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5３ 

詩
人
・
清
水
哲
男
は
「
木
下
夕
爾
句
集
Ｉ
菜
の
花
集
ｌ
鴎
（
一
九
九
四
年
七
月
初
版
発
行
）
の
栞
で
、
夕
爾
の
句
作
を
〈
空
瓶
の
な

か
の
船
〉
作
り
に
た
と
え
て
い
る
。

ウ
ィ
ス
キ
ー
な
ど
の
空
瓶
の
な
か
に
、
精
巧
な
船
の
模
型
を
つ
く
っ
て
し
ま
う
人
が
い
る
。
狭
い
瓶
の
口
か
ら
細
か
い
材
料
を
差

し
込
ん
で
い
き
、
瓶
い
つ
ぱ
い
に
ふ
く
ら
ん
だ
形
の
模
型
を
細
み
立
て
る
の
だ
か
ら
、
ま
こ
と
に
も
っ
て
繊
細
か
つ
用
心
深
い
作
業

だ
。
世
に
、
こ
れ
を
名
人
芸
と
い
う
。

今
度
ひ
さ
し
ぶ
り
に
夕
爾
の
作
品
を
読
み
返
し
て
み
て
、
ひ
と
り
で
に
そ
ん
な
「
芸
」
へ
の
連
想
が
湧
い
て
き
た
。

肢
初
私
が
夕
爾
に
魅
力
を
覚
え
た
の
は
、
た
と
え
ば
こ
の
句
の
よ
う
な
甘
美
な
世
界
に
憧
れ
た
た
め
だ
。
厳
密
に
い
え
ば
、
こ
の

句
は
敗
戦
後
の
安
堵
の
心
が
テ
ー
マ
で
あ
り
、
甘
美
の
味
を
目
指
し
た
作
品
で
は
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
を
軽
々
と

切
り
捨
て
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
と
こ
ろ
が
、
夕
爾
の
「
芸
」
の
確
か
さ
な
の
だ
ろ
う
。

家
々
や
菜
の
花
い
る
の
燈
を
と
も
し

木
下
夕
爾
の
文
学
と
そ
の
背
景
（
六
）

ｌ
俳
句
に
お
け
る
一
挨
拶
句
一
を
め
ぐ
っ
て

岡
田
秀
子
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5４ 

〈
夕
爾
の
詩
人
の
魂
が
俳
句
と
い
う
堅
牢
な
空
瓶
の
前
で
手
の
ふ
る
え
を
お
さ
え
て
い
る
〉
と
は
、
う
が
っ
た
見
方
で
あ
る
。
夕

詳
し
く
論
ず
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
こ
で
詩
人
・
夕
爾
は
、
俳
句
と
い
う
空
瓶
の
狭
い
口
か
ら
、
ま
こ
と
に
も
っ
て
繊
細
に
し
て

Ⅲ
心
深
い
手
つ
き
で
、
お
の
れ
の
ポ
エ
ジ
ー
を
差
し
込
ん
で
み
せ
て
い
る
の
だ
。
詩
人
の
魂
が
、
俳
句
と
い
う
堅
牢
な
空
瓶
の
前
で

手
の
ふ
る
え
を
お
さ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

詩
に
は
、
俳
句
の
よ
う
な
意
味
で
の
形
式
や
様
式
が
な
い
。
だ
か
ら
詩
人
は
い
つ
だ
っ
て
、
お
の
れ
自
身
の
新
し
い
形
を
つ
く
る

べ
く
、
そ
の
都
度
、
海
図
の
な
い
航
海
に
出
て
い
く
よ
う
な
も
の
だ
。
は
た
し
て
形
に
な
る
も
の
や
ら
な
ら
ぬ
も
の
や
ら
、
そ
こ
に

詩
作
の
苦
し
み
が
あ
り
面
白
さ
も
あ
る
。

そ
の
詩
人
が
、
目
の
前
に
俳
句
と
い
う
堅
牢
な
形
（
空
瓶
）
を
置
か
れ
た
ら
、
ど
う
ふ
る
ま
え
ば
よ
い
の
か
、
た
ぶ
ん
、
そ
の
ひ

と
つ
の
答
え
が
夕
爾
の
こ
う
し
た
作
品
な
の
で
あ
っ
て
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
し
ご
く
月
並
で
堅
牢
な
形
の
な
か
に
独
自
の
世
界
を
は

め
込
ん
で
み
た
い
と
い
う
欲
求
か
湧
い
て
く
る
の
も
、
当
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
も
ウ
ィ
ス
キ
ー
の
空
瓶
と
し
て
の
俳
句
の
形
は
そ
こ
ね
ず
に
、
し
か
し
み
ず
か
ら
の
船
を
組
み
立
て
ず
に
は

お
く
も
の
か
と
い
う
作
業
。
そ
の
試
み
の
い
っ
さ
い
が
、
夕
爾
句
に
一
貫
し
た
色
彩
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
を
甘
美
と
受
け
と
る
の

か
。
あ
る
い
は
ま
た
出
来
す
ぎ
と
評
価
す
る
の
か
。
も
と
よ
り
読
者
の
自
由
と
い
う
も
の
で
は
あ
る
が
、
詩
の
書
き
手
の
は
し
く
れ

で
あ
る
私
に
は
、
彼
の
奮
闘
ぶ
り
に
、
な
ぜ
か
い
ま
痛
ま
し
い
も
の
さ
え
感
じ
は
じ
め
て
い
る
。
理
由
は
、
す
で
に
書
い
た
つ
も

り
だ
。

れ
て
い
る
。

い
ま
じ
っ
く
り
と
読
ん
で
み
る
と
、
こ
の
句
、
な
か
な
か
の
曲
者
で
あ
る
。

所
属
し
た
「
春
燈
一
へ
の
挨
拶
句
な
ど
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
私
に
は
ひ
と
つ
の
モ
チ
ー
フ
を
句
に
し
て
い
く
際
の
夕
爾
の
手
つ

き
の
ほ
う
が
気
に
な
っ
て
し
ま
う
。
句
と
し
て
は
一
見
、
さ
り
げ
な
い
の
だ
が
、
こ
の
さ
り
げ
な
さ
に
込
め
ら
れ
た
彼
の
用
心
の
深

さ
は
並
み
で
は
あ
る
ま
い
。
漢
字
と
仮
名
の
配
列
だ
け
を
考
え
て
み
て
も
、
そ
こ
に
は
神
経
質
な
ほ
ど
に
繊
細
な
技
巧
が
ほ
ど
こ
さ
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5５ 

夕
爾
が
生
れ
て
は
じ
め
俳
句
雑
誌
に
句
を
投
じ
た
の
が
「
春
燈
」
で
、
〈
海
鳴
り
の
は
る
け
き
芒
折
り
に
け
り
〉
で
あ
っ
た
。
〈
こ
の

句
が
、
久
保
田
先
生
に
採
っ
て
い
た
だ
い
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
思
い
が
け
な
い
上
位
へ
並
ん
で
い
て
、
大
変
私
は
勇
気
づ
け
ら
れ

た
の
で
あ
っ
た
〉
と
夕
爾
は
往
時
を
回
想
し
て
い
る
。
こ
こ
に
当
時
、
夕
爾
と
親
交
の
あ
っ
た
詩
友
・
細
川
昊
氏
の
文
章
の
中
の
句
作

に
関
す
る
部
分
を
記
し
て
お
く
。

爾
が
俳
句
を
つ
く
る
よ
う
に
な
る
最
大
の
機
縁
は
、
戦
時
中
に
存
在
し
て
い
た
俳
句
雑
誌
「
多
麻
」
に
依
頼
さ
れ
て
詩
を
書
い
た
こ
と

だ
が
夕
爾
は
や
が
て
三
、
四
の
句
を
「
多
麻
」
に
送
っ
て
、
出
来
れ
ば
載
せ
て
ほ
し
い
と
た
の
ん
で
さ
え
い
る
。
〈
｜
多
麻
」
の
世
界
を

垣
間
み
て
美
し
い
と
思
っ
た
頃
か
ら
、
そ
れ
ま
で
敬
遠
し
て
い
た
俳
句
を
読
み
、
ま
た
自
分
で
作
る
よ
う
に
な
っ
た
〉
よ
う
だ
。
夕
爾

が
俳
句
を
敬
遠
す
る
の
に
は
理
由
も
あ
っ
て
、
「
多
麻
一
に
句
を
送
る
以
前
に
も
麦
雨
の
雅
号
で
ホ
ト
ト
ギ
ス
系
の
句
会
に
参
加
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
う
ん
ざ
り
さ
せ
ら
れ
、
一
年
足
ら
ず
で
や
め
る
と
い
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
。
（
「
わ
が
俳
句
修
業
」
『
わ
が

詩
．
わ
が
旅
上
安
住
敦
ほ
か
諸
氏
の
名
の
在
る
「
多
麻
」
を
手
に
と
っ
て
そ
の
小
冊
子
な
が
ら
純
粋
で
清
潔
な
感
じ
に
ひ
か
れ
、

〈
「
多
麻
」
の
世
界
を
垣
間
み
て
美
し
い
と
思
っ
た
〉
の
が
作
句
す
る
動
機
と
は
い
か
に
も
夕
爾
ら
し
い
。
こ
う
し
て
自
ら
の
心
が
開
き

動
い
て
、
い
っ
た
ん
参
加
す
る
と
い
い
加
減
に
は
過
せ
な
い
の
が
夕
爾
も
ち
ま
え
の
気
質
で
あ
っ
た
。
前
稿
で
も
書
い
た
が
、
夕
爾
は

麦
雨
の
頃
か
ら
甲
鳥
会
時
代
、
春
燈
の
初
期
の
無
我
夢
中
状
態
を
経
て
、
俳
句
の
表
現
法
を
多
少
と
も
、
自
分
な
り
に
習
得
で
き
た
と

思
わ
れ
る
頃
か
ら
、
思
い
悩
む
こ
と
が
多
く
な
り
、
以
前
の
よ
う
な
俳
句
の
楽
し
み
は
殆
ど
味
わ
え
な
く
な
っ
た
と
告
白
し
て
い
る
。

そ
れ
は
誰
も
が
辿
る
べ
き
道
順
で
あ
ろ
う
が
、
こ
と
に
私
は
自
分
の
俳
句
と
詩
と
の
摩
擦
に
く
る
し
ん
だ
。
私
の
場
合
両
者
の
世

界
に
あ
ま
り
逵
庭
が
な
い
故
だ
ろ
う
。
私
の
詩
は
殆
ど
全
部
が
多
く
の
言
葉
を
つ
い
や
さ
な
く
て
も
、
そ
の
ま
ま
一
七
文
字
に
圧
縮

で
き
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

△
福
山
雑
記
Ⅲ
」
『
わ
が
詩
。
わ
が
旅
巳

詩
作
に
お
い
て
は
彼
は
一
域
を
守
っ
て
い
て
他
人
を
一
歩
た
り
と
も
そ
の
中
へ
は
い
れ
な
か
っ
た
。
未
完
の
作
品
を
見
せ
ら
れ
た
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5６ 

〈
「
優
雅
」
の
ひ
っ
く
り
返
し
た
も
の
が
一
俳
一
〉
だ
と
説
明
さ
れ
れ
ば
、
私
な
ど
に
は
、
こ
れ
は
か
っ
て
優
雅
な
杼
情
詩
人
と
い
わ

れ
た
夕
爾
に
と
っ
て
油
断
の
な
ら
な
い
詩
型
で
は
な
い
か
と
思
え
て
し
ま
う
。
が
、
夕
爾
自
身
表
面
は
本
名
優
二
の
名
の
よ
う
に
優
し

く
て
も
、
正
岡
子
規
の
も
つ
一
面
と
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

夕
爾
は
俳
句
と
い
う
杼
情
を
超
え
た
世
界
に
、
自
ら
の
詩
魂
の
す
べ
て
を
か
け
て
向
っ
た
の
で
あ
る
。
俳
句
と
い
う
結
社
を
持
つ
、

、
、
、
、

わ
れ
わ
れ
で
成
立
す
る
世
界
に
わ
れ
と
い
う
単
独
者
と
し
て
立
ち
向
っ
た
と
い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
清
水
哲
男
に

〈
詩
の
書
き
手
の
は
し
く
れ
で
あ
る
私
に
は
、
彼
の
奮
闘
ぶ
り
に
な
ぜ
か
い
ま
痛
ま
し
い
も
の
さ
え
感
じ
は
じ
め
て
い
る
〉
と
述
懐
さ

せ
て
い
る
と
思
う
。
夕
爾
の
句
に
接
し
て
〈
空
瓶
の
な
か
の
船
〉
づ
く
り
を
連
想
す
る
と
は
な
ん
と
い
う
鋭
い
感
覚
の
読
み
手
だ
ろ
う

か
。
し
か
も
〈
彼
（
夕
爾
）
に
あ
っ
て
は
、
し
ご
く
月
並
で
堅
牢
な
形
の
な
か
に
独
自
の
世
界
を
は
め
こ
ん
で
み
た
い
と
い
う
欲
求
が

湧
い
て
く
る
の
も
、
当
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
〉
と
あ
る
。
こ
れ
は
夕
爾
の
す
べ
て
に
精
通
し
た
上
の
推
察
で
あ
る
だ
け

に
的
を
射
て
い
る
。
た
し
か
に
夕
爾
の
句
に
は
独
特
の
一
貫
し
た
色
彩
が
あ
り
、
そ
れ
は
他
の
評
者
の
い
う
〈
詩
人
の
句
〉
と
い
っ
た

こ
と
ば
で
は
言
い
得
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
も
の
足
り
な
さ
を
、
〈
あ
く
ま
で
も
ウ
ィ
ス
キ
ー
の
空
瓶
と
し
て
の
俳
句
の
形

も
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
そ
｝
）
ね
ず
に
、
し
か
し
み
ず
か
ら
の
船
を
組
み
立
て
ず
に
は
お
く
も
の
か
と
い
う
作
業
。
そ
の
試
み
の
い
っ
さ
い
〉
（
傍
点
筆
者
）
と

い
う
短
く
濃
密
な
こ
と
ば
は
満
た
し
て
く
れ
る
。
そ
こ
に
は
含
蓋
の
詩
人
と
云
わ
れ
る
夕
爾
の
底
に
秘
め
ら
れ
た
激
し
い
強
さ
を
見
ぬ

、
、

、
、
、
、

い
た
共
感
が
ほ
の
み
え
る
。
夕
爾
の
句
を
甘
美
と
受
け
と
ら
ず
、
出
来
す
ぎ
と
評
し
た
く
な
る
気
持
に
は
、
は
っ
き
り
意
識
で
き
な
い

こ
と
は
ご
く
稀
れ
で
あ
っ
た
。
推
敲
は
よ
く
し
て
、
一
宇
の
も
つ
重
要
さ
を
常
に
己
れ
自
ら
に
い
い
き
か
せ
て
い
る
か
で
あ
っ
た
。

俳
句
に
於
い
て
は
特
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
推
敲
を
重
ね
て
い
る
う
ち
に
詩
人
の
俳
句
に
な
っ
て
き
た
句
も
か
な
り
あ
る
。
そ
れ
は
彼

ゆ
う
な
ぎ

の
彼
た
る
所
以
の
も
の
で
、
そ
の
良
し
悪
し
は
私
に
は
い
え
な
い
。
「
夕
凪
や
貨
車
鉄
塊
と
し
て
憩
ふ
」
の
句
も
、
は
じ
め
は
一
夕

凪
や
鉄
塊
と
し
て
貨
車
憩
ふ
」
と
な
っ
て
い
た
。
現
に
栗
田
素
江
氏
の
持
っ
て
い
ら
れ
る
拙
詩
集
「
て
ん
と
う
虫
」
の
な
か
の
落
書

き
に
は
、
そ
れ
が
彼
の
自
筆
で
残
っ
て
い
る
。
餘
談
で
あ
る
が
こ
れ
は
貴
重
な
遺
品
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

（
「
あ
の
頃
は
ｌ
木
下
夕
爾
と
共
に
一
「
含
蓋
の
詩
人
・
木
下
夕
爾
』
）
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5７ 
な
が
ら
、
そ
れ
を
俳
句
に
向
け
ら
れ
た
詩
か
ら
の
挑
戦
と
感
じ
る
一
瞬
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
よ
し
、
そ
れ
が
挑
戦
な
ら
私
は
夕
爾
よ

