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漢
詩
文
集



湯
島
聖
堂
ニ
游
ブ

今
日
、
東
京
都
文
京
区
の
湯
島
で
、
某
省
庁
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
シ
ス
テ
ム
の
デ
ザ
イ
ン
レ
ビ
ュ
ー
が
あ
り
、
久

し
ぶ
り
に
J
R
中
央
線
・
御
茶
ノ
水
駅
に
降
り
立
っ
た
。
う
ち
の
会
社
の
本
社
ビ
ル
は
、
以
前
は
こ
こ
御
茶
ノ

水
の
聖
橋
の
た
も
と
に
そ
そ
り
立
っ
て
い
た
の
だ
が
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
不
況
の
煽
り
で
、
数
千
億
の
赤

字
を
出
し
、
そ
の
清
算
の
一
環
と
し
て
売
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
取
り
壊
さ
れ
て
い
ま
で
は
新
し
い
高
層

ビ
ル
が
建
っ
て
い
た
。
で
も
、
そ
こ
か
ら
わ
が
社
は
文
字
通
り
V
字
回
復
を
果
た
し
た
。
俺
た
ち
は
、
結
果
的
に

中
国
系
企
業
に
買
い
叩
か
れ
て
い
る
関
西
の
家
電
メ
ー
カ
ー
―――
経
営
ト
ッ
プ
の
哀
れ
な
自
己
保
身
ゆ
え
に
最
悪

の
道
筋
を
辿
っ
て
い
る
企
業
―――
と
は
、
違
う
の
だ
。
と
、
ま
、
俺
の
実
力
と
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
を
つ
い

つ
い
考
え
て
し
ま
っ
た
。

二
十
分
ほ
ど
時
間
的
余
裕
を
も
っ
て
事
務
所
を
出
た
こ
と
も
あ
り
、
聖
橋
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
で
、
湯
島
聖
堂
を

ち
ょ
っ
と
散
歩
す
る
こ
と
に
。
湯
島
聖
堂
は
徳
川
五
代
綱
吉
の
家
塾
に
始
ま
り
、
そ
の
後
、
名
高
い
昌
平
坂
学
問

所
と
し
て
わ
が
国
の
高
等
教
育
の
魁
と
な
っ
た
施
設
で
あ
る
。
付
近
に
は
東
京
大
学
、
東
京
医
科
歯
科
大
学
が
あ

り
、
カ
ル
チ
ェ
ラ
タ
ン
の
雰
囲
気
の
横
溢
し
た
一
郭
に
あ
る
歴
史
的
建
造
物
に
相
応
し
い
。
来
歴
は
か
く
の
ご
と

く
あ
く
ま
で
学
問
所
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
で
は
学
問
成
就
の
願
か
け
を
な
す
お
社
の
よ
う
な
信
仰

を
集
め
て
い
て
、
訪
れ
る
人
々
に
よ
っ
て
た
く
さ
ん
の
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。

敷
地
内
に
は
　お

お
あ
ら
せ
い
と
う

大
紫
羅
欄
花　
―――
中
国
名
は
諸
葛
菜
―――
の
薄
紫
の
群
生
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
広
が
り
、
晩
春
の

午
下
が
り
の
時
が
静
か
に
流
れ
て
い
た
。
観
光
客
が
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
ち
ょ
っ
と
東
京
の
繁
華
喧
噪
の
陥
穽
に

入
り
込
ん
だ
か
の
よ
う
な
、
長
閑
な
気
分
だ
っ
た
。

会
議
は
弊
社
顧
客
省
庁
担
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ル
ー
ム
で
開
催
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、

本
郷
通
り
に
面
し
た
、
築
五
十
年
く
ら
い
か
と
思
し
き
古
く
て
狭
く
て
汚
ら
し
い
雑
居
ビ
ル
に
あ
っ
た
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
開
発
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
ト
イ
チ
の
町
金
融
業
に
向
い
た
た
た
ず
ま
い
だ
っ
た
。
エ
レ

2



ベ
ー
タ
ー
は
、
三
人
も
乗
る
と
き
ち
き
ち
で
お
互
い
照
れ
て
し
ま
う
く
ら
い
に
狭
い
、
三
菱
の
古
色
蒼
然
と
し
た

