
頁
）

夫
も
お
ら
ず
、
月
の
光
が
漏
れ
て
来
る
よ
う
な
粗
末
な
家
で
、
出
産
後
の
血
の
気
も
失
せ
た
白
い
顔
が
月
光
に
照
ら
さ
れ
る
さ
ま
は
、

ほ
と
ん
ど
死
人
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
乳
母
の
様
の
哀
れ
さ
が
、
主
人
公
に
深
い
喪
失
感
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
上
京



六

後
の
三
月
、
乳
母
の
死
が
知
ら
さ
れ
、
東
国
の
日
々
を
共
に
し
た
継
母
は
去
り
、
世
間
で
は
侍
従
大
納
言
藤
原
行
成
の
娘
の
死
が
人
々
を

嘆
か
せ
る
。

そ
う
し
た
記
述
の
一
方
で
、
竹
芝
の
伝
説
や
富
士
川
の
古
老
の
体
験
談
、
遊
女
と
の
出
会
い
な
ど
が
道
中
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
竹
芝

伝
説
に
関
し
て
は
か
な
り
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
記
述
量
の
バ
ラ
ン
ス
は
崩
れ
て
い
る
。
内
容
も
、
悲
惨
な
結
末
を
迎
え
る
事
が
多
い
「
女

を
盗
む
」
方
の
話
し
で
あ
り
な
が
ら
、
帝
の
娘
を
盗
ん
だ
男
を
武
蔵
の
国
主
と
し
て
認
め
る
、
と
い
う
結
末
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で

の
喪
失
感
漂
う
記
述
と
は
無
縁
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
読
者
は
、
日
記
の
中
で
独
立
性
の
強
い
も
う
ひ
と
つ
の
、
い
か
に
も
物

語
的
な
物
語
を
読
む
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
直
後
、『
伊
勢
物
語
』
の
東
下
り
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
る
も
の
の
、
同
種
の
話
し

で
あ
る
芥
河
の
段
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
な
い
。
読
者
が
当
然
想
起
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
あ
え
て
記
述
し
な
い
と
言
う
こ
と
か
。
ま
た

富
士
川
の
古
老
の
話
は
、
除
目
を
予
告
す
る
よ
う
な
紙
を
見
た
、
と
い
う
現
実
離
れ
し
た
奇
譚
で
あ
り
、
超
自
然
的
な
力
の
発
動
を
語

り
、
現
実
離
れ
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

現
実
世
界
で
の
喪
失
感
・
物
語
へ
の
憧
憬
・
現
実
離
れ
し
た
逸
話
、
こ
れ
ら
は
相
互
に
関
わ
り
な
が
ら
作
品
世
界
を
形
成
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

二

『
更
級
日
記
』
は
、
物
語
を
「
よ
む
」
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
読
者
と
い
う
視
点
を
明
確
に
持
っ
た
作
品
で
は
あ
る
が
、

後
の
『
無
名
草
子
』
の
よ
う
な
作
品
批
評
の
視
点
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
現
実
世
界
で
の
離
別
・
喪
失
を
埋
め
合
わ
せ
る

形
で
物
語
を
読
む
行
為
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
物
語
と
の
出
会
い
を
願
っ
た
薬
師
仏
と
の
別
れ
は
そ
の
原
点

に
あ
っ
た
。
上
京
後
の
継
母
と
の
離
別
・
乳
母
と
侍
従
の
大
納
言
の
娘
の
死
に
よ
っ
て
沈
み
込
ん
だ
主
人
公
を
救
う
の
が
、『
源
氏
物
語
』
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と
の
出
会
い
で
あ
る
。

か
く
の
み
思
ひ
く
ん
じ
た
る
を
、
心
も
な
ぐ
さ
め
む
と
、
心
苦
し
が
り
て
、
母
、
物
語
な
ど
も
と
め
て
見
せ
た
ま
ふ
に
、
げ
に
お