り
安
西
冬
衛
の
や
り
方
、
俳
句
へ
の
か
か
わ
り
方
の
ほ
う
を
好
む
。
安
西
に
は
高
名
な
「
春
」
と
題
し
た
一
行
詩
〈
て
ふ
て
ふ
が
一
匹

だ
っ
た
ん

鍵
組
海
峡
を
渡
っ
て
行
っ
た
〉
（
一
」
の
詩
は
昭
二
十
九
年
「
春
灯
十
月
号
一
に
夕
爾
が
「
心
に
ひ
び
い
た
作
ロ
、
」
と
し
て
あ
げ
て
い

そ
う

る
）
が
あ
る
。
｝
」
の
詩
は
大
陸
で
片
脚
を
喪
失
し
た
安
西
が
〈
座
せ
る
旅
行
者
〉
と
し
て
、
そ
の
想
裡
に
ひ
ろ
が
っ
た
風
景
を
描
き
出

い
か

し
た
も
の
で
、
俳
句
の
よ
う
に
短
い
が
、
あ
き
ら
か
に
俳
句
で
は
な
く
詩
作
ロ
叩
で
あ
る
。
安
西
は
如
何
に
も
俳
句
的
な
句
、
〈
秋
立
つ

普く詩の見地から喝采を叫びたくなる事件である。里い
ざ
⑰

む
し
く
だ
し

く
す
し

や
白
湯
に
そ
え
た
る
駆
虫
剤
〉
〈
行
年
の
医
師
が
黒
き
眼
鏡
か
な
〉
な
ど
も
作
っ
て
い
る
。
だ
が
、
俳
句
へ
の
詩
か
ら
の
挑
戦
に
価
す

る
と
私
が
思
う
の
は
、
〈
山
国
の
虚
空
日
わ
た
る
冬
至
か
な
〉
の
蛇
笏
の
句
に
、
｜
自
分
の
詩
の
帰
向
に
一
つ
の
深
い
暗
示
を
得
た
一
と

言
い
「
太
陽
と
こ
の
地
球
と
の
交
渉
を
示
し
て
寧
ろ
槍
然
た
る
作
」
と
評
し
た
こ
と
で
あ
る
。
〈
こ
の
句
に
こ
ん
な
解
釈
を
下
し
た
俳

人
は
、
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
句
の
詩
魂
を
、
冬
衛
の
解
釈
は
は
っ
き
り
つ
か
み
出
し
て
い
る
。
蛇
笏
の
一
句
が
こ
の
名
注
釈
を
得

て
、
そ
の
空
間
が
は
っ
き
り
拡
が
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
詩
の
世
界
を
生
み
出
し
た
作
者
に
、
槍
然
た
る
心
の

内
が
わ
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
〉
と
詩
歌
の
解
釈
で
は
第
一
人
者
と
も
言
う
べ
き
山
本
健
吉
は
讃
嘆
し
て
い
る
。
俳
句
へ
の
安
西

の
か
か
わ
り
方
は
詩
魂
は
俳
人
よ
り
も
孤
独
な
挑
戦
者
で
あ
る
詩
人
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
示
し
て
い
て
、
日
本
語
で

清
水
哲
男
の
文
章
冑
夕
爾
句
集
』
栞
）
に
心
う
た
れ
て
安
西
冬
衛
の
蛇
笏
句
の
名
注
釈
に
ま
で
筆
が
す
べ
り
、
私
の
中
で
清
水
哲

男
の
〈
痛
ま
し
い
も
の
〉
と
安
西
冬
衛
の
〈
槍
然
た
る
〉
（
心
の
内
が
わ
）
と
い
う
こ
と
ば
が
重
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
ど
う
も
こ
れ

は
夕
爾
の
人
と
詩
を
論
じ
る
上
で
重
要
な
こ
と
の
よ
う
だ
。

実
は
、
「
空
瓶
の
な
か
の
船
」
を
読
ん
で
、
ま
っ
た
く
の
こ
と
ば
の
連
想
か
ら
「
胡
桃
の
中
の
世
界
」
（
渋
澤
龍
彦
）
に
及
び
、
夕
爾

の
詩
の
世
界
は
、
こ
の
「
胡
桃
の
中
の
世
界
」
つ
ま
り
人
間
の
幼
児
期
の
想
像
力
か
ら
汲
み
あ
げ
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が

つ
い
た
・
こ
の
こ
と
は
項
を
改
め
て
書
き
、
こ
こ
で
は
、
そ
こ
に
想
を
与
た
夕
爾
の
詩
に
は
い
さ
さ
か
も
〈
痛
ま
し
い
も
の
〉
が
感
じ

ら
れ
ず
、
遊
び
た
わ
む
れ
る
幼
児
の
よ
う
な
、
ひ
そ
や
か
に
は
づ
ん
だ
息
づ
か
い
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
だ
け
記
し
て
お
き
、
夕
爾
の
俳

句
修
業
、
俳
人
の
生
き
方
と
芸
に
つ
い
て
考
え
を
す
す
め
て
い
く
。
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5８ 
詩
の
低
迷
は
言
わ
れ
て
久
し
い
が
そ
の
一
方
で
俳
句
の
隆
盛
は
相
変
ら
ず
さ
さ
や
か
れ
て
い
る
。
と
く
に
女
流
俳
句
の
隆
盛
で
あ

る
。
昭
和
六
十
年
頃
す
で
に
そ
う
で
、
俳
人
・
川
崎
展
宏
は
、
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
増
刊
号
「
女
流
俳
句
の
世
界
」
の
読
後
感
を
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。
〈
お
そ
ら
く
は
苦
心
の
編
集
で
よ
く
出
来
て
い
る
け
ど
、
次
々
と
女
性
ば
か
り
出
て
く
る
ん
で
、
圧
迫
感
を
覚
え

る
…
…
。
か
ら
っ
と
し
た
「
笑
い
」
が
な
い
ん
で
す
ね
。
女
の
人
が
一
所
懸
命
で
つ
く
っ
て
い
る
、
だ
ん
だ
ん
重
苦
し
く
な
っ
て
く
る

ん
で
す
。
そ
こ
で
、
い
っ
た
い
女
に
と
っ
て
俳
句
と
は
何
だ
ろ
う
、
「
女
「
一
と
「
俳
句
」
と
は
ど
う
関
わ
る
の
か
。
女
と
は
何
か
。
俳

句
と
は
何
か
。
し
か
し
ま
た
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
は
、
ほ
ん
と
う
の
解
答
は
出
な
い
、
ま
た
は
、
出
し
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
気
も
す
る
わ
け
で
す
。
〉
そ
し
て
川
崎
は
そ
れ
に
つ
づ
け
て
、
〈
人
間
と
は
何
か
、
の
恐
ろ
し
い
問
い
を
問
い
続
け
る
の
が

文
学
者
だ
と
思
い
ま
す
し
、
俳
句
と
は
何
か
を
問
い
つ
づ
け
る
の
が
俳
人
だ
と
思
う
ん
で
す
〉
と
話
の
終
り
を
結
ん
で
い
る
。
対
話
の

相
手
は
山
本
健
吉
で
小
項
目
の
タ
イ
ト
ル
は
「
男
系
の
文
学
一
（
「
昭
和
俳
句
回
想
」
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
山
本
は
女
流
俳
句
の
隆
盛
は

俳
句
の
杼
情
的
な
も
の
は
と
ら
え
る
が
俳
句
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
性
格
と
か
批
評
的
な
男
系
文
学
的
な
性
格
を
ど
こ
か
に
置
き
忘
れ
て

し
ま
っ
て
い
な
い
か
と
見
、
こ
の
こ
と
は
大
き
な
問
題
だ
と
語
っ
て
い
る
。
〈
女
は
杼
情
的
な
精
神
、
男
は
批
評
的
な
精
神
だ
と
い
う

の
も
、
ち
ょ
っ
と
簡
箪
に
言
い
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
〉
と
断
定
を
さ
け
つ
つ
、
〈
俳
句
に
あ
る
”
も
ど
き
“
〃
く
す
ぐ
り
“

〃
批
評
“
“
滑
稽
“
”
ア
イ
ロ
ニ
イ
“
を
男
系
的
な
文
学
構
造
〉
と
み
る
見
方
を
ひ
と
ま
ず
と
っ
て
い
る
。

俳
句
と
い
え
ば
、
先
ず
浮
ぶ
の
が
正
岡
子
規
で
、
山
本
健
吉
の
「
正
岡
子
規
」
を
読
む
と
俳
句
を
男
系
的
な
文
学
構
造
と
言
い
た
く

な
る
気
持
が
よ
く
わ
か
る
。

子
規
は
始
め
小
説
に
野
心
が
あ
り
、
書
き
上
げ
た
『
月
の
都
』
を
持
っ
て
谷
中
の
幸
田
露
伴
を
訪
れ
た
が
、
露
伴
に
認
め
ら
れ

ず
、
小
説
家
志
望
を
断
念
し
た
。
「
僕
は
小
説
家
と
な
る
を
欲
せ
ず
、
詩
人
と
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
」
（
虚
子
宛
書
簡
）
と
言
い
、
ま

た
一
人
間
よ
り
は
花
鳥
風
月
が
す
き
也
」
（
碧
梧
桐
宛
書
簡
）
と
言
っ
た
の
は
、
だ
か
ら
い
さ
さ
か
負
け
惜
し
み
め
く
。
だ
が
彼
の

文
学
観
に
は
、
ど
こ
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
小
説
）
と
折
合
い
の
つ
か
な
い
考
え
方
、
あ
る
い
は
生
来
の
傾
向
が
あ
っ
て
、
彼
を
し
て

短
詩
型
文
学
を
志
向
せ
し
め
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
じ
詩
人
仲
間
で
も
、
新
詩
社
系
の
歌
人
や
新
体
詩
人
た
ち
、
ま
た
乙
字
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5９ 

山
本
健
吉
に
よ
る
と
、
子
規
は
「
明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界
」
を
論
じ
た
時
、
碧
梧
桐
の
印
象
明
瞭
な
句
と
、
虚
子
の
主
観
的
時
間

の
句
と
、
正
反
対
の
特
色
を
持
つ
そ
の
新
風
を
賞
揚
し
た
が
、
こ
の
二
人
は
子
規
の
死
後
、
少
な
く
と
も
そ
の
作
風
に
お
い
て
は
、
氷

炭
相
容
れ
な
い
ほ
ど
の
隔
り
に
到
達
し
て
し
ま
う
と
み
て
い
る
。

碧
梧
桐
は
時
代
の
流
れ
に
し
た
が
い
な
が
ら
、
己
れ
の
文
学
理
想
を
負
い
す
ぎ
て
破
滅
し
た
観
が
あ
る
。
｜
方
、
虚
子
は
時
代
の
流

山
本
健
吉
は
子
規
の
写
生
説
を
〈
窮
極
に
お
い
て
人
間
の
意
志
の
訓
練
を
説
い
た
も
の
〉
と
み
て
、
子
規
の
作
品
の
魅
力
を
〈
作
者

の
意
志
が
作
品
に
到
達
す
る
そ
の
姿
勢
の
中
に
、
言
っ
て
み
れ
ば
美
が
あ
る
〉
と
評
価
し
て
い
る
。
詩
人
の
場
合
で
も
詩
人
で
あ
る
た

め
に
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
く
、
大
切
な
こ
と
は
「
書
く
こ
と
で
よ
く
生
き
る
こ
と
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
俳
句
と
い
う
約
束
事

の
多
い
短
詩
型
の
場
合
に
よ
り
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
て
来
る
も
の
の
よ
う
だ
。
次
は
早
逝
し
た
子
規
に
つ
づ
く
俳
人
た
ち
に
言
及
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
規
の
人
と
芸
術
と
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
心
の
多
く
を
捉
え
て
離
さ
な
い
魅
力
が
あ
る
。

彼
は
写
生
を
唱
え
た
が
、
こ
の
主
帳
は
彼
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
折
合
わ
ぬ
東
洋
人
的
性
向
と
不
可
分
で
は
な
い
。
彼
の
写
生
説
は
、

窮
極
に
お
い
て
人
間
の
意
志
の
訓
練
を
説
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
見
る
こ
と
、
対
象
を
尊
重
し
、
鍛
錬
す
る
こ
と
は
、
「
志
」
の

問
題
で
あ
り
、
彼
の
真
意
は
詩
序
に
言
う
一
言
志
」
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
芸
術
作
品
だ
か
ら
、
結
局
そ
れ
は
美
な
の

だ
が
、
美
と
言
っ
て
も
、
作
品
そ
れ
自
体
で
完
結
す
る
美
な
の
で
は
な
い
。
作
者
の
意
志
が
作
品
に
到
達
す
る
そ
の
姿
勢
の
中
に
、

び
ょ
う
し
よ
う

一
一
一
一
回
っ
て
み
れ
ば
美
が
あ
る
。
だ
か
ら
病
床
に
釘
づ
け
に
な
っ
て
、
わ
ず
か
六
尺
の
世
界
に
触
れ
て
発
す
る
無
造
作
な
即
興
の
感
懐

た
た

が
、
短
歌
で
あ
れ
写
生
文
で
あ
れ
随
筆
で
あ
れ
日
記
で
あ
れ
、
一
つ
の
生
命
、
一
つ
の
精
神
の
美
を
湛
え
て
い
て
、
私
た
ち
を
讃
歎

さ
せ
る
の
で
あ
る
。

（
一
九
七
三
）
『
現
代
の
俳
人
た
ち
』

や
丼
泉
水
の
よ
う
な
新
傾
向
俳
人
た
ち
に
は
、
子
規
の
作
品
は
想
像
力
あ
る
い
は
創
意
を
欠
い
て
い
る
と
言
わ
れ
て
、
こ
れ
は
そ
れ

ち
か

な
り
の
根
拠
の
あ
る
一
一
一
国
葉
に
違
い
な
く
、
そ
ん
な
ら
そ
れ
は
芸
術
家
と
し
て
の
致
命
的
欠
陥
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
て
く
る

の
だ
。
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6０ 
れ
に
超
然
と
し
て
、
飽
く
ま
で
自
分
自
身
の
生
き
方
に
「
自
然
」
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
つ
い
に
終
り
を
全
う
し
た
。
山
本
は
こ
の
二
人

の
生
き
方
の
対
比
を
意
味
深
い
と
し
て
、
二
人
の
芸
術
観
の
背
後
に
あ
る
自
然
観
の
違
い
に
注
目
す
る
。
碧
梧
桐
が
自
然
を
見
る
と

き
、
虚
子
は
自
然
を
感
じ
て
い
る
の
だ
と
。
子
規
か
ら
学
ん
だ
同
じ
「
写
生
一
の
語
を
用
い
な
が
ら
、
二
人
の
態
度
に
は
相
違
が
あ

る
。
碧
梧
桐
は
自
然
を
そ
の
外
が
わ
か
ら
対
象
化
し
て
い
る
の
だ
が
、
虚
子
は
自
然
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
融
け
こ
も
う
と
し
て
い

る
。
〈
自
然
を
見
る
と
き
自
然
を
感
じ
て
い
る
〉
と
い
っ
た
表
現
は
夕
爾
の
詩
の
場
合
も
言
え
そ
う
だ
が
、
後
に
書
く
が
夕
爾
と
虚
子

と
は
微
妙
に
違
い
、
そ
し
て
大
き
く
異
る
。
山
本
は
虚
子
の
自
然
観
は
、
同
時
に
そ
の
人
生
観
で
も
あ
っ
た
と
し
て
、
虚
子
が
俳
句
を

「
花
鳥
調
詠
詩
」
だ
と
規
定
し
た
時
、
す
か
さ
ず
自
然
に
対
す
る
彼
の
態
度
の
あ
る
匂
い
を
感
じ
と
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
世
を
あ

る
が
ま
ま
に
見
て
、
そ
れ
に
安
じ
て
行
く
と
い
う
虚
子
の
一
つ
の
心
的
傾
向
を
で
あ
る
。

虚
子
が
亡
く
な
っ
た
の
は
夕
爾
の
死
の
六
年
前
（
’
九
五
九
年
）
で
享
年
八
十
六
歳
。
子
規
に
始
め
て
手
紙
を
送
っ
て
俳
句
の
指
導