古
い
ロ
ゴ
の
付
い
た
年
代
物
で
あ
っ
た
。
よ
く
も
ま
あ
、
よ
り
に
よ
っ
て
こ
ん
な
と
こ
ろ
を
み
つ
け
た
も
ん
だ
と

ヘ
ン
に
感
心
し
て
し
ま
っ
た
。
湯
島
、
本
郷
と
い
う
と
、
新
し
い
建
築
物
の
裏
手
に
大
正
風
情
の
い
わ
ゆ
る
看
板

建
築
も
数
多
く
残
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
モ
ダ
ン
都
市
・
東
京
の
面
白
い
特
色
で
も
あ
る
。

会
議
の
あ
と
、
帰
社
す
る
前
に
、
蔵
前
橋
通
り
沿
い
の
お
り
が
み
会
館
、
駿
河
台
に
あ
る
ニ
コ
ラ
イ
堂
に
寄
り

道
し
た
。
帰
宅
し
て
万
歩
計
を
確
か
め
た
ら
、10,7
8
0

歩
、
歩
行
距
離
約7.8km

で
あ
っ
た
。
け
っ
こ
う
歩
い
た

も
の
で
あ
る
。

3



游
湯
島
聖
堂

A
pr.

2
0,

2
0
16.

湯
島
聖
堂
ニ
游
ブ

　暮　
　ノ春　
　晡　
　下　
　聖　
　ノ堂　
　陰　

　ボ
シ
ユ
ン

暮
春　
ノ
　
　ホ

カ
晡
下　
　
　セ

イ
ダ
ウ

聖
堂　
ノ
　
　カ

ゲ陰　

　諸　
　ノ葛　
　紫　
　叢　
　ク周　
　ブ暢
レ
　
　ニ林　

　シ
ヨ
カ
ツ

諸
葛　
ノ
　
　シ

ソ
ウ

紫
叢　
　
　ア

マ
ネ周　ク

　
　リ

ン林　
ニ
　
　ノ暢　
ブ

　イ
テ
老　
　學　
　ク難
レ
　
　リ成　
　ホ猶　
　フ惑
レ
　
　ニ命　

老
イ
テ
　
　ガ

ク學　
　ナ成　
リ
　ガ

タ難　
ク
　
　ナ猶　
ホ
　
　メ

イ命　
ニ
　
　マ

ド惑　
フ

　レ
バ
有
レ
　
　閑　
　良　
　日　
　レ是　
　ナ

ル
惺　
　心　

　カ
ン閑　
　ア有　
レ
バ
　
　リ
ヨ
ウ
ジ
ツ

良
日　
　
　コ是　
レ
　
　シ
ヅ
カ惺　ナ
ル
　コ
コ
ロ心　

暮
春
の
夕
方
　
聖
堂
の
日
陰

諸
葛
菜
の
紫
の
叢
が
　
暢
び
暢
び
と
林
に
広
が
っ
て
い
る

老
い
て
　
学
は
成
り
が
た
く
　
い
ま
だ
に
天
命
に
惑
う

で
も
　
閑
有
れ
ば
　
よ
き
日
　
そ
れ
は
　
澄
ん
で
静
か
な
心

4



K
O
N
T
R
A
PU

N
K
T

―――
或
ヒ
ハ
、
海
ヲ
感
ズ
ル
時

海
浜
の
小
さ
な
廃
工
場
に
、
俺
は
ひ
と
り
で
暮
ら
し
て
い
る
。W
eb

サ
イ
ト
の
制
作
を
引
き
受
け
て
い
る
。
舞

い
込
む
仕
事
は
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
ば
か
り
だ
。
業
者
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
勘
案
し
て
ペ
ー
ジ
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
業
者

の
用
意
し
た
エ
ロ
ビ
デ
オ
や
写
真
素
材
か
ら
適
当
な
カ
ッ
ト
を
選
び
、
コ
ン
テ
ン
ツ
用
画
像
をPhotoshop

と

Illustrator

で
加
工
し
、
文
言
を
脚
色
し
、
サ
ー
ブ
レ
ッ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
書
き
、
遥
か
遠
く
米
国
に
あ
る
サ
ー