の
づ
か
ら
な
ぐ
さ
み
ゆ
く
。
紫
の
ゆ
か
り
を
見
て
、
つ
づ
き
の
見
ま
ほ
し
く
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
人
か
た
ら
ひ
な
ど
も
え
せ
ず
。
た
れ
も

い
ま
だ
都
な
れ
ぬ
ほ
ど
に
て
え
見
つ
け
ず
。
い
み
じ
く
心
も
と
な
く
、
ゆ
か
し
く
お
ぼ
ゆ
る
ま
ま
に
、「
こ
の
源
氏
の
物
語
、
一
の

巻
よ
り
し
て
み
な
見
せ
た
ま
へ
」
と
心
の
う
ち
に
い
の
る
。（
二
九
七
頁
）

主
人
公
の
物
語
へ
の
関
心
は
、
つ
ね
に
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
。
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
義
母
と
姉
の
話
だ
っ
た
し
、
こ
こ
で

も
実
母
が
落
ち
来
む
彼
女
に
気
を
き
か
せ
て
物
語
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
り
、
自
身
で
は
物
語
を
欲
し
て
い
る
こ
と
を
「
人
か
た
ら
ひ

な
ど
も
え
せ
ず
」、
す
な
わ
ち
誰
か
に
明
か
す
こ
と
な
く
心
の
内
に
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。
か
つ
て
薬
師
仏
に
祈
っ
て
い
た
時
も
、「
人
ま

に
み
そ
か
に
」
で
あ
っ
た
。
物
語
の
入
手
は
、
少
女
が
口
に
出
す
の
を
は
ば
か
る
ほ
ど
に
難
し
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
源
氏
の
物
語
」

を
全
巻
手
に
入
れ
る
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
失
わ
れ
て
き
た
も
の
に
よ
っ
て
生
じ
た
心
の
穴
を
埋
め
る
に
足
る
重
み
を
持
つ
。
そ
の
後゙

「
を
ば
な
る
人
」
に
よ
っ
て
物
語
が
与
え
ら
れ
る
時
、
口
に
出
さ
な
か
っ
た
筈
の
願
望
が
、「
ゆ
か
し
く
し
た
ま
ふ
な
る
物
を
た
て
ま
つ
ら

む
」
と
、
の
「
を
ば
」
の
耳
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
の
だ
。

都
に
い
な
が
ら
入
手
で
き
な
か
っ
た
物
語
を
、「
田
舎
」
か
ら
上
京
し
て
き
た
「
を
ば
」
が
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
の
も
考
え
て
み
れ

ば
不
自
然
だ
が
、
こ
こ
に
は
少
女
の
「
願
」
が
超
越
的
な
力
に
よ
っ
て
実
現
し
た
、
と
い
う
構
図
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
近
親
者

の
努
力
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
訪
れ
た
外
部
の
人
間
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
奇
跡
が
、
喪
失
感
を
埋
め
、
物
語
へ
の
耽
溺
を
深
め

る
。

は
し
る
は
し
る
わ
づ
か
に
見
つ
つ
、
心
も
得
ず
心
も
と
な
く
思
ふ
源
氏
を
、
一
の
巻
よ
り
し
て
、
人
も
ま
じ
ら
ず
、
几
帳
の
う
ち
に

う
ち
臥
し
て
引
き
出
で
つ
つ
見
る
心
地
、
后
の
位
も
何
に
か
は
せ
む
。
昼
は
日
ぐ
ら
し
、
夜
は
目
の
さ
め
た
る
か
ぎ
り
、
灯
を
近
く
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と
も
し
て
、
こ
れ
を
見
る
よ
り
ほ
か
の
こ
と
な
け
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
な
ど
は
、
そ
ら
に
お
ぼ
え
浮
ぶ
を
、
い
み
じ
き
こ
と
に
思
ふ

に
、
夢
に
い
と
清
げ
な
る
僧
の
、
黄
な
る
袈
裟
着
た
る
が
来
て
、「
法
華
経
五
の
巻
を
と
く
習
へ
」
と
い
ふ
と
見
れ
ど
、
人
に
も
語