を
乞
い
、
虚
子
と
い
う
号
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
の
が
十
八
歳
の
時
だ
か
ら
、
俳
句
歴
は
実
に
七
十
年
に
及
ん
で
い
る
。
近
代
俳
句
の
創

設
の
時
期
か
ら
、
そ
の
歴
史
の
終
始
を
見
守
り
な
が
ら
生
き
つ
づ
け
、
そ
れ
は
驚
く
べ
き
長
さ
の
俳
生
涯
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の

間
、
虚
子
・
碧
梧
桐
と
並
称
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
後
虚
子
系
列
は
世
代
交
替
を
重
ね
つ
つ
え
ん
え
ん
と
続
く
。
し
か
も
そ
の
間
、
虚
子

は
虚
子
で
あ
り
つ
づ
け
、
そ
の
死
後
も
、
何
か
解
き
が
た
い
謎
を
含
ん
で
俳
人
た
ち
に
働
き
か
け
て
い
る
と
山
本
は
虚
子
を
語
り
、
こ

の
生
命
力
は
、
考
え
て
み
る
と
不
思
議
と
い
う
外
は
な
い
と
結
ん
で
い
る
。

ホ
ト
ト
ギ
ス
の
虚
子
を
田
中
角
栄
や
池
田
大
作
と
の
人
間
的
共
通
性
を
あ
げ
て
み
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
が
、
カ
リ
ス
マ
性
を
持
つ
人

物
に
と
っ
て
強
い
蓋
恥
心
と
同
時
に
務
侍
を
も
つ
人
間
ほ
ど
扱
い
に
く
い
人
間
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
俳
句
に
は
結
社
が
あ
っ
て
、
結
社

か
ら
の
出
所
進
退
は
、
俳
人
の
人
間
性
を
さ
ら
け
出
す
。
出
所
進
退
が
功
利
的
で
あ
り
す
ぎ
て
も
非
難
さ
れ
る
。
師
弟
間
の
黙
契
が
あ

れ
ば
な
お
さ
ら
、
そ
の
関
係
の
終
え
か
た
は
む
ず
か
し
い
。
こ
れ
に
比
べ
夕
爾
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
の
か
か
わ
り
は
、
末
端
な
の
で
そ
ん

な
大
時
代
的
な
も
の
で
は
な
く
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
さ
え
あ
る
。
以
下
は
入
手
し
に
く
い
資
料
な
の
で
記
し
て
お
く
。
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６１ 
福
山
巾
に
在
る
、
青
葉
会
と
い
ふ
ホ
ト
ト
ギ
ス
系
の
句
会
に
も
人
に
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
出
席
し
た
。
そ
の
時
私
は
初
め
て
、
出

句
、
清
記
、
選
句
、
披
講
な
ど
の
、
句
会
の
按
配
を
納
得
し
た
。
面
白
い
な
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
青
葉
会
は
年
輩
の
人
が
多
か
っ

た
が
、
Ｏ
と
い
う
人
が
世
話
役
で
、
披
講
の
時
私
が
キ
ノ
シ
タ
ュ
ウ
ジ
と
名
乗
る
と
、
「
何
と
か
雅
号
を
つ
け
て
下
さ
い
よ
。
で
な

い
と
坐
の
空
気
が
み
だ
れ
る
ん
で
す
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
云
っ
た
。
し
ば
し
ば
そ
れ
を
や
ら
れ
る
の
で
、
私
も
つ
い
に
麦
雨
と

名
乗
る
こ
と
に
し
た
。
元
来
私
は
雨
の
日
が
好
き
で
、
ふ
し
ぎ
に
心
が
落
ち
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
と
に
晩
春
初
夏
、
麦
に
光
り
そ
そ

ぐ
雨
に
魅
惑
を
感
じ
て
い
た
。
麦
雨
と
い
う
雅
号
が
、
詩
人
喜
志
邦
三
氏
の
若
き
日
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
ず
っ
と
後
に
な
っ
て

知
っ
た
の
で
あ
る
。
但
し
句
会
に
出
席
し
て
も
、
初
学
新
参
の
私
は
こ
の
号
を
口
に
唱
え
ず
に
す
ん
だ
。
私
の
句
が
抜
け
る
こ
と
は

殆
ど
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
Ｏ
さ
ん
は
ず
い
ぶ
ん
古
風
な
一
徹
な
人
で
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
非
ず
ん
ば
俳
句
に
あ
ら
ず
と
い
う
風
で

あ
っ
た
。
近
県
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
投
句
者
の
人
選
回
数
を
全
部
暗
記
し
て
い
て
、
そ
れ
を
す
ぐ
に
口
に
と
な
え
る
癖
が
あ
っ
た
。
勿

い
ぐ
さ

妻
緬
Ｏ
さ
ん
が
最
も
多
か
っ
た
。
醗
表
は
私
の
地
方
の
特
産
物
で
あ
る
が
、
従
っ
て
藺
刈
を
題
材
に
す
れ
ば
ホ
ト
ト
ギ
ス
選
確
実
と

い
う
風
評
が
行
わ
れ
て
、
い
つ
と
き
藺
刈
の
句
が
氾
濫
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
は
、
地
方
の
俳
句
界
に
し
ば
し
ば
見
受

け
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
俳
句
に
入
り
初
め
た
当
時
の
私
は
、
そ
の
つ
ど
う
ん
ざ
り
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
Ｏ
さ
ん
の
よ
う
に
一

つ
の
も
の
を
信
じ
て
や
ま
な
い
気
持
に
な
れ
た
ら
な
あ
と
は
、
今
に
し
て
思
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
一
年
足
ら
ず
で
青
葉
会
を
や
め

て
し
ま
っ
た
。
折
角
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
末
流
を
く
み
な
が
ら
、
私
は
そ
の
雑
誌
を
読
み
も
せ
ず
、
役
句
す
る
気
に
も
な
れ
な
か
っ
た
。

Ｏ
さ
ん
を
主
唱
者
と
す
る
青
葉
会
の
写
生
主
義
は
ず
い
ぶ
ん
な
ま
ぬ
る
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
然
し
一
応
そ
れ
を
や
か
ま
し
く
言
わ

れ
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
有
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
、
こ
れ
も
今
に
な
っ
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

多
少
真
剣
に
句
を
作
っ
た
の
は
、
青
葉
会
以
後
、
近
く
の
仲
間
を
集
め
て
初
め
ら
れ
た
甲
鳥
会
句
会
か
ら
で
あ
っ
た
。
甲
鳥
会
は

十
二
、
三
人
か
ら
二
十
人
位
の
会
員
で
、
若
い
人
が
多
く
、
ま
た
私
を
初
め
初
学
の
ひ
と
ば
か
り
、
従
っ
て
会
の
つ
ど
福
山
市
か
ら

十
二
、
三
人
か
ら
二
十
人
位
の
会
巨

Ｍ
先
生
に
指
導
に
き
て
も
ら
っ
た
。

海
の
風
あ
ん
ず
の
花
に
き
て
は
げ
し

枯
菊
を
ぬ
き
す
つ
る
と
き
に
ほ
ひ
け
り
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６２ 

こ
う
し
た
俳
句
へ
の
か
か
わ
り
を
経
て
夕
爾
は
、
昭
和
二
十
一
年
「
春
燈
」
創
刊
と
と
も
に
こ
れ
に
参
加
し
、
久
保
田
万
太
郎
に
認

め
ら
れ
て
安
住
敦
と
と
も
句
誌
の
未
来
を
荷
な
う
こ
と
に
な
る
ｃ
夕
爾
に
と
っ
て
久
保
田
万
太
郎
は
ど
ん
な
対
象
だ
っ
た
の
か
、
「
久

保
田
先
生
の
こ
と
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
次
の
挿
話
が
あ
る
。

木
下
夕
爾
全
句
集
に
「
遠
雷
以
前
」
（
二
○
句
）
と
し
て
載
っ
て
い
る
句
が
こ
の
頃
（
昭
和
十
九
年
～
二
十
年
）
の
も
の
で
夕
爾
独

特
の
句
の
生
れ
る
以
前
の
若
諜
き
で
あ
る
。

う
ら
う
ら
と
秋
陽
炎
の
竹
を
伐
る

Ｍ
先
生
は
こ
ん
な
句
を
作
る
人
で
あ
る
。
Ｏ
さ
ん
と
同
じ
く
青
葉
会
の
古
参
で
あ
っ
た
が
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
ほ
か
に
色
々
な
句
誌

に
関
係
し
て
お
ら
れ
、
作
風
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
よ
り
む
し
ろ
馬
酔
木
に
近
か
っ
た
。
甲
鳥
会
は
二
年
ば
か
り
つ
づ
い
て
、
敗
戦
と
同
時

に
自
然
消
滅
し
た
。
会
員
全
部
を
含
め
て
、
今
何
ひ
と
つ
私
の
記
憶
に
と
ど
ま
る
句
の
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
た
だ
皆
熱
意
だ

け
は
相
当
に
あ
っ
て
、
私
に
し
て
も
最
も
多
く
句
を
得
た
時
代
で
あ
っ
た
。

（
昭
和
三
十
年
一
月
）
「
わ
が
詩
。
わ
が
旅
』

野
を
焼
く
や
わ
れ
に
幼
き
日
の
記
憶

今
日
ぎ
り
の
休
暇
と
な
り
ぬ
油
蝋

堰
を
越
す
水
ひ
そ
か
な
り
型
珠
沙
蕪

か
ま
っ
か
に
夕
映
し
ば
し
と
ど
ま
れ
る

茨
の
実
に
わ
が
影
長
き
墓
畔
か
な

踏
み
し
め
て
幼
こ
ご
ろ
の
落
葉
径

看
護
ら
れ
っ
雪
は
い
よ
い
よ
積
る
ら
し
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6３ 

こ
う
し
た
師
に
出
会
い
、
こ
う
し
た
思
い
を
い
だ
け
た
か
ら
こ
そ
、
夕
爾
に
は
い
っ
そ
う
俳
句
の
世
界
へ
専
念
で
き
な
い
こ
と
が
苦

し
み
と
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
虚
子
で
は
な
く
万
太
郎
に
は
詩
と
俳
句
の
両
方
に
心
を
と
ら
れ
て
苦
し
む
夕
爾
に
指
標
を
示
せ
る
生

き
方
が
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。
力
作
、
私
小
説
作
家
論
の
著
者
で
も
あ
る
山
本
健
吉
の
刀
太
郎
論
は
い
っ
そ
う
そ
う
し
た
思
い

を
お
こ
さ
せ
る
。

五
、
六
年
も
前
の
こ
と
、
（
昭
和
二
十
八
年
）
尾
道
市
で
八
十
人
ば
か
り
の
俳
句
大
会
が
あ
っ
た
時
私
は
た
ま
た
ま
選
者
を
つ
と

め
さ
せ
ら
れ
た
。
千
光
寺
の
会
場
へ
赴
く
石
段
を
の
ぼ
り
な
が
ら
、
前
衛
俳
句
で
も
や
っ
て
い
る
ら
し
い
若
い
男
が
、
現
代
か
ぶ
れ

の
し
た
ち
ょ
こ
ざ
い
な
言
葉
で
、
久
保
田
先
生
の
句
を
あ
げ
つ
ら
っ
た
。
私
は
腹
を
立
て
た
が
黙
っ
て
い
た
。
な
ぜ
そ
の
時
そ
の
ま

ま
石
段
を
下
り
て
こ
な
か
っ
た
か
と
、
あ
と
で
何
度
も
く
や
ん
だ
の
で
あ
る
。
正
し
い
意
味
の
、
わ
が
師
尊
し
わ
が
句
信
ず
べ
し
と

い
う
気
持
ち
を
も
っ
と
強
く
持
ち
、
そ
し
て
外
に
出
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
合
わ
が
詩
。
わ
が
旅
』
）

０
▽
▲
唖

氏
の
文
学
の
世
界
が
如
何
に
俳
譜
的
で
あ
る
か
と
い
う
｝
）
と
は
、
通
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
ほ
ど
氏

の
文
学
を
誤
り
、
俳
譜
と
い
う
も
の
を
誤
る
も
の
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
説
に
一
番
反
抗
し
て
い
る
の

は
、
作
者
自
身
で
あ
る
●
と
思
わ
れ
ま
す
。
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
中
略
ｌ
‐
ｌ

私
小
説
と
俳
句
と
が
日
本
の
文
学
の
同
じ
伝
統
的
地
盤
の
上
に
生
れ
た
も
の
だ
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
恐
ら
く
自
然

主
義
以
来
の
私
小
説
的
伝
統
に
も
っ
と
も
反
抗
し
た
一
人
が
久
保
田
氏
そ
の
人
な
の
で
す
。
久
保
田
氏
の
小
説
に
は
私
生
活
を
そ
の

、
、
、
、
、
、
■

ま
ま
な
ぞ
っ
た
よ
う
な
作
品
は
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
氏
の
小
説
や
戯
曲
は
、
処
女
作
『
勃
顔
』
以
来
一
質
－
』
）
て
自
分
の
狭
い
境
地

、
、
、

わ
び

に
執
着
し
て
い
ま
す
し
、
取
材
範
囲
は
東
京
の
中
で
も
氏
の
生
れ
故
郷
で
あ
る
浅
草
市
井
の
片
隅
に
侘
し
く
取
残
さ
れ
た
生
活
に
仰

せ
り
ふ

い
で
い
ま
す
。
だ
が
氏
の
戯
曲
ほ
ど
歌
舞
伎
の
伝
統
的
な
型
の
世
界
か
ら
脱
却
し
た
も
の
は
恐
ら
く
外
に
な
い
の
で
す
。
白
を
主

ロ
ワ

と
す
る
近
代
心
理
劇
の
世
界
は
氏
に
よ
っ
て
打
樹
て
ら
れ
、
岸
田
国
士
氏
そ
の
他
の
新
－
」
い
作
家
に
承
け
継
が
れ
て
行
っ
た
の
で

お

す
。
久
保
田
氏
の
戯
曲
は
、
常
に
市
井
の
人
事
に
取
材
－
）
な
が
ら
、
日
常
性
か
ら
の
あ
る
距
離
を
措
い
た
地
点
に
純
粋
な
演
劇
の
世

Hosei University Repository



6４ 

久
保
田
万
太
郎
に
お
い
て
俳
句
は
、
氏
の
日
常
坐
臥
の
う
ち
に
於
け
る
つ
ぶ
や
き
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
や
挨
拶
（
デ
ィ
ア
ロ
ー
グ
）
で

あ
り
、
即
興
感
偶
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
「
俳
句
の
よ
う
な
短
い
詩
を
、
頭
の
中
で
ひ
ね
っ
て
ど
う
す
る
？
俳
句
は
、
ば
つ
ぱ
つ
と
浮

か
ぶ
も
ん
だ
よ
…
…
」
と
久
保
田
に
言
わ
れ
た
夕
爾
は
、
な
ぜ
自
分
に
は
、
久
保
旧
の
よ
う
に
即
興
感
偶
の
言
葉
を
句
に
出
来
な
い
か

考
え
て
み
る
べ
き
だ
っ
た
。
死
の
十
年
前
（
昭
和
三
十
年
一
月
）
に
謀
か
れ
た
文
章
で
〈
私
の
詩
は
殆
ど
全
部
が
多
く
の
言
葉
を
つ
い

や
さ
な
く
て
も
、
そ
の
ま
ま
十
七
文
字
に
圧
縮
で
き
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
う
で
あ
る
限
り
私
は
俳
句
の
世
界
へ
専
念
す
べ

ト
ラ
ン
ス
紙
Ｉ
ぜ

そ
の
よ
う
な
充
醸
な
川
」
界
が
実
生
活
か
ら
移
鯛
さ
れ
た
世
界
と
し
て
成
立
し
て
い
る
氏
に
在
っ
て
、
俳
句
は
ど
の
よ
う
な
役

割
を
担
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
｜
俳
句
は
私
の
私
小
説
で
あ
る
」
と
氏
は
洩
ら
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
言
換
え
れ
ば
、