バ
に
接
続
し
て
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
をdeploy

し
、
サ
イ
ト
を
試
験
し
、
公
開
す
る
。
全
部
ひ
と
り
で
や
る
。
朝

方
、
こ
こ
二
週
間
係
っ
た
仕
事
を
終
え
た
と
こ
ろ
だ
。

開
け
放
し
た
大
き
な
窓
か
ら
入
り
込
む
、
爽
や
か
な
秋
の
午
前
の
空
気
と
潮
騒
が
、
百
平
米
ほ
ど
も
あ
る
だ

だ
っ
広
い
、
薄
汚
い
、
か
つ
て
の
工
場
事
務
室
、
い
ま
は
俺
の
仕
事
場
兼
寝
室
兼
食
堂
を
満
た
し
て
い
る
。
窓
の

横
に
は
異
様
に
大
き
な
事
務
机
。
こ
の
工
場
が
倒
産
に
追
い
込
ま
れ
る
に
あ
た
り
、
社
長
は
こ
の
机
で
頭
を
抱
え
、

一
家
心
中
を
思
い
描
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
机
の
上
に
は
、
俺
の
万
能
の
仕
事
道
具
で
あ
るM

acintosh

。
古
道

具
屋
か
ら
買
い
た
た
い
た
薄
汚
い
皮
製
デ
ィ
ヴ
ァ
ン
。
缶
ビ
ー
ル
し
か
入
っ
て
い
な
いH

ITA
C
H
I

製
の
冷
蔵
庫
。

O
N
K
YO

製
の
高
級
オ
ー
デ
ィ
オ
セ
ッ
ト
。
服
や
ら
、
食
器
や
ら
、
本
や
ら
、
レ
コ
ー
ド
や
ら
を
雑
然
と
押
し
込

ん
だ
、
工
場
作
り
付
け
の
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
。
あ
と
は
、
建
て
替
え
る
と
い
う
の
で
近
所
の
病
院
か
ら
貰
い
受
け
た
、

何
年
も
の
か
も
わ
か
ら
な
い
、
そ
し
て
、
こ
の
上
で
何
人
の
人
間
が
死
ん
だ
の
か
も
わ
か
ら
な
い
、
お
そ
ろ
し
く

使
い
古
し
た
、
塗
装
も
剥
げ
落
ち
赤
錆
も
目
立
つ
、
や
は
り
薄
汚
い
寝
台
。
た
だ
そ
れ
だ
け
。

そ
の
古
び
た
寝
台
に
、
い
ま
、
全
裸
の
女
が
寝
そ
べ
っ
て
い
る
。
朝
か
ら
遣
わ
せ
た
、
今
日
は
じ
め
て
顔
を
見

る
女
で
あ
る
。
ひ
と
仕
事
終
え
た
彼
女
に
、
俺
は
―――
や
は
り
素
っ
裸
の
ま
ま
―――
熱
い
シ
ョ
コ
ラ
を
い
れ
て
や

る
。
そ
し
て
、
ピ
ア
ノ
を
弾
く
と
い
う
こ
の
女
の
た
め
に
、Johann

Sebastian
Bach

の»D
asW

ohltem
perierte

K
lavier«

、Svjatoslav
R
ichter

の
演
奏
に
よ
るМ

Е
Л
О
Д
И
Я

盤
に
針
を
落
と
す
。
朝
刊
に
さ
っ
と
目
を
通
し

な
が
ら
、「
あ
と
で
領
収
書
書
い
て
く
れ
る
か
な
」
と
女
に
言
う
。「
あ
と
ね
…
…
」
と
続
け
て
、
ひ
と
つ
猥
褻
な

5



要
求
を
す
る
。
そ
し
て
、
耳
を
澄
ま
す
。

海
を
感
じ
る
時
。
海
潮
音
。Bach

の
　

KO
N
T
R
A
PU

N
K
T

対
位
法　
。
ピ
ア
ノ
の
こ
の
上
な
く
優
し
い
、
柔
ら
か
い
響
き
。
女
の
く

ぐ
も
っ
た
吐
息
。
新
聞
の
紙
面
か
ら
遠
く
聞
こ
え
て
来
る
、
安
保
法
案
反
対
デ
モ
や
ら
、
シ
リ
ア
空
爆
や
ら
、
中