ら
ず
、
習
は
む
と
も
思
ひ
か
け
ず
。（
二
九
八
～
二
九
九
頁
）

物
語
を
入
手
し
て
、
帰
る
間
も
惜
し
ん
で
読
み
始
め
る
、
遂
に
は
寝
食
を
忘
れ
て
耽
溺
す
る
、
と
い
う
一
般
的
な
心
情
の
中
に
、
唐
突

に
僧
の
夢
が
挿
入
さ
れ
る
。
物
語
よ
り
も
、「
法
華
経
五
の
巻
」
の
方
が
は
る
か
に
重
要
だ
、
と
い
う
暗
示
だ
が
こ
こ
で
読
者
は
、
物
語

に
耽
溺
す
る
少
女
に
対
す
る
共
感
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
少
女
が
物
語
り
に
の
め
り
込
む
よ
う
に
は
、
読
者
の
耽
溺
を
許
さ
な

い
、
過
剰
な
共
感
も
し
く
は
自
己
投
影
を
許
さ
な
い
の
が
こ
の
作
品
の
世
界
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
か
く
」
側
の
視
点
か
ら
は
、
物

語
に
ば
か
り
夢
中
に
な
っ
て
仏
道
に
心
を
い
た
さ
な
い
、
か
つ
て
の
自
分
の
幼
さ
へ
の
批
評
的
態
度
、
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

が
、「
よ
む
」
側
の
読
者
は
、
所
詮
作
品
外
の
存
在
で
あ
り
、
決
し
て
作
中
の
少
女
た
り
得
な
い
と
い
う
意
識
を
呼
び
覚
ま
す
。
物
語
を

「
よ
む
」
こ
と
を
描
き
な
が
ら
、「
よ
む
」
こ
と
に
よ
る
共
感
や
自
己
投
影
を
相
対
化
し
て
い
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

物
語
と
夢
告
と
は
、
こ
の
後
も
一
体
と
な
っ
て
表
れ
る
。

物
語
の
こ
と
を
、
昼
は
日
ぐ
ら
し
思
ひ
つ
づ
け
、
夜
も
目
の
さ
め
た
る
か
ぎ
り
は
、
こ
れ
を
の
み
心
に
か
け
た
る
に
、
夢
に
見
る

や
う
、「
こ
の
ご
ろ
皇
太
后
宮
の
一
品
の
宮
の
御
料
に
、
六
角
堂
に
遣
水
を
な
む
つ
く
る
」
と
い
ふ
人
あ
る
を
、「
そ
は
い
か
に
」
と

問
へ
ば
、

「
天
照
御
神
を
念
じ
ま
せ
」
と
い
ふ
と
見
て
、
人
に
も
語
ら
ず
、
な
に
と
も
思
は
で
や
み
ぬ
る
、
い
と
い
ふ
か
ひ
な
し
。（
三
○
○

頁
）

物
語
に
耽
溺
す
る
中
で
見
た
奇
妙
な
夢
を
、
人
に
語
る
こ
と
も
な
く
黙
殺
し
た
こ
と
へ
の
悔
恨
が
記
さ
れ
る
。「
天
照
御
神
を
念
じ
ま

せ
」
は
、
そ
の
後
、
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も
の
は
か
な
き
心
に
も
、
つ
ね
に
、「
天
照
御
神
を
免
じ
申
せ
」
と
い
ふ
人
あ
り
。（
三
二
一
頁
）

と
い
う
記
述
か
ら
、
同
様
の
夢
を
繰
り
返
し
見
た
こ
と
や
、
後
年
夫
死
後
の
記
述
に
、

年
ご
ろ
「
天
照
御
神
を
念
じ
た
て
ま
つ
れ
」
と
見
ゆ
る
夢
は
、
人
の
御
乳
母
し
て
、
内
裏
わ
た
り
に
あ
り
、
み
か
ど
、
后
の
御
か