俳
句
の
世
界
を
持
っ
て
い
る
氏
に
在
っ
て
は
私
小
説
を
書
く
必
要
は
全
然
無
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
氏
の
戯
曲
や
小
説
に
よ
っ

て
、
氏
が
創
造
し
た
全
然
フ
ィ
ク
シ
ョ
ネ
ル
な
純
粋
世
界
に
参
入
す
る
こ
と
が
出
来
る
読
者
は
、
ま
た
氏
の
俳
句
に
よ
っ
て
そ
の
実

生
活
の
息
吹
に
触
れ
る
こ
と
も
出
来
る
わ
け
で
す
。
恐
ら
く
氏
は
作
ろ
う
と
思
い
立
っ
た
時
、
何
時
で
も
句
を
生
み
出
す
こ
と
が
出

斗
⑪

来
る
の
で
す
。
何
か
感
情
の
鋒
を
掻
き
立
て
る
よ
う
な
事
の
起
っ
た
時
、
或
は
そ
の
よ
う
な
光
景
に
接
し
た
時
、
無
造
作
と
言
っ
て

も
い
い
く
ら
い
に
自
然
に
、
Ｌ
－
七
字
は
氏
の
舌
端
に
上
っ
て
き
ま
す
。

（
一
九
五
二
年
）
『
現
代
の
俳
人
た
ち
』

が
、
一

筆
者
）

界
を
打
樹
て
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
繰
拡
げ
ら
れ
る
様
々
な
心
理
上
の
葛
藤
は
も
は
や
浅
草
と
い
う
一
つ
の
風
土
の
も
の
で
な
く
、
氏

ろ
か

の
文
学
的
理
念
に
よ
っ
て
濾
過
さ
れ
た
純
粋
世
界
で
あ
り
、
浅
草
は
譜
わ
ば
氏
に
取
っ
て
一
つ
の
象
徴
と
化
し
て
い
ま
す
。
「
未

枯
』
か
ら
「
春
泥
』
を
経
て
「
市
井
人
濤
一
に
到
る
小
説
の
世
界
も
同
様
で
す
。
否
、
氏
が
天
成
の
戯
曲
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ほ

は
ず

ど
、
氏
の
小
説
を
私
小
説
家
の
世
界
か
ら
別
つ
も
の
は
な
い
筈
で
す
。
失
わ
れ
て
ゆ
く
故
郷
の
浅
草
に
寄
せ
る
郷
愁
ｌ
そ
れ
は
氏

の
夢
と
叙
情
と
を
幟
出
す
た
め
の
手
段
と
言
う
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
失
わ
れ
て
ゆ
く
の
は
実
は
浅
草
と
い
う
一
つ
の
風
土
だ
け
で
は
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
の
で
す
。
氏
が
よ
く
「
歎
き
の
詩
人
一
と
一
一
一
口
わ
れ
る
の
は
、
実
は
氏
の
心
の
中
に
育
ま
れ
た
一
つ
の
理
想
的
な
在
り
方
へ
の
憧
恨

が
、
強
く
底
に
流
れ
、
そ
れ
が
ど
う
し
よ
う
も
な
い
働
芙
の
声
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
ま
で
聴
え
て
く
る
か
ら
な
の
で
す
。
（
傍
点
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6５ 
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
私
は
詩
を
書
き
た
か
っ
た
〉
と
記
し
て
い
る
が
、
十
七
文
字
に
圧
縮
で
き
た
詩
が
即
俳
句
で
な

は
ず

い
｝
」
と
は
夕
爾
に
は
充
分
わ
か
っ
て
い
た
筈
だ
。
〈
１
俳
句
は
影
と
形
さ
。
影
あ
っ
て
の
形
。
形
あ
っ
て
の
影
…
…
」
と
の
お
言
葉
は
、

私
も
初
め
て
で
は
な
い
け
れ
ど
も
直
接
と
な
る
と
身
に
し
み
る
も
の
が
あ
る
。
〉
と
書
い
て
も
い
る
。
夕
爾
に
〈
俳
譜
に
は
裏
と
表
が

あ
り
、
裏
と
表
が
立
体
的
に
あ
ら
わ
れ
て
厚
み
が
出
て
く
る
と
、
「
俳
し
の
世
界
で
、
杼
情
一
辺
倒
だ
と
平
面
的
に
な
る
と
こ
ろ
を

「
俳
」
は
も
っ
と
深
め
た
世
界
〉
と
い
っ
た
認
識
が
な
か
っ
た
わ
け
は
な
い
。
夕
爾
は
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
充
分
究
明
し
知

り
つ
く
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
思
考
を
ひ
っ
く
り
返
す
よ
う
に
唐
突
に
く
け
れ
ど
も
私
は
詩
を
書
き
た
か
っ
た
〉
と
書
く
の
だ
。
俳
句

の
世
界
に
は
芸
術
性
と
常
識
性
が
混
在
し
て
い
て
、
常
識
に
も
、
た
ん
な
る
常
識
と
超
常
識
と
も
い
う
べ
き
常
識
と
が
あ
る
。
俳
人
同

志
、
同
じ
結
社
で
も
美
意
識
が
合
わ
な
い
と
、
同
時
に
人
間
的
に
も
合
わ
な
く
な
る
の
は
当
然
だ
。
虚
子
の
も
と
を
離
脱
し
た
こ
と
で

だ
が
し
ゅ
ん
ち
ゅ
う

知
ら
れ
る
誓
子
の
、
「
は
た
は
た
や
妹
が
唇
す
ふ
山
の
径
一
の
句
と
草
田
男
の
「
斐
抱
か
な
春
昼
の
砂
利
踏
み
て
帰
る
」
を
比
べ
れ

ば
、
誓
子
の
句
は
「
常
識
」
、
草
田
男
の
句
は
「
超
常
識
」
で
あ
る
と
松
本
た
か
し
は
「
作
品
の
危
機
一
に
書
く
が
、
超
常
識
を
芸
術

性
の
高
さ
と
見
て
は
俳
句
の
批
評
と
し
て
は
ま
づ
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
の
わ
か
ら
な
さ
と
夕
爾
の
そ
れ
と
は
少
し
ち
が
う
か
も
し
れ
な

い
が
次
の
文
章
は
虚
子
の
挨
拶
句
〈
山
国
の
蝶
を
荒
し
と
恩
は
ず
や
〉
に
つ
い
の
夕
爾
の
感
想
で
あ
る
。

こ
の
句
は
眼
前
飛
ぶ
山
国
の
蝶
を
示
し
て
年
尾
、
比
古
両
人
を
ね
ぎ
ら
う
と
と
も
に
そ
の
よ
ろ
こ
び
を
託
し
た
句
だ
。
眼
前
の
も
む

の
を
一
見
無
雑
作
に
と
ら
え
、
こ
れ
を
一
句
に
す
る
こ
と
は
虚
子
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
だ
。
虚
子
の
心
は
弾
ん
で
お
り
、
自
由
無

〃
ふ
．
つ
き
よ
う
さ
き

マ
マ

磯
の
風
狂
の
態
が
認
め
ら
れ
る
。
眼
前
飛
ぶ
は
人
も
お
そ
れ
ぬ
げ
に
飛
ぶ
蝶
、
四
囲
の
山
々
も
、
よ
う
や
く
冬
の
固
い
装
い
を
解

い
て
い
る
。
相
逢
う
客
と
主
人
の
心
は
こ
の
蝶
に
よ
っ
て
一
つ
に
ほ
ぐ
れ
て
ゆ
く
。
…
…

「
虚
子
秀
句
鑑
賞
」
の
中
に
は
右
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
上
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
な
お
こ
の
句
に
対
し
て
の

と
ま
ど

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

私
に
あ
る
戸
惑
い
は
「
理
解
一
以
前
の
も
の
で
、
要
す
る
に
自
分
に
は
全
然
俳
句
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問

に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
（
傍
点
筆
者
）

（
昭
和
弧
年
７
月
）
「
福
山
雑
記
Ⅲ
一

Hosei University Repository



6６ 

こ
れ
は
別
の
文
脈
で
以
前
に
も
引
い
た
と
こ
ろ
だ
が
、
他
者
に
対
す
る
関
係
の
も
ち
方
が
、
虚
子
と
夕
爾
で
は
理
解
し
が
た
い
ほ
ど

へ
だ
た

隔
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
、
こ
の
｝
」
と
は
夕
爾
を
解
く
大
切
な
鍵
と
も
思
え
る
。
虚
子
に
つ
い
て
は
多
く
の
文
献
が
あ
る
が
、
杉
田

久
女
の
除
籍
を
は
じ
め
久
女
に
と
っ
た
そ
の
後
の
虚
子
の
態
度
に
も
っ
と
も
よ
く
虚
子
の
人
柄
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
私
は
思
う
。

そ
ん
も
ん

そ
の
虚
子
が
最
晩
年
に
到
達
し
た
考
え
は
、
俳
句
は
一
存
間
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
が
ら
し

虚
子
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
山
本
健
吉
は
「
凧
の
風
狂
」
（
『
俳
譜
の
心
と
方
布
法
』
）
の
中
で
〈
俳
譜
は
究
極
に
於
て
庶
民
子
女
の

し
よ
う

心
情
の
根
に
咲
い
た
生
命
へ
の
歓
喜
で
あ
り
頌
歌
で
あ
っ
た
。
〉
と
述
べ
、
そ
れ
を
う
け
た
次
の
章
で
は
〈
俳
譜
は
挨
拶
で
あ
る
。
と

か
っ
て
言
っ
た
が
こ
れ
は
唱
和
応
酬
の
文
学
の
持
つ
性
格
を
言
っ
た
ま
で
で
、
正
風
俳
譜
は
一
面
自
由
柔
軟
の
文
学
と
し
て
完
成
す
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
こ
わ
ば
り
、
不
器
用
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
直
接
的
な
俳
譜
の
笑
い
の
本
願
は
存
在

つ
れ
し
ゆ
う

ば
う
じ
ゆ
人
か
し

す
る
。
正
風
の
連
衆
と
は
、
座
の
士
エ
気
の
純
一
な
豊
醇
さ
を
醸
し
出
す
た
め
の
情
念
の
訓
練
に
於
て
有
資
格
者
た
る
べ
き
人
た
ち
で

｜
お
寒
う
ご
ざ
い
ま
す
、
お
暑
う
ご
ざ
い
ま
す
。
日
常
の
存
問
が
即
ち
俳
句
で
あ
る
。
」
（
『
虚
子
俳
話
』
）

こ
の
「
存
問
」
は
、
私
の
い
う
「
挨
拶
」
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
々
に
出
会
っ
た
人
々
に
挨
拶
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

山
川
草
木
鳥
獣
虫
魚
な
ど
森
羅
万
象
に
対
し
て
挨
拶
の
言
葉
を
交
わ
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
草
木
や
虫
魚
の
よ
う
な
も
の

だ
け
で
な
く
、
山
や
川
や
海
や
森
や
、
熈
機
的
な
月
然
に
対
し
て
も
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
言
葉
を
か
け

る
。
｜
「
存
問
」
と
は
、
作
者
と
自
然
と
の
問
答
な
の
だ
。
新
し
い
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
と
言
っ
て
も
よ
い
。
（
傍
点
筆
者
）
私
は
こ
こ

ゆ
う
ず
う
心
げ

い
か

に
、
虚
子
の
生
き
方
の
自
然
さ
、
ま
た
融
通
無
磯
な
性
質
を
見
る
。
そ
れ
は
無
理
を
し
て
い
な
い
か
ら
、
如
何
に
も
か
ろ
や
か
で
あ

り
、
そ
の
時
々
の
最
も
「
自
然
」
な
発
想
に
従
い
な
が
ら
、
物
の
見
え
た
光
、
す
な
わ
ち
か
が
や
き
を
、
瞬
間
的
、
即
興
的
に
捉
え

よ
う
と
す
る
。
発
想
か
ら
作
品
ま
で
の
距
離
と
時
間
と
の
短
さ
が
、
す
な
わ
ち
「
軽
み
」
で
あ
り
、
即
興
で
あ
り
、
ウ
イ
ッ
ト
な
の

だ
。
そ
こ
に
虚
子
の
句
が
、
一
つ
と
こ
ろ
に
停
滞
し
な
い
で
生
き
つ
づ
け
て
来
た
秘
密
が
あ
る
。

二
九
四
四
年
）
『
現
代
の
俳
人
た
ち
」
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こ
う
し
て
み
る
と
山
本
健
吉
の
概
念
一
挨
拶
一
は
た
ん
な
る
一
「
お
寒
う
ご
ざ
い
ま
す
、
お
暑
う
ご
ざ
い
ま
す
」
の
挨
拶
で
は
あ
っ
て

も
、
こ
と
ば
だ
け
で
な
く
動
作
、
隠
語
や
禅
宗
の
。
挨
一
拶
」
ま
で
を
も
ふ
く
ま
れ
る
「
挨
拶
」
が
認
識
さ
れ
て
い
て
、
「
凧
の
風

あ
っ
た
。
座
の
空
気
は
人
か
ら
人
へ
、
自
ら
会
得
の
微
笑
を
以
て
感
通
し
合
う
の
で
あ
っ
た
。
俳
譜
の
生
活
的
・
倫
理
的
意
味
は
、
そ

も
た
ら

の
よ
う
な
形
の
上
の
礼
節
に
よ
っ
て
斉
さ
れ
る
。
こ
の
際
礼
節
と
は
偽
り
で
も
虚
飾
で
も
な
い
。
そ
れ
は
心
の
自
由
さ
と
血
皐
か
さ
と

意
力
的
統
一
と
を
示
す
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
あ
る
。
俳
譜
は
一
応
座
敷
の
芸
術
と
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
和
歌
の
よ
う
に
詠
い
上
げ
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
〉
と
格
調
高
く
書
い
て
い
る
。
一
九
四
四
年
に
普
か
れ
た
こ
の
俳
譜
論
か
ら
、
一
九
七
三
年
の
前
掲
の
引
用
文
、

〈
私
の
い
う
一
挨
拶
」
〉
が
導
き
出
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
虚
子
の
「
存
問
Ｌ
と
は
か
な
り
ち
が
う
の
で
は
な
い
か
。
芭
蕉
と
虚
子
と
を
同

格
に
扱
う
の
も
無
理
だ
し
、
俳
譜
と
個
人
プ
レ
ー
の
作
句
を
認
め
る
結
社
と
も
ち
が
う
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
一
九
八
六
年
発
行
の
山

こ
が
ら
し

本
健
士
ロ
の
『
昭
和
俳
句
回
想
」
に
も
「
挨
拶
と
笑
い
と
風
狂
と
」
の
項
目
が
た
て
ら
れ
、
『
凧
の
風
狂
Ｌ
が
話
題
に
さ
れ
て
い
る
。

『
古
典
と
現
代
文
学
』
の
著
者
山
本
健
吉
の
俳
論
は
、
居
並
ぶ
結
社
の
外
に
ひ
と
り
立
っ
て
、
ス
タ
ン
ス
を
大
き
く
と
り
、
日
本
文
学

の
大
き
な
流
れ
の
中
で
俳
譜
を
論
じ
て
い
る
。
そ
う
し
た
見
地
か
ら
俳
句
や
私
小
説
を
論
じ
る
の
に
い
そ
が
し
く
て
、
虚
子
の
表
現
の

多
少
の
こ
と
は
趣
味
の
問
題
と
し
て
寛
大
に
見
逃
し
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
〈
虚
子
の
「
存
問
」
と
山
本
の
い
う
「
挨
拶
」
と
は

あ
き
ら
か
に
違
っ
て
い
る
。
日
本
国
語
大
辞
典
に
よ
り
語
義
を
比
べ
て
み
る
。

｜
挨
拶
」
は
”
挨
“
も
“
拶
〃
も
押
す
こ
と
で
複
数
で
〈
押
し
合
う
〉
意
か
ら
、
川
手
紙
の
往
復
応
答
の
こ
と
ば
、
②
交
際
を
維

持
す
る
た
め
の
社
交
儀
礼
（
①
人
と
会
っ
た
時
、
別
れ
る
時
な
ど
に
取
り
交
わ
す
儀
礼
、
応
対
の
こ
と
ば
や
動
作
、
、
応
答
、
受
け