国
経
済
失
速
や
ら
、
幼
児
虐
待
殺
害
や
ら
、
一
億
総
活
躍
社
会
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
ら
の
、
現
実
的
非
現
実
、
あ
る
い

は
、
非
現
実
的
現
実
の
喧
噪
。
そ
し
て
、
俺
自
身
の
腐
っ
た
半
生
の
記
憶
か
ら
、
人
の
声
―――
た
い
て
い
は
暗
く

悲
し
い
声
―――
の
断
片
。
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
譬
え
よ
う
の
な
く
青
く
澄
み
切
っ
た
美
し
い
秋
の
空
と
海
の
現
実

の
な
か
で
、
同
時
に
鳴
り
と
よ
ん
で
い
る
。

―――
映
画
『
海
を
感
じ
る
時
』
を
観
て
。O

ct.
2
3,
2
0
15.
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KO
N
T
R
A
PU

N
K
T

O
ct.

2
3,
2
0
15.

或
ヒ
ハ
、
海
ヲ
感
ズ
ル
時

　ク聽
レ
　
　ニ窗　
　秋　
　ノ浦　
　海　
　潮　
　音　

　マ
ド窗　

ニ
　キ聽　
ク
　
　シ

ウ
ホ

秋
浦　
ノ
　
　カ

イ
テ
ウ
オ
ン

海
潮
音　

美
姣
　ロ

ギ
寛
レ
　
　ニ房　
　ス奏
二
　
　ノ己　
　ヲ琴
一
　

　ビ
カ
ウ

美
姣　
　
　バ

ウ房　
ニ
　ク

ツ寛　
ロ
ギ
　
　オ

ノ
レ己　ノ

　キ
ン琴　

ヲ
　ソ

ウ奏　
ス

世
緣
　ニ

シ
テ

厖　
撩
　ク乖
二
　
　ガ我　
　ニ計
一
　

　セ
エ
ン

世
緣　
　
　バ

ウ厖　
ニ
シ
テ
　レ

ウ撩　
　
我
ガ
計
ニ
　ソ

ム乖　
ク

律
　ノ鳴　
對
　法　
歎
　聲　
　ス侵　

　リ
ツ
メ
イ

律
鳴　
ノ
　タ
イ
ハ
フ

對
法　
　
　タ
ン
セ
イ

歎
聲　
　オ
カ侵　
ス

窓
か
ら
来
る
秋
の
浦
の
海
潮
音
に
　
耳
を
そ
ば
だ
て
る

女
は
部
屋
で
く
つ
ろ
ぎ
　
そ
の
ピ
ア
ノ
を
奏
で
て
い
る

世
事
は
　
あ
ま
り
に
多
く
の
こ
と
が
茫
漠
と
入
り
乱
れ
て
　
我
が
思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い

対
位
法
の
旋
律
　
嘆
声
が
そ
れ
を
侵
す
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M
O
O
N
STO

N
E

―――
開
高
健
ノ
珠
玉
ニ
寄
ス

四
月
十
四
日
、
清
明
末
候
、
　

に
じ
は
じ
め
て
あ
ら
は
る

虹
始
見　
。
桜
は
ほ
ぼ
散
っ
て
し
ま
っ
た
。
花
冷
え
と
い
う
の
か
、
冷
気
の
快
い
、

澄
ん
だ
上
弦
の
夜
。JavaServletW

eb

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
デ
バ
ッ
グ
に
も
疲
れ
た
。
ジ
ン
に
レ
モ
ン
を
絞
り

入
れ
、
古
び
た
デ
ィ
ヴ
ァ
ン
で
、
地
べ
た
に
乱
雑
に
重
ね
置
い
た
本
の
塊
か
ら
一
冊
の
文
庫
本
を
手
に
取
っ
た
。

開
高
健
『
珠
玉
』、
文
春
文
庫
、19

9
3

年
刊
。
こ
れ
は
作
家
の
遺
作
小
説
で
あ
る
。
ア
ク
ア
マ
リ
ン
、
ガ
ー
ネ
ッ

ト
、
ム
ー
ン
・
ス
ト
ー
ン
の
輝
き
を
巡
っ
て
、
人
生
の
記
憶
を
結
晶
さ
せ
た
、
一
種
独
特
の
文
学
的
変
奏
曲
集
と