げ
に
か
く
る
べ
き
さ
ま
を
の
み
、
夢
と
き
も
合
は
せ
し
か
ど
も
、
そ
の
こ
と
は
一
つ
か
な
は
で
や
み
ぬ
。（
三
五
七
頁
）

と
あ
っ
て
、
皇
族
の
乳
母
と
な
る
運
命
を
示
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
結
局
は
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
夢
と
き
あ
は
せ

し
か
ど
も
」
は
、
先
の
「
人
に
も
い
は
ず
」
と
矛
盾
す
る
が
、
後
年
ま
で
気
に
な
っ
て
夢
解
き
を
さ
せ
た
、
と
い
う
こ
と
か
。
物
語
に

耽
溺
し
て
い
た
こ
と
と
夢
を
語
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
の
間
に
は
何
の
脈
絡
も
な
い
は
ず
だ
が
、
読
み
手
は
こ
こ
で
、
物
語
の
た
め
に
夢

告
の
重
要
性
に
気
付
か
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
さ
ら
に
こ
の
後
、
拾
っ
た
猫
が
侍
従
大
納
言
の
娘
の
転
生
し
た
も
の

だ
と
い
う
姉
の
夢
が
記
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
猫
は
死
に
、
続
い
て
姉
の
死
も
描
か
れ
る
。

母
な
ど
は
皆
亡
く
な
り
た
る
方
に
あ
る
に
、
形
見
に
と
ま
り
た
る
幼
き
人
々
を
左
右
に
臥
せ
た
る
に
、
あ
れ
た
る
板
屋
の
ひ
ま
よ

り
月
の
も
り
来
て
、
児
の
顔
に
あ
た
り
た
る
が
、
い
と
ゆ
ゆ
し
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
袖
を
う
ち
お
ほ
ひ
て
、
い
ま
一
人
を
も
か
き
よ

せ
て
、
思
ふ
ぞ
い
み
じ
き
や
。（
三
○
五
頁
）

姉
の
遺
児
の
顔
に
月
の
光
が
当
た
り
、
不
吉
に
思
う
、
と
い
う
の
は
先
の
松
里
で
の
乳
母
の
姿
と
重
な
る
よ
う
に
読
め
る
。
そ
の
後
親

族
か
ら
姉
が
探
し
て
い
た
と
い
う
「
か
ば
ね
た
づ
ぬ
る
宮
と
い
ふ
物
語
」
が
贈
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
物
語
は
、
も
は
や
心
を
慰
め
る
も
の

で
は
な
く
、「
か
ば
ね
た
づ
ぬ
る
」
が
、
ま
る
で
姉
が
死
を
予
感
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
、
ま
た
姉
の
死
後
に
入
手
で
き
た

こ
と
も
偶
然
と
は
考
え
ら
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
父
の
任
官
失
敗
が
加
わ
り
、
喪
失
感
が
深
ま
っ
て
い
く
。

『
更
級
日
記
』
巻
頭
か
ら
こ
こ
ま
で
を
概
観
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
物
語
へ
の
憧
れ
を
核
と
し
て
、
富
士
川
の
古
老
の
話
か
ら
、
黄

色
の
袈
裟
を
着
た
僧
、
六
角
堂
の
遣
水
、
大
納
言
の
娘
が
転
生
し
た
猫
と
い
っ
た
現
実
離
れ
し
た
夢
告
の
世
界
、
人
々
と
の
離
別
と
い
っ



一
〇

た
現
実
で
の
喪
失
感
、
が
重
層
し
な
が
ら
繰
り
返
し
描
か
れ
る
。
こ
れ
が
、
実
体
験
の
忠
実
な
再
現
な
の
か
、
日
記
構
成
上
の
意
図
的
な

構
成
な
の
か
、「
か
く
」
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
そ
の
よ
う
な
点
が
問
題
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
読
者
が
作
品
を
通