し
か
え

答
え
、
と
あ
り
用
例
が
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
。
Ｏ
社
交
的
な
応
対
ふ
る
ま
い
か
ら
仕
返
し
と
い
う
不
良
仲
間
の
隠
墾
、
（
隠
語
全

集
）
と
あ
り
補
注
と
し
て
、
禅
宗
で
は
二
挨
一
拶
」
な
ど
と
い
い
、
門
下
の
僧
の
悟
り
の
深
浅
を
た
め
す
こ
と
）
と
あ
る
。

そ
人
も
ん

一
存
間
」
は
川
安
齊

古
い
。
こ
れ
に
対
し
、

は
川
安
否
を
問
う
こ
と
、
②
訪
ね
な
ぐ
さ
め
る
こ
と
、
③
見
舞
う
こ
と
、
側
慰
問
す
る
こ
と
、
と
あ
り
、
用
例
は
少
く
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狂
」
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
理
念
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
〈
俳
譜
は
「
挨
拶
」
で
あ
る
〉
と
い
う
の
は
唱
和
応
酬
の
文
学
の
侍

ほ
う
じ
ゆ
ん
か
も

っ
性
格
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
参
加
す
る
も
の
は
、
正
風
の
述
衆
の
よ
う
に
〈
座
の
空
気
の
純
一
な
山
皐
醇
さ
を
酸
し
出
す
た
め
の
情
念

の
訓
練
に
於
て
有
資
格
者
た
る
べ
き
人
た
ち
〉
で
あ
っ
て
ほ
し
い
し
、
自
ら
も
あ
り
た
い
と
い
う
理
想
が
、
山
本
の
「
挨
拶
」
に
は
こ

め
ら
れ
て
い
る
が
、
「
存
問
」
に
は
そ
れ
が
な
い
。
定
住
す
る
宗
匠
と
漂
泊
す
る
宗
匠
の
連
衆
と
の
出
会
い
方
の
違
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
話
を
夕
爾
に
か
え
そ
う
。
夕
爾
の
詩
や
句
の
世
界
は
、
鳥
や
虫
や
木
、
沼
や
川
さ
え
擬
人
化
さ
れ
て
あ
ら
わ
れ
る
世
界
で
あ

る
が
虚
子
の
よ
う
な
〈
新
ア
ニ
ミ
ズ
ム
〉
（
山
本
）
で
は
な
い
。
夕
爾
の
詩
や
句
の
う
ち
の
す
ぐ
れ
た
作
品
に
ふ
れ
て
、
ど
う
い
う
わ

け
か
心
が
な
ど
ん
だ
記
憶
を
持
つ
読
者
は
少
く
は
な
い
筈
だ
。
大
人
自
身
が
自
分
の
中
の
幼
児
、
つ
ま
り
純
粋
な
何
か
を
不
用
意
に
現

出
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
だ
。
清
水
哲
男
の
一
空
瓶
の
な
か
の
船
一
に
あ
る
－
な
ぜ
か
い
ま
痛
ま
し
い
も
の
さ
え
感
じ
は
じ
め
て
い
る
」
も

秀
れ
た
詩
人
の
直
覚
で
は
あ
る
が
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
自
分
の
中
の
幼
児
（
純
粋
な
何
か
）
が
と
ら
え
た
感
じ
と
言
え
な
い
こ
と
も

山
本
は
虚
子
の
「
存
問
」
を
〈
作
者
と
自
然
と
の
問
答
な
の
だ
〉
と
い
う
。
夕
爾
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
同
じ
ダ
ィ
ァ
ロ
ー
グ
で
も
、

問
答
（
議
論
・
話
合
い
）
と
い
う
よ
り
「
対
話
一
と
い
っ
た
ほ
う
が
近
い
。
対
話
と
は
相
手
の
こ
と
ば
や
、
こ
と
ば
に
な
ら
な
い
心
を

、
、
、
、
、
、
、

圧
確
に
聴
き
と
り
、
受
け
と
め
て
、
し
っ
か
り
と
返
す
一
」
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
夕
爾
の
詩
の
よ
う
に
。

な
い
○ 

つ
ぎ
に
は
、
自
然
と
対
話
し
た
夕
爾
の
句
を
あ
げ
て
み
る
。

Ｈ
々
の
孤
独

春
浅
い
竹
林
に
来
て
石
を
投
げ
る

発
止
１
発
止
！
発
止
！

い
ら
へ

そ
の
応
答
の
こ
こ
ろ
よ
さ
に
〈
７
日
も
来
て
石
を
投
げ
る

発
止
！
発
止
！
発
止
！

昭
和
、
年
『
昔
の
歌
』
）
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下
手
な
解
釈
だ
が
、
相
手
か
ら
無
言
の
こ
と
ば
で
話
し
か
け
ら
れ
て
は
つ
と
髄
き
、
美
し
い
！
。
（
あ
は
れ
）
と
思
う
。
そ
れ
は
日
本

人
の
遺
伝
子
に
あ
る
感
受
性
だ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
鳥
や
虫
、
沼
や
川
、
芦
や
草
、
風
や
雨
や
雲
な
ど
と
ま
る
で
人
と
話
す
よ
う
に
対

話
し
た
句
は
夕
爾
独
特
で
句
数
が
少
な
い
と
云
わ
れ
る
『
木
下
夕
爾
全
句
集
』
を
く
っ
て
も
す
ぐ
に
三
十
句
は
あ
げ
ら
れ
る
。

枯
鍵
の
つ
か
み
そ
こ
ね
し
物
の
距
離

ふ
く
字

す

巣
や
机
の
下
も
風
棲
め
る

群
わ
し

立
ち
て
ね
む
る
家
畜
に
月
の
鰯
雲

抑
果
て
て
秋
蝶
よ
り
ど
な
く
高
し

秋
の
蛾
の
あ
は
れ
に
粉
を
こ
ぼ
し
け
り

生
き
も
の
の
な
げ
き
を
虫
も
鳴
き
つ
げ
る

土
に
鳴
く
も
の
と
わ
れ
と
の
夜
の
秋

ひ
い
な

雛
ら
の
見
て
ゐ
る
暗
き
雨
の
海
と
び

枯
野
行
く
や
わ
れ
を
追
い
抜
く
鳶
の
形

か
た
つ
む
り
日
月
遠
く
ね
む
り
た
る

こ
こ
に
あ
る
の
は
目
と
目
、
沈
黙
の
対
話

醗
雨
く
る
く
ち
な
し
の
香
を
踏
み
に
じ
り

「
そ
ん
な
に
あ
わ
て
て
来
る
か
ら
、
せ
っ
か
く
い
い
香
を
し
て
い
た
花
が
だ
い
な
し
一

着
か
り
し
日
の
白
昼
夢
桐
の
花

「
そ
ん
な
に
高
雅
に
あ
わ
あ
わ
と
咲
く
の
で
、
ど
こ
か
に
深
く
し
ま
っ
て
い
た
若
い
日
の
こ
と
が
ま
ざ
ま
ざ
と
よ
み
が
え
っ
て

し
ま
っ
た
一
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句
集
の
終
り
か
ら
順
に
拾
っ
て
み
た
。
春
の
雨
も
地
に
降
り
て
、
可
愛
い
ま
た
た
き
を
あ
ち
こ
ち
で
す
る
。
〈
巣
や
枕
の
下
も
風
棲

め
る
〉
の
よ
う
に
気
配
も
ま
た
リ
ア
ル
な
空
間
の
中
で
は
、
ひ
そ
か
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
こ
れ
も
ま
た
、
山
本

健
吉
の
い
う
自
然
と
共
存
し
た
も
の
の
み
の
か
わ
す
礼
儀
正
し
い
「
挨
拶
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
夕
爾
は
も
と
も
と
麦
の
雨
や
春
の
灯

が
好
き
だ
し
、
菜
の
花
好
き
は
利
休
か
ら
は
じ
ま
っ
て
蕪
村
、
藤
島
と
え
ん
え
ん
と
つ
づ
く
日
本
の
文
人
の
好
み
で
あ
る
。
秋
の
好
き

な
王
朝
の
歌
人
に
対
し
て
、
春
の
こ
れ
ら
に
慰
め
ら
れ
る
の
だ
。
夕
爾
に
と
っ
て
、
詩
作
や
句
作
は
そ
の
自
然
へ
の
し
た
し
み
を
こ
め

た
返
礼
で
あ
ろ
う
。
夕
爾
の
代
表
句
〈
家
々
や
菜
の
花
い
る
の
灯
を
と
も
し
〉
を
清
水
哲
男
が
春
灯
へ
の
挨
拶
句
と
ま
ち
が
え
た
の
は

よ
く
わ
か
る
が
「
春
灯
」
へ
の
参
加
に
際
し
、
意
識
し
て
こ
う
し
た
句
を
つ
く
る
ほ
ど
夕
爾
は
世
間
と
の
つ
き
あ
い
や
、
と
く
に
大
人

の
社
交
に
は
通
じ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
も
う
確
信
を
も
っ
て
い
え
る
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、

石
投
げ
て
心
つ
な
が
る
秋
の
水

霧
か
へ
る
じ
ゆ
ず
玉
を
濡
ら
し
我
を
濡
ら
し

せ
シ
｝
に
尤

背
戸
畑
に
ゐ
し
霧
も
は
や
か
へ
り
け
り

し
わ

秋
風
の
｝
」
｝
」
ろ
の
見
ゆ
れ
水
の
雛ま
っ
た

散
り
し
祷
薇
を
み
て
を
り
壷
の
全
き
譜
薇

も
た
れ
ゐ
し
木
の
椎
の
花
匂
ひ
け
り

樹
を
変
へ
し
蝉
の
こ
こ
ろ
に
ふ
れ
に
け
り

こ
こ
ろ
ふ
と
か
よ
え
り
風
の
背
す
だ
れ

炎
天
や
昆
虫
と
し
て
た
だ
あ
ゆ
む

あ
い
か
た

炎
天
や
相
率
咽
り
ゐ
る
雲
と
聖

春
雨
や
み
な
ま
た
た
け
る
水
た
ま
り

こ
の
丘
の
つ
く
し
を
さ
な
き
き
つ
ね
雨
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な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
話
で
あ
る
が
、
久
保
田
、
安
住
の
二
人
を
の
ぞ
い
て
、
名
前
は
句
誌
で
み
て
い
て
い
も
、
全
く
見
知
ら
ぬ
顔

ば
か
り
の
中
で
元
来
、
人
み
し
り
の
夕
爾
は
、
か
え
っ
て
顔
を
あ
げ
、
真
砂
女
を
見
つ
め
る
こ
と
で
平
静
を
保
っ
た
の
だ
ろ
う
。
真
砂

ほ
う
じ
ゆ
ん

女
は
さ
す
が
に
俳
人
ら
し
く
挨
拶
句
で
答
え
て
い
る
。
「
春
灯
」
の
連
衆
の
幾
人
か
は
山
本
健
士
口
の
書
く
〈
座
の
空
気
の
純
一
な
豊
醇

か
も

さ
を
臓
し
出
す
た
め
の
情
念
の
訓
練
〉
の
出
来
た
人
た
ち
の
よ
う
だ
。
夕
爾
の
人
み
し
り
は
有
名
で
且
つ
自
ら
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
昭
和
十
年
の
春
、
名
古
屋
薬
専
へ
転
学
す
る
ま
で
の
三
年
間
を
、
夕
爾
は
東
京
で
過
し
て
い
る
。
そ
の
間
、
中
学
時
代
か
ら
尊
敬

し
、
詩
才
を
認
め
て
く
れ
た
堀
口
大
学
に
さ
え
一
度
も
会
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
を
夕
鰯
論
『
菜
の
花
い
る
の
風
景
』
の
著
者
・
朔

、
、
、
、
、
、
、

多
恭
は
、
「
人
み
し
り
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
ぬ
何
か
の
訳
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
一
、
と
い
ぶ
か
る
。
’
も
し
駆
純
に
人
み
し
り
を
す
る

と
い
う
理
由
だ
け
で
訪
問
を
見
合
せ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
も
う
夕
爾
の
怠
慢
と
し
か
い
い
よ
う
が
あ
る
ま
い
。
」
（
傍
点
筆
者
）

く
ち
お

と
堀
口
大
学
の
門
を
た
た
き
、
大
学
の
ふ
と
こ
ろ
に
と
び
こ
ま
な
か
っ
た
夕
爾
を
口
惜
し
が
る
。
し
か
し
、
人
見
知
り
と
は
、
は
た
し

、
、
、

て
単
純
に
と
一
一
一
一
画
え
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
、
こ
の
「
人
見
知
り
一
と
夕
爾
の
感
性
と
は
無
関
係
で
は
な
い
。

こ
と
し
の
存
燈
新
年
会
に
は
私
も
は
じ
め
て
参
会
し
て
、
た
く
さ
ん
の
「
春
燈
人
壺
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
た
。
久
保
田

み
狩
人

先
生
と
安
住
さ
ん
の
ほ
か
は
、
私
に
は
全
然
未
見
の
か
た
が
た
ば
か
り
で
あ
る
。
鈴
木
真
砂
女
さ
ん
は
、
つ
い
最
近
に
も
表
紙
裏
に

写
真
が
出
て
い
て
、
私
に
も
す
ぐ
そ
れ
と
わ
か
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
た
ま
た
ま
私
は
真
砂
女
さ
ん
の
つ
い
近
く
の
席
を
あ
た

え
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
真
砂
女
さ
ん
に
、
私
の
知
り
合
い
の
あ
い
子
さ
ん
と
い
う
女
性
が
そ
っ
く
り
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ひ
と

は
福
山
で
レ
ス
ト
ラ
ン
を
経
営
し
て
い
て
私
も
懇
意
な
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
に
も
相
似
た
ひ
と
が
あ
る
も
の
だ
ろ
う
か
、
そ
う
思
い

ひ
ん
し
ゆ
く

な
が
ら
失
礼
千
万
に
も
私
は
真
砂
女
さ
ん
を
じ
ろ
じ
ろ
見
る
結
果
に
な
っ
た
。
蝿
躍
を
買
っ
た
の
も
当
然
で
、
あ
と
で
真
砂
女
さ

あ
か
り

ん
か
ら
一
夕
爾
の
眼
わ
れ
を
み
つ
む
る
冬
灯
」
な
る
作
を
頂
戴
し
た
。

（
昭
和
弘
年
７
月
ご
福
山
雑
記
Ⅲ
「
’

大
変
人
み
し
り
を
す
る
私
は
、
東
京
へ
い
な
が
ら
尊
敬
す
る
先
輩
の
詩
人
を
誰
ひ
と
り
お
た
ず
ね
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
お
毛

の
回
り
を
う
ろ
つ
い
て
は
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
同
郷
の
大
先
張
の
井
伏
鯛
二
先
生
に
も
、
わ
ざ
わ
ざ
人
か
ら
紹
介
状
を
も
ら
い
な
が
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可
人
見
知
り
一
現
象
は
、
乳
児
期
、
幼
児
期
を
通
し
て
何
回
か
形
を
変
え
て
現
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
大
人
に
な
っ
て
も
大
な
り
小
な
り

こ
の
一
人
見
知
り
‐
｜
は
現
わ
れ
る
。
人
は
装
う
の
で
一
人
見
知
り
一
を
全
く
し
な
い
人
も
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
全
く
嘘
を
つ
い
た

こ
と
の
な
い
人
間
が
い
な
い
よ
う
に
全
く
人
見
知
り
を
し
な
い
と
言
い
き
れ
る
人
も
い
な
い
筈
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
は

「
人
見
知
り
」
も
「
義
恥
一
の
現
象
も
納
得
の
い
く
よ
う
に
説
明
し
て
く
れ
る
理
論
に
出
会
え
な
い
で
来
た
。
以
前
の
稿
で
夕
爾
を
論

じ
た
際
、
内
沼
幸
雄
の
『
毒
恥
の
構
造
」
『
対
人
恐
怖
の
人
間
学
』
の
助
け
を
か
り
た
が
、
内
沼
の
そ
れ
は
、
｜
日
本
文
化
と
蓋
恥
一
と