も
い
え
る
作
品
で
あ
る
。
ま
さ
に
珠
玉
の
名
品
で
あ
る
。
開
高
が
亡
く
な
っ
て
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
の
冷
め
や
ら
ぬ
こ

ろ
に
こ
れ
を
読
み
、
日
本
文
学
の
一
時
代
の
終
焉
を
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ク
ア
マ
リ
ン
の
底
の
な
い
青
い
煌

め
き
に
己
の
半
生
の
喪
失
感
を
投
影
し
て
号
泣
す
る
登
場
人
物
・
高
田
先
生
の
よ
う
に
、
俺
も
『
珠
玉
』
を
読
ん

で
、
開
高
健
と
い
う
現
代
日
本
を
代
表
す
る
作
家
の
魂
の
彷
徨
に
思
い
を
馳
せ
、
涙
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。

飛
ば
し
飛
ば
し
ペ
ー
ジ
を
繰
る
う
ち
、
ム
ー
ン
・
ス
ト
ー
ン
の
白
濁
の
妖
し
い
光
輝
に
情
欲
を
掻
き
立
て
ら
れ

る
。
携
帯
電
話
か
ら
い
つ
も
の
番
号
に
発
信
し
て
、
Ｍ
を
寄
越
す
よ
う
依
頼
す
る
。

事
務
室
の
開
け
放
し
た
西
側
の
窓
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
四
十
五
度
の
角
度
に
弦
月
が
鮮
や
か
に
見
え
た
。
事
務
机

の
白
熱
灯
ひ
と
つ
の
薄
暗
い
仕
事
部
屋
。
吐
い
た
煙
草
の
煙
で
月
が
霞
ん
だ
か
と
思
う
と
、
い
つ
の
ま
に
や
ら
部

屋
に
紛
れ
込
ん
だ
蛾
が
、
紫
煙
の
帯
を
掻
き
乱
し
て
、M

ac

の
モ
ニ
タ
の
端
に
ぴ
た
り
と
止
ま
っ
た
。
春
気
が
重

く
の
し
か
か
っ
て
来
た
。
音
の
な
い
夜
に
な
っ
た
。

ふ
と
気
づ
く
と
、
い
つ
か
ら
か
、
髪
の
長
い
女
が
扉
の
傍
に
立
っ
て
い
た
。「
こ
ん
ば
ん
は
。
お
待
た
せ
」
―――

俺
と
目
が
あ
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
Ｍ
は
そ
う
言
っ
た
。
出
か
け
る
と
き
以
外
鍵
を
か
け
な
い
の
を
知
る
彼
女
は
、

俺
の
仕
事
部
屋
兼
寝
室
兼
食
堂
に
勝
手
に
入
っ
て
来
る
。
俺
は
近
づ
い
て
、
持
っ
て
い
た
ジ
ン
を
立
っ
た
ま
ま
の

女
に
一
口
飲
ま
せ
、
女
の
唇
を
吸
う
。
そ
し
て
、
乳
房
を
つ
か
む
だ
ろ
う
。
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寝
台
で
Ｍ
と
交
わ
る
。
上
弦
の
月
。
青
白
い
月
光
と
一
点
の
ス
タ
ン
ド
光
と
に
照
ら
さ
れ
て
、
モ
ニ
タ
に
へ
ば

り
つ
く
蛾
の
鱗
粉
が
、
室
内
を
漂
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
、
ゆ
っ
く
り
と
、
拡
散
し
て
ゆ
く
の
が
、
俺
の
目
に
は
っ

き
り
と
見
え
る
。
そ
れ
が
部
屋
を
満
た
そ
う
か
と
い
う
と
き
、
女
が
腰
を
震
わ
せ
た
。
そ
し
て
俺
は
、
高
波
を
迎

え
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
、
ペ
ニ
ス
を
抜
い
て
女
の
胸
に
精
液
を
迸
ら
せ
た
。

荒
い
呼
吸
で
大
き
く
上
下
す
る
乳
房
の
、
薄
紅
色
を
し
た
乳
首
に
寄
り
添
っ
て
、
白
い
艶
や
か
な
液
体
が
月
の

光
を
集
め
て
い
る
。
　

M
O
O
N
STO

N
E

月
長
石　
。
そ
れ
を
指
で
掬
い
採
り
Ｍ
の
唇
に
擦
り
付
け
る
。
女
の
唇
を
、
鼻
孔
を
、
耳
を
、
瞼

を
舐
め
ま
わ
す
。
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M
O
O
N
STO

N
E

A
pr.