し
て
体
験
す
る
の
は
、
要
約
す
れ
ば
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
よ
う
な
平
凡
な
人
生
が
、
現
実
と
非
現
実
と
が
交
錯
す
る
表
現
の
中
で
、
い

か
に
も
特
異
で
他
に
例
を
見
な
い
体
験
と
し
て
現
前
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

物
語
に
憧
れ
な
が
ら
、
光
源
氏
や
紫
の
上
の
よ
う
な
超
現
実
的
な
存
在
た
り
え
な
い
、
そ
れ
が
読
者
た
る
「
私
」
の
現
実
で
あ
る
。

か
ら
う
じ
て
思
ひ
よ
る
こ
と
は
、「
い
み
じ
く
や
む
ご
と
な
く
、
か
た
ち
有
様
、
物
語
に
あ
る
光
源
氏
な
ど
の
や
う
に
お
は
せ
む
人

を
、
年
に
一
た
び
に
て
も
通
は
し
た
て
ま
つ
り
て
、
浮
舟
の
女
君
の
や
う
に
、
山
里
に
か
く
し
据
ゑ
ら
れ
て
、
花
、
紅
葉
、
月
、
雪

を
な
が
め
て
、
い
と
心
ぼ
そ
げ
に
て
、
め
で
た
か
ら
む
御
文
な
ど
を
、
時
々
待
ち
見
な
ど
こ
そ
せ
め
」
と
ば
か
り
思
ひ
つ
づ
け
、
あ

ら
ま
し
ご
と
に
も
お
ぼ
え
け
り
。（
三
一
四
頁
）

一
見
す
る
に
少
女
ら
し
い
夢
想
と
も
見
え
る
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
ほ
と
ん
ど
隠
遁
・
隠
棲
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い

か
。『
源
氏
物
語
』
の
読
者
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
光
源
氏
と
浮
舟
と
の
組
み
合
わ
せ
に
違
和
感
が
あ
る
う
え
に
、
浮
舟
の
人
生
が
い
か
な
る

苦
悩
の
連
続
で
あ
っ
た
か
を
知
ら
ぬ
は
ず
が
な
い
。
年
に
一
回
の
夫
の
訪
れ
を
待
つ
山
里
暮
ら
し
が
、
現
実
に
は
何
の
希
望
も
な
い
も
の

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
現
実
逃
避
の
目
的
地
と
し
て
幻
想
さ
れ
て
い
る
。

虚
構
の
物
語
の
主
人
公
の
よ
う
な
特
異
な
人
生
を
歩
む
の
で
は
な
い
、
ご
く
平
凡
な
人
生
で
あ
っ
て
も
そ
こ
に
書
き
記
す
べ
き
山
や
谷

が
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
近
親
者
と
の
別
離
で
あ
ろ
う
。『
更
級
日
記
』
前
半
部
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
主
人
公
の
少
女
自
身
の

事
で
は
な
く
、
帰
京
と
近
親
者
の
死
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
読
む
者
の
憧
憬
の
対
象
で
は
な
く
、
現
実
的
な
生
活
感
を
共
有
す

る
も
の
と
し
て
日
記
が
あ
る
。
主
人
公
に
と
っ
て
『
源
氏
物
語
』
が
ど
れ
だ
け
重
要
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
作
品
が
立
脚
し
て
い
る

の
は
、「
光
源
氏
ば
か
り
の
人
は
、
こ
の
世
に
お
は
し
け
り
や
は
」
と
い
う
現
実
で
あ
る
。
た
と
え
凡
庸
で
あ
っ
て
も
様
々
な
苦
悩
が
襲
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一

っ
て
く
る
人
生
を
乗
り
切
る
の
は
、
物
語
の
幻
想
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
一
見
現
実
逃
避
に
よ
る
癒
や
し
を
求
め
て
い
る
か
の
よ
う
な
こ