い
っ
た
文
化
史
的
考
察
は
さ
れ
る
も
の
の
、
蓋
恥
の
発
生
を
そ
れ
か
ら
は
な
し
て
あ
く
ま
で
個
人
の
心
理
機
制
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し

あ
い
ま
い

て
い
て
、
暖
昧
な
ま
ま
や
り
す
ご
し
た
。
自
分
で
考
え
る
に
は
力
量
不
足
だ
っ
た
の
だ
が
、
〈
「
人
見
知
り
』
や
「
葹
恥
」
の
現
象
が
、

理
解
し
に
く
い
の
は
、
そ
れ
が
ひ
と
り
の
人
間
が
《
他
者
》
に
出
会
う
所
で
生
じ
る
現
象
で
あ
る
割
に
は
、
そ
の
《
他
者
》
な
る
も
の

を
理
解
す
る
理
論
を
私
た
ち
は
ま
だ
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
月
旦
論
を
出
発
点
に
し
て
き
た
木
村
敏
な
ど
も
、
今
に
至
っ
て

や
っ
と
他
者
の
必
要
性
を
説
く
に
至
っ
て
い
る
。
〉
と
い
う
村
瀬
学
の
説
明
に
出
会
っ
た
。

「
人
見
知
り
Ｉ
は
精
神
病
理
学
、
そ
の
背
景
と
し
て
の
文
化
論
、
民
族
史
、
発
達
心
理
学
に
よ
っ
て
わ
か
ろ
う
と
す
る
と
か
え
っ
て

わ
か
ら
な
く
な
る
２
人
見
知
り
」
は
乳
児
期
、
幼
児
期
に
何
回
か
形
を
か
え
て
あ
ら
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
時
期
に
も
お

き
る
〈
恐
怖
現
象
〉
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
人
見
知
り
」
に
対
応
す
る
日
本
語
は
一
顔
見
知
り
」
で
あ
る
。
顔
見
知
り
に
な
っ
た
人
の
こ

ゆ
る

と
を
、
顔
な
じ
み
に
な
っ
た
と
も
『
一
一
一
口
う
。
気
を
許
し
て
か
か
わ
れ
る
人
の
こ
と
で
あ
る
。
「
顔
見
知
り
」
に
な
っ
た
人
に
対
し
て
は
、

私
た
ち
は
ま
ず
不
安
を
い
だ
く
こ
と
は
な
い
。
こ
の
「
人
見
知
り
一
と
「
顔
見
知
り
一
の
対
応
か
ら
導
き
出
し
た
村
瀬
の
着
眼
点
は
ユ

ニ
ー
ク
だ
。
「
顔
見
知
り
一
と
は
、
｜
姿
が
わ
か
る
」
こ
と
で
は
な
く
、
「
顔
が
わ
か
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
姿
と
顔
の

本
質
的
な
差
異
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

ら
、
そ
れ
に
「
気
む
づ
か
し
い
か
た
だ
か
ら
細
心
の
注
意
を
払
う
よ
う
に
」
と
い
う
注
意
書
き
が
つ
い
て
い
た
の
に
恐
れ
を
な
し

て
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
う
ち
紹
介
状
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

（
講
演
草
稿
）
『
菜
の
花
い
る
の
風
景
略
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で
は
乳
児
が
見
て
い
る
母
親
の
顔
は
、
こ
う
し
た
〈
顔
〉
な
の
か
と
い
っ
た
疑
問
が
お
き
る
。
村
瀬
は
こ
れ
に
対
し
て
は
、
乳
児
で

も
母
親
の
顔
立
ち
は
見
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
見
え
る
顔
は
、
こ
こ
で
言
う
固
有
の
〈
顔
〉
の
こ
と
で
は
な
い
。
乳
児
が
母
親
と

し
て
了
解
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
匂
い
や
味
や
声
や
雰
囲
気
を
統
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
固
有
の
〈
顔
〉
が
了
解
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
わ
か
る
の
は
、
顔
が
わ
か
る
た
め
に
は
、
顔
な
じ
み
に
な
る
だ
け
の
時
間
が
必
要
に
な

お
け

る
と
い
う
一
）
と
で
あ
る
。
生
後
、
３
ケ
月
、
６
ケ
月
、
９
ケ
月
頃
に
家
族
以
外
の
者
に
対
し
て
〈
怖
じ
気
〉
づ
く
よ
う
に
な
る
。
こ
れ

は
乳
児
に
と
っ
て
他
者
が
「
姿
Ⅱ
力
」
と
し
て
現
わ
れ
る
が
、
ま
だ
本
当
に
一
「
顔
Ⅱ
親
和
」
と
し
て
現
わ
れ
て
こ
な
い
た
め
で
あ
る
。

結
論
的
な
こ
と
を
先
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
う
で
あ
る
。
人
が
姿
、
形
と
し
て
現
わ
れ
る
時
に
は
、
未
だ
相
手
は
ポ
ン
ヤ
リ
し

て
お
り
、
気
配
や
動
き
や
力
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
人
が
顔
と
し
て
現
れ
る
時
に
は
一
気
に
具
体
的

で
個
別
的
な
、
目
鼻
の
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
〈
姿
〉
と
は
人
が
〈
共
同
な
る
も
の
〉
と
し
て
現

わ
れ
る
形
で
あ
り
、
〈
顔
〉
と
は
人
が
〈
固
有
な
る
も
の
〉
〈
個
別
な
も
の
〉
と
し
て
現
わ
れ
る
形
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

人
に
と
っ
て
「
共
同
性
一
と
は
一
般
に
は
気
配
、
力
、
物
の
怪
、
と
し
て
現
わ
れ
る
。
そ
し
て
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
け
れ
ど
「
力
」

と
し
て
存
在
す
る
よ
う
な
も
の
が
、
一
旦
人
の
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
時
が
、
〈
姿
〉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
姿
に
は
動
き
は
あ
れ
ど

ま
だ
目
鼻
が
な
い
。
こ
う
し
た
共
同
な
る
も
の
Ⅱ
共
同
の
力
は
、
本
質
的
に
個
別
化
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
個
別

化
し
よ
う
の
な
い
共
同
の
力
に
、
あ
え
て
強
引
に
目
鼻
を
つ
け
た
も
の
が
、
神
々
や
魔
物
や
鬼
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
と
私
は
理
解

姿
と
は
山
に
一
見
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
本
当
は
漠
然
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
人
間
的
な
も
の
は
そ
う
い
う

「
姿
一
と
し
て
で
は
な
く
「
顔
「
一
と
し
て
は
じ
め
て
現
わ
れ
て
く
る
。
「
顔
」
と
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
個
体
に
し
か
現
わ
れ
な
い
固

有
の
存
在
様
式
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
幼
年
論
」
『
子
ど
も
体
鹸
」

し
て
お
き
た
い
。

ゆ
え

姿
と
は
山
に

こ
う
い
う
「
人
見
知
り
」
は
個
人
史
の
中
で
、
周
期
的
に
何
度
も
お
と
ず
れ
て
く
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
発
生
機
序
は
人
類
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夕
爾
が
上
京
し
「
春
灯
」
の
会
に
出
席
し
た
の
は
昭
和
三
十
四
年
一
月
で
夕
爾
四
十
四
歳
、
真
砂
女
、
五
十
三
歳
の
時
の
こ
と
で
あ

る
。
『
含
蓋
の
詩
人
・
木
下
夕
爾
』
に
は
、
そ
の
四
年
後
、
久
保
田
万
太
郎
急
逝
の
年
真
砂
女
が
広
島
「
春
灯
」
の
会
に
出
席
の
た
め

０
と

来
福
し
撮
ら
れ
た
と
思
え
る
夕
爾
と
真
砂
女
、
栗
田
素
江
、
木
下
美
穂
子
（
広
島
「
春
灯
」
同
人
）
の
ス
ナ
ッ
プ
写
真
が
載
っ
て
い
る

し
ま
っ
た
の
だ
。

さ
て
、
話
を
も
ど
し
て
夕
爾
が
鈴
木
真
砂
女
よ
り
〈
夕
爾
の
眼
わ
れ
を
み
つ
む
る
冬
灯
〉
な
る
作
を
頂
戴
し
た
時
の
情
景
を
も
う
一

度
、
夕
爾
の
文
章
（
前
掲
「
福
山
雑
記
Ⅲ
｜
）
か
ら
思
い
浮
べ
て
み
よ
う
、
夕
爾
は
〈
真
砂
女
さ
ん
は
、
つ
い
最
近
に
表
紙
裏
に
写
真

が
出
て
い
て
、
私
に
も
す
ぐ
そ
れ
と
わ
か
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
〉
つ
ま
り
夕
爾
は
写
真
で
の
顔
は
み
し
っ
て
お
り
、
女
性
の
俳

人
と
し
て
意
識
も
し
て
い
た
筈
だ
。
こ
れ
が
真
砂
女
の
一
つ
の
顔
で
あ
る
。
し
か
し
、
つ
い
近
く
に
席
を
あ
た
え
ら
れ
て
見
た
、
そ
の

ひ
と

女
人
の
姿
は
、
粋
で
そ
の
上
、
水
っ
ぽ
い
し
、
な
ま
め
か
し
く
さ
え
あ
る
。
こ
ん
な
女
性
は
ど
こ
か
で
見
た
よ
う
だ
。
と
思
っ
て
い
る

う
ち
、
夕
爾
に
浮
ん
だ
面
影
は
、
〈
知
り
合
い
の
あ
い
子
さ
ん
と
い
う
女
性
〉
。
こ
れ
も
ま
た
真
砂
女
の
も
う
一
つ
の
顔
で
あ
る
が
、
女

た
ち
と
い
う
共
同
性
も
そ
こ
に
は
あ
る
。
共
同
性
と
は
顔
の
な
い
姿
、
気
配
や
力
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
だ
。
真
砂
女
は
、

ま
だ
た
く
さ
ん
の
顔
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
夕
爾
は
こ
う
し
た
〈
人
間
存
粧
の
二
重
性
〉
に
直
面
し
て
、
そ
の
場
を
超
越
し
て

史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
不
気
味
な
力
Ⅲ
共
同
性
は
、
具
体
的
に
は

ひ
と
り
ひ
と
り
の
他
者
を
通
し
て
具
現
さ
れ
て
ゆ
く
。
ひ
と
は
〈
他
者
〉
と
い
う
も
の
を
、
そ
う
し
た
「
共
同
の
力
」
と
「
個
人
の

力
」
の
二
重
性
に
お
い
て
う
け
と
め
る
。
こ
こ
に
他
者
が
恐
怖
と
し
て
現
れ
る
筋
道
が
あ
る
。
個
人
が
単
な
る
個
人
の
力
を
出
す
だ

け
で
現
れ
る
の
な
ら
、
そ
の
個
人
は
そ
ん
な
に
恐
れ
る
に
は
足
り
な
い
の
だ
。
け
れ
ど
も
ひ
と
り
の
個
人
が
、
個
人
の
力
を
超
え
る

よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
る
時
、
そ
の
個
人
は
恐
怖
感
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
「
人
見
知
り
」
と
は
体
験
さ
れ
る
恐
怖
体

験
の
一
顧
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
決
し
て
単
に
一
ひ
と
」
や
一
他
人
」
を
恐
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
〈
共
同
性
を
も
っ
た
個
人
〉
、

別
な
ふ
う
に
言
え
ば
〈
多
者
と
し
て
現
わ
れ
る
一
者
〉
１
１
－
」
の
人
間
存
在
の
二
重
性
に
直
面
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

「
幼
年
論
」
『
子
ど
も
体
験
』
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真
砂
女
と
は
こ
ん
な
句
を
作
る
ひ
と
で
あ
る
。
苦
労
人
に
し
て
粋
な
ひ
と
で
あ
る
こ
と
は
年
譜
を
み
て
も
わ
か
る
。
ち
な
み
に
年
譜

の
昭
和
三
十
二
年
は
、
．
月
十
日
、
故
あ
っ
て
生
家
を
去
る
。
四
月
、
銀
座
一
丁
目
の
路
地
に
小
料
理
店
「
卯
波
」
を
開
店
。
知

人
、
俳
人
の
引
立
て
に
よ
り
繁
昌
す
。
」
と
あ
る
。
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
な
い
が
、
真
砂
女
も
こ
の
時
す
で
に
古
い
旅
館
の
継
承
者
と
し

お
か
み

て
の
立
場
を
捨
て
て
、
路
地
の
小
料
理
店
を
経
営
す
る
女
将
な
の
で
あ
っ
た
。
共
同
性
の
世
界
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
そ
｝
」
か
ら
き
び

し
く
距
離
を
と
り
、
自
分
の
店
を
持
つ
女
の
顔
を
夕
爾
は
見
ぬ
い
た
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
虚
子
晩
年
の
挨
拶
句
〈
山
国
の
蝶
〉
に
対
す
る
夕
爾
の
戸
惑
い
に
話
を
も
ど
そ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
た
も
や
村
瀬
の

「
幼
年
論
一
の
助
け
が
必
要
だ
。

が
、
こ
の
時
の
真
砂
女
の
姿
も
ひ
と
き
わ
粋
で
美
し
い
。
夕
爾
は
死
の
二
年
前
で
心
な
し
か
弱
々
し
い
が
、
小
柄
な
夕
爾
と
小
柄
な
真

砂
女
が
並
ぶ
と
、
ま
さ
に
杼
情
詩
人
と
女
流
俳
人
、
そ
の
も
の
で
あ
る
。
真
砂
女
は
夕
爾
と
ち
が
っ
て
、
「
春
灯
」
創
刊
時
（
昭
和
二

た
だ

十
二
年
）
の
メ
ン
バ
ー
で
は
な
い
。
一
年
後
の
一
一
十
三
年
い
ち
早
く
「
春
灯
」
の
既
刊
を
知
り
直
ち
に
投
句
、
〈
丁
日
に
至
っ
て
い
る
、

刀
太
郎
直
系
の
俳
人
で
あ
る
。

う
す
も
の

靴
や
人
悲
し
ま
す
恋
を
－
）
て

と
り
か
ね
る
夫
の
機
嫌
雁
か
え
る

新
涼
や
尾
に
も
塩
ふ
る
焼
肴

男
憎
し
さ
れ
ど
も
恋
し
柳
散
る

秋
風
や
知
ら
ぬ
顔
し
て
行
き
し
人

日
向
ぼ
こ
石
の
ご
と
く
に
お
し
だ
ま
り

う
す
も
の

ふ
て
い

羅
や
細
腰
に
Ｉ
し
て
不
暹
な
り

女
一
人
目
覚
め
て
の
ぞ
く
螢
寵
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、
、
、

い
ま
か
り
に
右
の
引
用
文
の
な
か
の
子
ど
も
を
夕
爾
と
置
き
か
え
、
ひ
と
り
の
他
者
を
虚
子
‐
と
し
て
み
る
。
夕
爾
は
虚
子
に
直
接

会
っ
て
は
い
な
い
が
子
規
の
弟
子
で
秀
れ
た
俳
人
と
し
て
の
雌
ｒ
の
句
を
敬
愛
し
て
い
る
点
は
他
の
俳
人
と
か
わ
ら
な
い
。
編
山
の
俳

句
仲
間
と
映
画
を
見
た
こ
と
を
語
っ
た
夕
爾
の
文
章
を
み
よ
う
。

映
画
「
路
傍
の
石
」
の
中
の
、
母
親
お
れ
ん
、
一
人
息
子
好
一
の
す
が
た
か
ら
、
私
は
、

野
を
焼
い
て
か
へ
れ
ば
燈
下
母
や
さ
し

と
い
う
句
を
久
し
ぶ
り
に
思
い
出
し
た
。
大
体
大
正
の
初
期
に
生
ま
れ
た
人
は
、
こ
の
映
画
に
出
て
く
る
、
古
風
な
蒸
気
機
関

卵
、
人
力
車
山
間
の
分
教
場
の
よ
う
極
学
校
、
筒
徽
に
袴
の
小
菫
ｌ
こ
れ
ら
の
風
物
を
か
な
り
身
近
か
に
思
い
う
か
べ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
「
野
を
焼
い
て
」
の
句
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
環
境
を
設
定
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
も
杼
惰
的
な
点
で