16,
2
0
16.

開
高
健
ノ
珠
玉
ニ
寄
ス

　淸　
　明　
　花　
　チ

テ
落　
　上　
　弦　
　ナ

リ
昭　

　セ
イ淸　

　メ
イ明　

　
花
落
チ
テ
　
　ジ

ヤ
ウ
ゲ
ン

上
弦　
　
　

ア
キ
ラ
カ

昭　
ナ
リ

　蛾　
　翅　
　ヒ舞　
　レ

テ
罷　
　烟　
　帶　
　ル撩　

　ガ

シ
蛾
翅　
　
　マ舞　
ヒ
　ツ

カ罷　
レ
テ
　
　エ

ン
タ
イ

烟
帶　
　
　ミ

ダ撩　
ル

　長　
　ノ石　
　乳　
　ハ輪　
　メ遒
二
　
　ノ月　
　ヲ曜
一
　

　チ
ヤ
ウ
セ
キ

長
石　
ノ
　
　ニ

ユ
ウ
リ
ン

乳
輪　
ハ
　
月
ノ
　ヒ

カ
リ曜　ヲ

　
　ア

ツ遒　
メ

　ス欲
レ
　
　ヘ

ン
ト

勝　
　キ重　
　ノ夜　
　倦　
　ノ勞　
　ニ潮　

　タ勝　
ヘ
ン
ト
欲
ス
　
重
キ
　ヨ夜　
ノ
　
　ケ
ン
ラ
ウ

倦
勞　
ノ
　
　ウ
シ
ホ潮　ニ

清
明
の
時
候
　
す
で
に
花
は
散
り
　
上
弦
の
月
が
く
っ
き
り
と
出
て
い
た

蛾
の
翅
が
飛
び
疲
れ
て
止
ま
り
　
煙
草
の
煙
が
乱
れ
た

月
長
石
の
乳
輪
は
　
月
の
光
を
あ
つ
め
て
い
る

重
い
夜
　
押
し
寄
せ
る
疲
れ
の
波
を
　
持
ち
堪
え
よ
う
と
し
た
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重
陽
節
・
春
の
夢

九
月
九
日
重
陽
節
。
大
雨
で
川
崎
市
に
も
土
砂
災
害
避
難
勧
告
が
出
た
。
ズ
ブ
濡
れ
に
な
っ
て
帰
宅
し
、
熱
い

珈
琲
を
淹
れ
、
宮
本
輝
の
『
春
の
夢
』（
昭
和
五
十
九
年
作
品
）
を
読
む
。

主
人
公
・
井
領
哲
之
は
、
や
く
ざ
の
借
金
取
り
か
ら
身
を
隠
す
た
め
に
、
大
阪
と
奈
良
の
県
境
に
近
い
　す

み
の
ど
う

住
道　
の

ア
パ
ー
ト
に
引
っ
越
し
た
。
初
日
ま
だ
電
気
が
通
ら
ぬ
闇
の
な
か
で
柱
に
釘
を
打
ち
付
け
た
と
こ
ろ
、
恐
ろ
し
い

偶
然
で
一
匹
の
蜥
蜴
の
腹
を
釘
で
貫
い
て
い
た
。
ま
だ
生
き
て
い
る
。
薄
気
味
悪
く
放
置
す
る
も
な
か
な
か
死
な

な
い
。
い
っ
そ
殺
し
て
し
ま
お
う
か
と
も
思
う
そ
の
う
ち
に
、
水
を
や
り
、
餌
を
や
り
、
キ
ン
と
名
付
け
て
、
哲

之
は
密
か
に
こ
の
不
自
由
な
蜥
蜴
と
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
。

心
臓
病
に
苦
し
む
バ
イ
ト
先
の
先
輩
や
、
死
ん
だ
親
父
の
借
金
を
背
負
わ
さ
れ
て
怯
え
な
が
ら
生
き
る
母
と
己