の
作
品
に
、
読
者
は
自
身
の
か
な
し
み
を
投
影
し
、
受
け
止
め
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

三

「
日
記
文
学
」
に
読
者
は
、
作
者
の
実
人
生
の
投
影
を
み
る
。
も
っ
と
も
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
区
分
は
、「
よ
む
」
行
為
以
前
に
他
者
か
ら
与

え
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
先
入
観
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
そ
こ
に
書
か
れ
た
こ
と
が
す
べ
て
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
検
証

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
す
べ
て
が
虚
構
な
の
か
も
知
れ
な
い
。「
菅
原
孝
標
女
」
と
い
う
人
物
さ
え
虚
構
の
存
在
か
も
知
れ

な
い
。
そ
も
そ
も
「
よ
む
」
と
い
う
行
為
は
記
述
の
虚
実
を
判
定
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
で
は
、
読
者
は
な
ぜ
『
更
級
日
記
』
を

よ
む
の
だ
ろ
う
か
。
平
安
貴
族
の
生
活
の
実
態
を
学
習
し
よ
う
と
言
う
の
な
ら
、
こ
の
作
品
は
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
。
現
代
人
と
平

安
人
と
の
間
に
共
通
す
る
心
性
を
見
出
だ
す
た
め
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
教
材
と
し
て
よ
む
こ
と
を
強
要
さ
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。

「
そ
こ
に
山
が
あ
る
か
ら
」
山
に
登
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
作
品
が
あ
る
か
ら
、
目
の
前
に
あ
っ
た
本
を
た
ま
た
ま
手
に
し
た
か
ら
、
と

い
う
理
由
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
脳
科
学
の
成
果
を
借
り
れ
ば
、
読
書
の
際
の
脳
内
物
質
の
発
生
を
測
定
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
だ

ろ
う
。

『
源
氏
物
語
』
を
耽
読
し
た
少
女
は
、
そ
の
作
品
世
界
そ
の
も
の
に
ほ
と
ん
ど
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
。
断
片
的
に
光
源
氏
や
薫
、
浮

舟
と
言
っ
た
名
が
記
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
仏
道
や
夢
の
お
告
げ
に
比
し
て
、
虚
構
の
物
語
な
ど
所
詮
は
児
戯
に
等
し
か
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
か
。
真
相
は
闇
の
中
だ
。
あ
る
い
は
真
相
は
読
者
の
心
の
内
に
あ
る
、
と
言
う
べ
き
か
。「
私
」
は
な
ぜ
こ
の
作
品
を
読
む
の

か
、
と
い
う
問
の
反
復
に
こ
そ
、「
よ
む
」
と
い
う
行
為
の
本
質
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
。

あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
「
テ
ク
ス
ト
」
に
束
縛
さ
れ
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
「
読
者
」
の
想
像
力
が
い
か
に
飛
翔
す
る
か
と
い
う
攻
防
こ
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そ
が
、「
よ
む
」
と
い
う
行
為
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
表
れ
る
「
作
者
」
と
は
、
歴
史
上
実
在
し
た
人
物
の
実
像
な
ど
と
い
っ
た
も
の
で

は
な
い
。「
よ
む
」
私
を
相
対
化
す
る
他
者
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
作
品
に
耽
溺
す
る
私
が
投
影
さ
れ
た
唯
一
無
二
の
存
在
で
あ
る
は
ず

で
、
そ
こ
で
は
記
さ
れ
た
内
容
の
虚
実
は
さ
し
た
る
問
題
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
作
品
の
読
み
を
語
る
と
い
う
行
為
は
、「
よ
む
」
か
ら

「
か
く
」
へ
の
転
換
で
あ
り
、
普
段
に
更
新
さ
れ
る
行
為
を
一
瞬
焼
き
付
け
た
も
の
で
あ
り
、「
か
く
」
は
再
び
「
よ
む
」
に
転
じ
、
そ
の

往
復
運
動
の
中
に
の
み
文
学
作
品
は
あ
る
。