か
ね
て
私
の
愛
論
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

、
、
、

た
と
え
ば
、
ひ
と
り
の
他
者
が
何
か
喋
り
な
が
ら
近
づ
い
て
く
る
と
す
る
。
一
）
の
光
景
が
す
で
に
子
ど
も
に
と
っ
て
恐
怖
で
あ

、
、
、

る
。
｜
こ
と
ば
」
白
Ｈ
体
が
個
人
の
力
で
は
な
く
、
共
同
の
力
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
子
ど
も
は
、
そ
の
個
人
を
理
解
し
つ
つ
、
そ

の
個
人
が
世
襲
し
て
い
る
共
同
性
ま
で
を
同
時
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
こ
こ
に
現
れ
る
‐
他
者
Ⅱ
他
人
Ｌ

、
、
、

が
、
十
分
辻
〈
同
性
を
噛
み
砕
き
、
個
人
の
大
き
さ
に
消
化
し
て
い
る
人
で
あ
る
な
ら
、
子
ど
も
は
そ
の
人
を
み
て
直
観
的
に
恐
れ
る

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
の
人
が
や
た
ら
と
共
同
性
を
身
に
ま
と
い
、
共
同
性
を
振
り
回
し
て
生
き
て
い
る
よ
う
な
人
で

あ
れ
ば
、
直
観
的
に
恐
れ
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
共
同
な
る
も
の
の
雰
囲
気
と
、
個
人
な
る
も
の
の
雰
囲
気
が
、
一
つ
に
融
け
合
っ
て

一
者
に
現
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
－
１
略
１
１

、
、
、

と
も
あ
れ
子
ど
も
は
他
者
の
体
験
を
へ
て
成
長
す
る
。
そ
れ
は
共
同
体
に
対
し
て
［
口
分
が
ど
う
ふ
る
ま
え
ば
い
い
の
か
を
体
験
－
）

て
ゆ
く
過
程
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
知
識
Ｌ
と
し
て
他
者
の
見
聞
を
座
げ
て
ゆ
く
よ
う
な
過
腿
で
は
な
く
、
共
川
性
に
対
し
て
感
じ
る

基
本
的
な
感
情
の
体
験
過
程
で
あ
る
。
（
傍
点
筆
者
）

可
幼
年
論
‐
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〈
こ
の
句
に
対
し
て
の
私
の
戸
惑
い
は
、
「
理
解
」
以
前
の
も
の
で
、
要
す
る
に
自
分
に
は
全
然
俳
句
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
問
に
つ
な
が
る
〉
（
「
福
山
雑
記
⑪
」
と
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
前
掲
の
「
幼
年
論
一
を
念
頭
に
お
い
て
推
察
を
試
み
る
と
、
〈
野
焼
き
〉
の
よ
う
な
句
を
つ
く
る
見
知
っ
た
顔
の

虚
子
な
る
一
者
の
な
か
に
夕
爾
は
大
き
な
力
〈
共
同
性
〉
を
身
に
ま
と
っ
た
多
者
が
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
件
の
文
章
に
は

、
、
、
、

｜
「
一
一
一
代
に
渉
る
巨
人
虚
子
」
と
い
う
夕
爾
の
表
現
も
あ
る
。
虚
子
ば
か
り
か
〈
山
国
の
蝶
〉
を
か
く
ま
で
賞
揚
す
る
俳
壇
や
読
み
手
に

ま
で
戸
惑
い
は
及
ん
で
、
〈
共
同
性
〉
を
身
に
ま
と
い
〈
共
同
性
〉
を
振
り
回
し
て
生
き
て
い
る
人
た
ち
と
、
自
分
と
の
距
離
が
途
方

も
な
く
遠
い
こ
と
を
感
じ
た
に
相
違
な
い
。
ま
た
、
俳
句
の
形
式
、
前
書
き
に
つ
い
て
も
夕
爾
は
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
こ
こ
に
前
書
き
に
関
す
る
興
味
深
い
発
言
が
あ
る
。
夕
爾
と
万
太
郎
の
句
の
二
目
瞭
然
の
違
い
は
、
万
太
郎
の
句
に
多
く
見
ら

れ
る
前
書
き
が
、
夕
爾
の
句
に
は
、
た
だ
の
一
つ
も
見
か
け
ら
れ
な
い
こ
と
だ
。
も
っ
と
も
、
雑
誌
な
ど
に
発
表
し
た
時
点
で
は
、
前

作
、
発
表
当
時
の
俳
壇
鵠

感
じ
る
と
夕
爾
は
言
う
。

こ
の
文
章
は
つ
づ
い
て
、
〈
独
り
淋
し
ま
わ
り
燈
籠
に
は
ひ
る
べ
く
〉
の
虚
子
の
句
を
あ
げ
、
〈
私
個
人
の
感
傷
を
い
え
ば
、
大
野
氏

の
箸
に
、
「
ま
わ
り
燈
篭
」
に
関
す
る
詳
し
い
文
章
は
あ
っ
て
も
、
「
野
焼
」
の
句
に
全
然
触
れ
て
な
い
点
で
些
か
寂
し
い
気
持
ち
が
し

く
だ
ん

た
。
〉
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
（
五
月
十
四
日
。
年
尾
、
比
古
来
る
）
の
前
書
き
の
あ
る
件
の
〈
山
国
の

蝶
を
荒
し
と
恩
は
ず
や
〉
で
あ
る
。
前
書
き
は
、
そ
の
句
の
出
来
た
条
件
、
そ
の
よ
う
な
心
の
動
き
を
示
し
た
現
実
を
読
み
手
に
説
明

ほ

す
る
も
の
で
、
こ
れ
が
あ
る
場
合
、
つ
づ
く
句
は
そ
の
よ
う
な
背
景
に
お
け
る
作
者
の
〈
感
情
の
鋒
〉
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
｝
」

の
虚
子
の
句
は
あ
き
ら
か
に
〈
挨
拶
〉
（
山
本
健
吉
）
で
あ
り
、
〈
存
問
〉
（
虚
子
）
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
「
田
舎
者
の
私
に
も
こ
の

作
、
発
表
当
時
の
俳
壇
的
評
判
の
ほ
ど
が
身
に
し
み
て
い
た
一
だ
け
に
常
に
一
番
目
に
つ
く
が
、
や
は
り
こ
の
句
の
評
価
に
は
困
惑
を

こ
と
し
の
新
年
句
会
の
翌
日
、
角
川
書
店
の
社
内
で
安
住
さ
ん
を
お
待
ち
し
て
い
る
時
に
、
偶
然
そ
こ
に
居
ら
れ
た
松
崎
鉄
之
介

氏
か
ら
一
冊
の
本
を
頂
い
た
。
大
野
林
火
『
虚
子
秀
句
観
賞
』
（
角
川
新
書
）
で
あ
る
。
大
野
氏
の
箸
で
戦
前
に
三
省
堂
か
ら
出
た

『
現
代
の
秀
句
」
『
高
浜
虚
子
』
な
ど
を
私
は
ず
い
ぶ
ん
愛
読
し
た
。

（
昭
和
訓
年
）
一
福
山
雑
記
Ⅲ
」
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書
き
の
い
く
つ
か
を
散
見
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
句
集
を
編
む
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ら
の
句
を
捨
て
る
か
、
前
書
き
だ
け
を
捨
て
る
か
し

て
、
句
集
に
は
、
前
書
き
付
き
の
句
を
一
切
載
せ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
夕
爾
ら
し
い
潔
癖
さ
の
あ
ら
わ
れ
と
も
い
え
る
し
、
彼
の
俳

句
観
に
も
と
づ
く
処
置
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
」

（
朔
多
恭
）
『
木
下
夕
爾
の
俳
句
』

一
幼
年
論
」
で
村
瀬
は
、
〈
共
同
な
る
も
の
の
雰
囲
気
と
、
個
人
な
る
も
の
の
雰
囲
気
が
、
一
つ
に
融
け
合
っ
て
一
者
に
現
わ
れ
る
よ

う
な
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
〉
と
述
べ
、
仮
定
と
し
て
、
〈
も
し
こ
こ
に
現
れ
る
「
他
者
Ⅱ
他
人
」
が
、
十
分
共
同
性
を
噛
み
砕
き
、
個

人
の
大
き
さ
に
消
化
し
て
い
る
人
で
あ
る
な
ら
、
子
ど
も
は
そ
の
人
を
み
て
直
観
的
に
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
〉
と
言
っ
て
い

こ
の
文
章
全
体
に
わ
た
っ
て
子
ど
も
と
い
う
時
は
、
時
期
的
、
世
代
的
な
も
の
と
し
て
の
子
ど
も
の
呼
称
を
使
わ
ず
、
一
貫
し
て

〈
大
人
と
異
る
世
界
体
験
を
も
つ
も
の
〉
へ
の
呼
称
と
し
て
用
い
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
村
瀬
の
文
章
の
子
ど
も
も
夕
爾
と
お
き
か

え
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ
。

夕
爾
は
兄
弟
子
、
安
住
敦
を
経
て
久
保
田
万
太
郎
に
出
合
っ
た
が
、
戯
曲
家
で
俳
句
は
余
技
と
す
る
こ
の
万
太
郎
こ
そ
、
村
瀬
の
い

う
稀
有
な
人
、
つ
ま
り
〈
十
分
共
同
性
を
噛
み
砕
き
、
個
人
の
大
き
さ
に
消
化
し
て
い
る
人
〉
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
夕
爾
は

故
郷
の
先
輩
・
井
伏
鱒
二
に
そ
れ
を
よ
り
強
く
感
じ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
久
保
田
万
太
郎
に
は
井
伏
に
な
い
、
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
情

が
あ
る
。
井
伏
は
夕
爾
の
中
に
自
分
と
同
質
な
も
の
を
発
見
し
、
そ
れ
を
こ
よ
な
く
い
と
お
し
ん
だ
。
｜
方
、
万
太
郎
は
自
分
が
持
た

り
ん
し
つ

な
い
稟
質
を
夕
爾
に
み
て
、
こ
れ
を
大
切
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。
夕
爾
に
万
太
郎
の
句
を
思
わ
せ
る
作
は
あ
っ
て
も
逆
は
な
い
。

〈
夕
爾
と
万
太
郎
で
は
、
そ
の
資
質
、
ひ
い
て
は
作
品
の
あ
り
よ
う
が
根
本
的
に
違
っ
て
い
る
〉
と
俳
人
。
朔
多
恭
は
言
い
切
る
。

る
○ 

三
田
小
山
町
と
い
ふ
と
こ
ろ

か

雪
掻
い
て
ゐ
る
立
曰
あ
り
し
ね
ざ
め
か
な

友
田
恭
助
七
回
忌
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夕
爾
が
万
太
郎
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
つ
ね
に
自
然
を
身
辺
に
し
、
自
然
と
語
り
合
う
姿
勢
を
く
ず
さ
な
か
っ
た
こ
と
だ
。

夕
爾
の
句
に
は
万
太
郎
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
あ
れ
こ
れ
と
か
か
わ
り
合
う
人
の
気
配
が
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
と
い
っ
て
も

し
ゆ
ん
き
よ

孤
独
に
｝
」
も
り
、
他
を
峻
拒
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
夕
爾
の
句
を
見
て
い
る
と
、
た
の
し
み
な
が
ら
自
ら
の
な
か
に
一
」
も
っ

て
い
る
平
安
な
息
づ
か
い
が
き
こ
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
彼
を
と
り
巻
く
人
た
ち
も
そ
の
こ
と
を
察
し
て
、
深
く
介
入
す
る

き
ん
こ
う

こ
と
を
せ
ず
、
や
さ
し
く
見
守
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
な
の
だ
。
こ
の
人
間
関
係
の
理
想
的
な
均
衡
の
上
に
立
っ
て
、
夕
爾
は
｝
」
こ

ろ
豊
か
に
自
然
に
対
す
る
の
で
あ
る
。

な
か
で
、

あ
っ
た
。

蕎
麦
よ
り
も
湯
葉
の
香
の
ま
ず
秋
の
雨

た
ま
た
ま
宮
田
茂
雄
謎
伯
の
い
へ
る

門
下
に
も
門
下
あ
り
け
る
日
永
か
な

あ
う
ん

万
太
郎
俳
句
の
前
書
き
は
句
と
表
裏
一
体
、
阿
件
の
呼
吸
よ
ろ
し
く
、
両
者
響
き
〈
ロ
っ
て
一
句
を
形
成
し
て
い
る
。
近
代
俳
句
の

か
で
、
句
と
前
書
き
と
の
照
応
の
妙
、
そ
の
技
法
の
絶
妙
さ
に
お
い
て
、
こ
の
万
太
郎
と
高
浜
虚
子
と
は
ま
さ
に
双
壁
で

あ
き
く
さ
を
ご
っ
た
に
つ
か
れ
供
へ
け
り

た

十
月
一
一
日
、
日
曜
、
し
か
も
快
晴
、
心
、
太
だ
和
む

み
そ
さ
ざ
い

東
京
に
出
な
く
て
い
い
日
鰐
鵜

祇
園
「
杏
花
」
に
て

き
ょ
う
さ
ん

は
る
あ
か
り

仰
山
に
猫
ゐ
や
は
る
は
春
灯

こ
た
え
て
曰
く
、
方
遠
へ
…
…

れ
ん
き
よ
う

連
遡
や
か
く
れ
住
む
と
に
あ
ら
ね
ど
も

い
ま
は
む
か
し
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8０ 

朔
多
恭
の
夕
爾
の
見
方
に
は
た
く
さ
ん
の
共
鳴
す
る
箇
所
も
あ
る
が
、
多
少
の
異
議
も
な
い
で
は
な
い
。
〈
つ
ね
に
自
然
を
身
辺
に

し
、
自
然
と
語
り
合
う
姿
勢
を
く
ず
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
あ
れ
こ
れ
と
か
か
わ
り
合
う
人
の
気
配
が
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
、

し
か
も
孤
独
へ
の
こ
も
り
方
が
他
を
峻
拒
し
て
い
る
ふ
う
で
も
な
く
、
む
し
ろ
楽
し
み
な
が
ら
自
ら
の
中
に
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
。
〉

す
な
わ
ち
、
ぼ
く
は
、
七
十
回
目
の
誕
生
日
を
む
か
え
る
に
あ
た
り
、
何
か
一
ト
く
ぎ
り
つ
け
た
く
、
こ
の
句
集
を
編
ん
だ
。
〉

こ
れ
は
そ
の
全
文
だ
が
、
古
稀
を
記
念
し
て
出
し
た
句
集
に
『
流
寓
抄
」
と
い
う
、
ひ
ど
く
さ
び
し
げ
な
名
前
を
あ
え
て
つ
け
た

い
わ

万
太
郎
の
心
中
に
は
、
曰
く
一
一
一
一
口
い
が
た
い
思
い
が
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

万
太
郎
の
境
涯
は
、
夕
爾
と
は
ま
る
で
違
う
。
家
庭
で
の
安
息
の
な
い
さ
び
し
さ
か
ら
、
家
を
外
に
し
て
人
か
ら
人
へ
と
か
か
わ

り
を
も
っ
た
万
太
郎
に
対
し
て
、
夕
爾
は
、
薬
局
の
主
人
と
し
て
一
日
中
家
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
人
と
接
鯛
す
る
機
会
も
少
く
、

人
よ
り
も
む
し
ろ
、
身
を
と
り
ま
く
自
然
の
た
た
ず
ま
い
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

万
太
郎
が
挨
拶
句
に
練
達
の
技
を
見
せ
た
の
は
、
彼
の
そ
う
し
た
生
活
環
境
か
ら
の
要
請
に
よ
る
も
の
で
、
彼
自
身
そ
れ
に
よ
く

応
え
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

万
太
郎
と
夕
爾
、
こ
の
お
よ
そ
共
通
項
ら
し
き
も
の
を
も
た
ぬ
二
人
の
あ
い
だ
に
、
何
が
ど
う
作
用
し
て
か
、
よ
く
も
緊
密
な
師

弟
関
係
が
保
た
れ
つ
づ
け
た
も
の
だ
と
、
改
め
て
感
嘆
の
眼
を
み
は
る
の
で
あ
る
。

（
朔
多
恭
『
木
下
夕
爾
の
俳
句
己

ほ
う
と
う

万
太
郎
は
、
彼
自
身
の
手
で
編
ん
だ
生
前
最
後
の
句
集
『
流
寓
抄
』
の
曰
目
頭
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