の
姿
を
み
つ
め
る
う
ち
、
哲
之
は
、
人
の
人
生
と
は
釘
で
貫
か
れ
た
不
自
由
な
ま
ま
生
と
死
の
間
で
翻
弄
さ
れ
る

こ
の
蜥
蜴
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
う
に
至
る
。
次
の
春
の
記
念
の
日
―――
そ
れ
は
う
ら
ら
か
な
陽
光
の
な
か
で

恋
人
・
陽
子
と
は
じ
め
て
交
わ
っ
た
輝
か
し
い
日
だ
―――
に
、
キ
ン
の
釘
を
抜
こ
う
―――
哲
之
は
そ
う
決
心
す
る
。

釘
を
抜
く
こ
と
で
キ
ン
は
死
ぬ
か
も
知
れ
な
い
。
自
由
の
生
を
再
び
生
き
は
じ
め
る
か
も
知
れ
な
い
。
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重
陽
節
讀
宮
本
輝
春
夢

Sept.
9,
2
0
15.

重
陽
節
ニ
宮
本
輝
ノ
春
ノ
夢
ヲ
讀
ム

重
　ノ陽　
黑
夜
雨
霏
　タ

リ
霏　

　チ
ヨ
ウ
ヤ
ウ

重
陽　
ノ
　コ

ク黑　
　ヤ夜　
　
雨
　ヒ霏　
　ヒ霏　
タ
リ

　ス冒
レ
　
　ヲ褥　
風
　ハ聲　
　グ剝
二
　
內
　ヲ衣
一
　

　シ
ト
ネ褥　ヲ

　オ
カ冒　

ス
　
　フ

ウ
セ
イ

風
聲　
ハ
　
　ナ

イ內　
　イ衣　
ヲ
　ハ剝　
グ

蜥
蜴
　セ

ラ
レ
テ
穿
レ
　
　ニ釘　
　ル振
二
　
舌
　ヲ尾
一
　

　セ
キ蜥　

　エ
キ蜴　

　
釘
ニ
　セ

ン穿　
セ
ラ
レ
テ
　
　ゼ

ツ舌　
　ビ尾　
ヲ
振
ル

　シ可
レ
　
　ス

ル
期
二
　
闇
　ト闇　
春
　ノ夢　
　ヲ機
一
　

　ア
ン闇　
　ア
ン闇　
ト
　
　シ
ユ
ン
ム

春
夢　
ノ
機
ヲ
　
期
ス
ル
ベ
シ

重
陽
節
の
闇
夜
　
雨
が
乱
れ
降
っ
て
い
る

褥
を
冒
す
風
の
音
は
　
下
着
を
剥
い
で
ゆ
く

蜥
蜴
は
釘
に
貫
か
れ
　
舌
と
尾
を
振
る

暗
い
と
こ
ろ
で
ひ
そ
か
に
　
春
の
夢
の
と
き
を
待
っ
て
い
る
の
だ
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秋
思雲

ひ
と
つ
な
い
、
気
持
ち
の
よ
い
秋
晴
れ
だ
っ
た
。
黄
昏
時
、
虎
ノ
門
・
特
許
庁
の
前
を
歩
い
て
い
る
と
、
ど

こ
か
ら
か
金
木
犀
の
ほ
の
か
な
匂
い
が
漂
っ
て
来
た
。
ふ
と
前
を
み
る
と
、
睫
毛
を
伏
せ
た
女
が
僕
の
目
の
前
を

通
り
過
ぎ
る
。

Т
ы
проходиш

ь
без

улы
бки,

О
пустивш

ая
ресницы

,
И

во
мраке

над
собором

З
олотятся

купола.

お
ま
え
は
微
笑
む
こ
と
も
な
く

通
り
過
ぎ
よ
う
と
す
る
　
ま
つ
げ
を
伏
せ

そ
し
て
伽
藍
の
上
の
暗
闇
に

円
蓋
が
金
色
に
光
る

ロ
シ
ア
の
象
徴
派
詩
人
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ブ
ロ
ー
ク
の
、
帝
政
末
期
の
こ
ろ
の
詩
。
学
生
時
代
に
読
ん
だ
も

の
の
な
か
で
記
憶
に
留
め
て
い
る
、
僕
の
好
き
な
パ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
僕
の
目
の
前
に
は
、
女
は
す