〈
昭
和
二
十
年
十
一
月
、
ぼ
く
は
、
東
京
を
捨
て
て
鎌
倉
に
う
つ
り
住
ん
だ
。
…
…
そ
の
と
き
以
来
で
あ
る
、
ぼ
く
に
、
人

生
、
流
寓
の
旅
の
は
じ
ま
っ
た
の
は
…
…
。

そ
し
て
そ
の
あ
と
、
は
や
く
も
十
余
年
の
月
日
が
す
ぎ
た
。

そ
の
あ
い
だ
で
、
ふ
た
た
び
ぼ
く
は
東
京
へ
か
え
る
を
得
た
。
が
、
ぼ
く
の
流
寓
の
旅
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
決
し
て
、
う
ち

切
ら
れ
な
か
っ
た
。
…
…
か
く
て
、
こ
の
世
に
生
き
る
か
ぎ
り
、
ぼ
く
は
、
こ
の
不
幸
な
旅
を
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ

ろ
う
。
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今
一
つ
、
前
掲
の
夕
爾
と
万
太
郎
と
を
対
比
し
て
み
せ
た
朔
多
の
文
章
で
留
意
し
た
い
箇
所
が
あ
る
。

万
太
郎
が
挨
拶
句
に
練
達
の
技
を
見
せ
た
の
は
、
家
庭
で
の
安
息
の
な
い
さ
び
し
さ
か
ら
で
、
そ
う
し
た
生
活
環
境
か
ら
の
要
請
に

よ
る
も
の
、
こ
れ
に
対
し
夕
爾
は
、
薬
局
の
主
人
と
し
て
一
日
中
家
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
出
来
、
家
庭
で
の
安
息
も
あ
っ
て
、
人
と
接

、
、
、
、
、
＄
、
、

触
す
る
必
要
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
自
然
と
た
わ
む
れ
る
｝
」
と
が
で
き
た
。
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
〈
万
太
郎
の
境
涯
は
、
夕
爾
と
ま

る
で
違
う
〉
と
い
う
結
論
に
は
導
け
な
い
。
朔
多
は
〈
人
と
接
触
す
る
必
要
も
な
く
〉
で
は
な
く
〈
人
と
接
す
る
機
会
も
な
く
〉
と
こ

の
部
分
を
書
い
て
い
る
が
、
人
と
接
す
る
（
出
合
う
）
機
会
が
な
い
こ
と
は
、
万
太
郎
よ
り
さ
ら
に
さ
び
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ

、
、
、
、
も

の
文
章
の
前
半
に
夕
爾
の
「
人
見
知
り
‐
｜
に
ふ
れ
た
朔
多
の
文
章
を
あ
げ
た
。
そ
の
中
で
の
間
違
い
も
大
人
の
視
点
と
い
う
同
じ
根
を

、
、
、
、
、
、
、

も
つ
。
「
も
し
箪
純
に
人
み
し
り
を
す
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
訪
問
を
見
合
せ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
も
う
夕
爾
の
怠
慢
…
…
」

と
い
っ
た
常
識
的
な
と
ら
え
方
で
あ
り
、
私
は
こ
の
時
も
い
さ
さ
か
戸
惑
っ
た
。
「
人
見
知
り
」
は
努
力
す
れ
ば
な
お
る
よ
う
な
単
純

な
現
象
で
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
一
人
見
知
り
」
と
夕
爾
の
感
性
と
は
無
関
係
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
書
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
ふ
れ

な
い
。
万
太
郎
と
夕
爾
の
緊
密
な
師
弟
関
係
が
保
た
れ
つ
づ
け
た
の
も
、
夕
爾
の
こ
の
感
性
と
無
縁
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し

な
ど
の
見
方
は
、
全
く
私
も
同
感
で
あ
る
。
し
か
も
朔
多
は
、
そ
の
よ
う
に
孤
独
へ
こ
も
っ
た
夕
爾
か
ら
平
安
な
息
づ
か
い
さ
え
聞
こ

え
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
述
べ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
夕
爾
の
句
を
読
ん
で
の
朔
多
の
感
じ
方
で
あ
る
か
ら
、
な
ん
に
も
言
え
な
い
が
、
だ

か
ら
と
言
っ
て
、
夕
爾
が
身
を
お
く
環
境
が
深
い
配
慮
に
み
ち
行
き
と
ど
い
た
、
〈
人
間
関
係
の
理
想
的
な
均
衡
の
上
に
立
ち
、
夕
爾

は
こ
こ
ろ
豊
か
に
自
然
に
対
す
る
〉
と
見
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
前
に
書
い
た
が
、
万
太
郎
の
句
は
、
戯
曲
家
の
余
技
で
あ
り
、
日

記
で
あ
り
、
そ
の
時
そ
の
場
の
つ
ぶ
や
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
句
か
ら
日
常
の
生
活
が
読
み
と
れ
る
が
、
夕
爾
の
句
は
そ
う
で
は
な

い
。
夕
爾
の
俳
句
へ
の
か
か
わ
り
方
は
、
よ
く
も
悪
く
も
、
そ
れ
が
余
技
と
言
え
る
よ
う
な
ゆ
と
り
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
制
約
の
多

い
俳
句
と
い
う
詩
型
に
、
夕
爾
自
身
の
詩
魂
を
こ
め
ら
れ
る
か
否
か
の
試
み
で
も
あ
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
夕
爾
の
句
か
ら
う
け
る
も

の
を
即
、
夕
爾
の
環
境
と
み
て
は
見
あ
や
ま
る
。
万
太
郎
の
句
は
、
自
ら
洩
ら
し
た
「
俳
句
は
私
の
私
小
説
」
な
の
で
あ
り
、
夕
爾
の

句
は
、
私
小
説
で
も
日
記
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
比
較
の
仕
方
か
ら
は
万
太
郎
と
夕
爾
の
師
弟
関
係
が
親
密
に
長
く
つ
づ
い

た
理
由
は
見
つ
け
に
く
い
。
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8２ 

主
人
公
の
ぼ
く
（
６
歳
）
は
大
人
に
向
っ
て
、
〈
こ
れ
、
こ
わ
く
な
い
？
〉
と
き
く
、
大
人
た
ち
は
〈
帽
子
が
な
ん
で
こ
わ
い
も
の

か
〉
と
答
え
る
。
い
か
に
も
「
大
人
」
ら
し
い
答
え
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
子
ど
も
」
は
そ
の
絵
を
み
て
「
う
わ
ば
み
に
の
み
こ
ま
れ

「
人
見
知
り
一
を
鍵
と
し
て
、
夕
爾
の
句
に
も
あ
る
明
る
く
透
明
な
、
生
き
た
世
界
の
秘
密
に
立
ち
入
ろ
う
と
試
み
て
来
た
。
一
人
見

知
り
」
は
幼
児
期
に
発
生
す
る
恐
怖
の
体
験
で
、
他
者
に
怖
れ
を
感
じ
る
た
め
に
は
、
そ
こ
が
、
や
さ
し
く
包
ま
れ
た
世
界
で
あ
る
こ

と
が
前
提
と
な
る
。
つ
ま
り
人
の
幼
年
期
は
包
み
、
包
ま
れ
る
こ
と
を
体
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
《
包
の
関
係
》
は
そ
の
中

に
入
ら
な
い
と
わ
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
外
側
に
立
っ
て
、
冷
た
く
客
観
的
（
幾
何
的
）
に
わ
か
ろ
う
と
し
て
も
本
当
に
は
わ
か
ら

な
い
｡ 

さ
て
、
一
子
ど
も
Ｌ
と
し
て
世
界
体
験
す
る
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
状
態
を
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
田
星
の
正
子
い
（
サ
ン
ー
テ
グ

ジ
ュ
ペ
リ
）
の
岐
初
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。
そ
こ
に
次
の
よ
う
な
絵
が
あ
っ
た
。

ろ
、
デ

な
い
。

こ
こ
で
、
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
夕
爾
の
一
人
見
知
り
」
を
す
ぐ
れ
た
自
然
詩
人
の
み
の
も
つ
稟
質
と
し
て
改
め
て
と
ら

え
な
お
し
て
み
よ
う
。
「
人
見
知
り
」
で
な
け
れ
ば
、
拡
散
し
て
し
ま
っ
て
心
を
凝
ら
し
て
幼
少
時
の
体
験
を
再
体
験
す
る
こ
と
な
ど

で
き
は
し
な
い
か
ら
だ
。

「
人
見
知
り
一
を
鍵
と

、
、
、
、

そ
れ
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
続
い
た
と
一
一
一
一
口
い
た
い
ほ
ど
だ
。
朔
多
の
み
か
大
方
の
世
慣
れ
た
人
に
は
｝
」
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
も
ら
え

,漣91
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8３ 
た
ゾ
ウ
」
だ
と
理
解
す
る
。
こ
の
「
子
ど
も
」
の
理
解
の
仕
方
に
は
《
包
の
関
係
》
が
あ
る
。
つ
ま
り
ひ
と
つ
の
対
象
を
み
て
も
（
た

と
え
そ
れ
が
無
機
体
で
あ
っ
て
も
）
、
そ
の
中
に
何
か
し
ら
別
な
何
物
か
が
包
ま
れ
て
あ
る
よ
う
な
感
じ
方
を
す
る
の
で
あ
る
。
お
日

さ
ま
や
ひ
ま
わ
り
に
顔
を
書
い
た
り
、
波
頭
を
ワ
ー
ー
ザ
メ
と
思
っ
た
り
、
柳
が
風
に
な
び
く
の
を
女
の
長
い
髪
と
思
っ
て
恐
れ
た
り
す

る
の
は
そ
の
せ
い
だ
。
そ
こ
に
は
擬
人
的
な
世
界
観
「
ア
ー
ー
ミ
ズ
ム
ー
に
通
じ
る
感
じ
方
が
あ
る
。
「
ア
ー
ー
ミ
ズ
ム
と
は
し
か
し
、
普

通
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
未
開
で
幼
稚
な
世
界
観
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
物
事
の
根
本
に
は
そ
れ
を
生
成
せ
し
め
る
霊
的
な
も
の

が
あ
る
と
考
え
る
「
堆
気
論
」
に
相
通
じ
る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
だ
□
（
村
瀬
）

こ
う
し
た
世
界
観
、
視
座
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
得
た
夕
爾
の
句
を
二
つ
だ
け
俳
人
の
鑑
批
を
そ
え
て
あ
げ
て
お
く
。

臭
の
啼
く
声
の
無
気
味
さ
か
ら
誘
発
さ
れ
た
感
覚
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
雌
っ
て
い
る
机
の
下
に
も
風
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
い
う
の

だ
。
そ
の
風
は
ま
っ
た
く
動
こ
う
と
も
せ
ず
に
、
じ
っ
と
そ
こ
に
棲
息
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
座
っ
て
い
る
人
間
の
方
が
、
な
に

か
し
ら
不
安
で
落
ち
つ
か
な
い
。
そ
う
い
う
感
じ
を
述
べ
た
も
の
だ
。
実
際
に
は
、
動
か
な
い
風
と
い
う
も
の
は
な
い
。
そ
の
風
が

机
の
下
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ま
こ
と
に
無
気
味
だ
。
異
色
作
と
よ
ん
で
い
い
。
こ
の
句
の
作
者
は
優
雅
な
杼
情
の
詩

人
で
あ
り
、
柔
軟
な
感
性
に
特
色
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
う
い
う
気
味
の
わ
る
い
題
材
で
も
、
さ
ら
っ
と
し
た
表
現
で
あ
と
く
ち
が

い
い
。

（
三
谷
昭
『
現
代
の
秀
句
」
）

は
た

秋
蚕
の
繭
は
春
蚕
と
ち
が
っ
て
何
か
さ
び
し
い
。
秋
冷
が
に
わ
か
に
膚
に
感
ト
し
ら
れ
る
こ
ろ
、
繭
の
中
の
サ
ナ
ギ
の
小
宇
宙
を
思

い
や
っ
た
。
斎
藤
玄
「
た
ま
し
ひ
の
鯛
と
な
る
ま
で
吹
雪
き
け
り
」
と
双
壁
。

（
「
山
本
健
吉
『
俳
句
鑑
賞
歳
時
記
ご

ま
ゆ

繭
の
中
４
℃
つ
め
た
き
秋
の
夜
あ
ら
む

巣
や
机
の
下
も
風
棲
め
る
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鯛
の
中
の
サ
ナ
ギ
の
小
宇
宙
が
思
い
や
ら
れ
る
の
は
、
夕
爾
自
身
、
繭
の
中
の
サ
ナ
ギ
の
よ
う
に
浮
化
を
夢
見
て
秋
冷
の
季
節
を
生

き
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
夕
爾
幼
年
時
代
か
ら
の
友
人
・
松
浦
語
氏
は
、
夕
爾
が
上
京
を
断
念
し
た
時
の
こ
と
ば
、
一
東
京
の
誰
に
も

こ
の

書
け
な
い
詩
を
備
後
で
書
く
、
そ
う
す
れ
ば
比
田
舎
へ
、
中
央
か
ら
私
の
詩
を
求
め
に
来
る
だ
ろ
う
一
を
生
涯
忘
れ
な
い
で
い
る
。
夕

爾
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
よ
う
に
叫
ん
だ
の
だ
。
｜
た
と
え
胡
桃
の
殻
の
な
か
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
無
限
の
天
地
を
領
す
る

王
者
の
つ
も
り
に
な
れ
る
」
と
。

山
本
健
吉
が
前
掲
、
子
規
論
で
、
子
規
の
人
と
芸
術
に
ふ
れ
「
彼
は
写
生
を
唱
え
た
が
、
こ
の
主
張
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
折
合
わ
ぬ

〈
東
洋
的
性
向
〉
と
不
可
分
で
は
な
い
。
｜
と
し
、
子
規
の
句
の
美
を
一
芸
術
作
品
だ
か
ら
、
結
局
は
美
な
の
だ
が
、
美
と
言
っ
て
も
、

作
品
そ
れ
自
体
で
完
結
す
る
美
で
は
な
い
。
作
者
の
意
志
が
作
品
に
到
達
す
る
そ
の
姿
勢
の
中
に
、
言
っ
て
み
れ
ば
美
が
あ
る
一
と
評

し
た
。
こ
れ
に
対
し
冒
頭
に
引
用
し
た
詩
人
・
清
水
哲
男
の
夕
爾
論
、
〈
空
瓶
の
中
の
船
〉
は
夕
爾
の
秀
句
と
さ
れ
る
句
に
「
作
品
そ

れ
自
体
で
完
結
し
た
美
が
あ
る
一
と
言
葉
を
か
え
て
評
し
た
も
の
と
思
う
。

夕
爾
が
虚
子
の
挨
拶
句
〈
山
国
の
〉
と
は
ち
が
っ
た
戸
惑
い
を
感
じ
た
の
が
、
子
規
の
有
名
な
句

で
あ
っ
た
の
が
よ
う
や
く
納
得
で
き
た
。

〈
参
考
文
献
〉

（
１
）
『
含
蓋
の
詩
人
・
木
下
夕
爾
』
福
山
文
化
連
盟

（
２
）
一
．
わ
が
詩
．
わ
が
旅
』
‐
木
下
夕
爾
エ
ッ
セ
イ
染
、
内
外
印
刷
出
版
部

（
３
）
「
木
下
夕
爾
句
集
学
菜
の
花
集
ｌ
、
ふ
ら
ん
す
堂

（
４
）
冠
木
下
夕
爾
全
句
集
」
広
島
春
燈
会

鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
く
し

（》工）
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』
朔
多
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、
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社
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句
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」
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角
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書
店
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句
鑑
賞
歳
時
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山
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．
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方
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他
吉
、
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川
書
店
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句
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周
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山
本
健
吉
、
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川
書
店
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句
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』
山
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展
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、
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士
見
響
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『
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の
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句
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谷
昭
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書
房
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』
村
瀬
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、
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書
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『
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の
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川
俊
太
郎
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談
染
、
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社

『
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子
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リ
、
内
藤
搬
訳
、
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澤
龍
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、
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庫
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