で
に
去
っ
て
し
ま
い
―――
も
と
よ
り
、
現
実
に
僕
の
目
の
前
を
通
り
過
ぎ
た
の
か
も
定
か
で
は
な
い
の
だ
が
―――
、

庁
舎
が
秋
の
茜
色
の
西
日
に
侵
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

も
う
「
運
命
の
女
」
な
ん
て
流
行
ら
な
い
。
黒
衣
聖
母
の
よ
う
な
、
か
つ
て
は
微
笑
み
を
投
げ
か
け
て
く
れ
た

の
か
も
知
れ
な
い
、
煙
る
よ
う
な
睫
毛
を
し
た
哀
し
く
も
美
し
い
女
は
、
ど
こ
に
も
い
な
い
。
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秋
思

К
А
лександру

Б
локу

Sept.
2
9,
2
0
14.

　シ
ウ秋　

　シ思　
―――
ブ
ロ
ー
クА

лександр
Б
лок

ニ
寄
ス

霽
　ノ秋　
薄
暮
桂
香
　ナ

リ
微　

　セ
イ
シ
ウ

霽
秋　
ノ
薄
暮
　
　ケ

イ桂　
　カ

ウ香　
　
　カ

ス
カ微　ナ

リ

蝙
蝠
　リ翻
レ
　
　ニ虛　
　ズ混
二
　
暗
　ニ幃
一
　

　ヘ
ン蝙　

　プ
ク蝠　

　
　キ

ヨ虛　
ニ
　

ヒ
ル
ガ
ヘ

翻　
リ
　
　ア

ン暗　
　キ幃　
ニ
混
ズ

　セ
テ
俯
レ
　
　ヲ睫　
　グ

ル
過　
　ハ孃　
　ク無
レ
　
　泛
レ
　
　ヲ咲　

　マ
ツ
ゲ睫　ヲ
　フ俯　
セ
テ
　
過
グ
ル
　
孃
ハ
　
　ヱ
ミ咲　
ヲ
　ウ泛　
カ
ブ
ル
コ
ト
ナ
ク

晚
鐘
　ト汪　
　イ

テ
洩　
　ハ塔　
　ニ彤　
　ク煇　

晚
鐘
　
　ワ
ウ汪　
ト
　ヒ洩　
イ
テ
　
塔
ハ
　
　ア
カ彤　
ニ
　カ
ガ
ヤ煇　ク

雨
の
霽
れ
た
秋
の
た
そ
が
れ
　
金
木
犀
が
微
か
に
香
っ
て
く
る

蝙
蝠
が
虚
空
に
翻
り
　
暗
い
と
ば
り
と
混
ざ
り
合
う

女
は
　
睫
毛
を
伏
せ
　
微
笑
み
を
浮
か
べ
る
こ
と
も
な
く
　
通
り
過
ぎ
る

晩
鐘
が
溢
れ
る
よ
う
に
長
く
音
を
曳
い
て
　
寺
院
の
塔
は
　
朱
に
輝
く
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七
夕
節

今
年
の
七
夕
は
雨
こ
そ
降
ら
な
か
っ
た
が
、
宵
月
も
限
り
な
く
朧
な
夜
だ
っ
た
。
溽
暑
が
ぶ
り
返
し
た
。
西
方

で
は
大
雨
の
災
害
が
出
た
と
か
。
台
風
八
号
の
警
報
も
発
せ
ら
れ
、
と
て
も
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
気
分
で
は
な
い
。

牽
牛
と
織
姫
も
会
え
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
天
帝
は
織
姫
を
哀
れ
ん
で
牽
牛
に
添
わ
せ
た
。
と
こ
ろ

が
、
二
人
は
、
若
い
恋
人
た
ち
の
常
と
し
て
、
ど
う
も
そ
れ
ば
か
り
に
励
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
織
姫
は
機
織
り
を

さ
ぼ
る
よ
う
に
な
り
、
怒
っ
た
天
帝
は
、
年
に
一
度
、
七
月
七
日
の
夜
に
だ
け
二
人
が
会
う
こ
と
を
許
し
た
、
と
か
。
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七
夕
節

July
7,

2
0
14.

　シ
チ
セ
キ

七
夕　
節

繾
綣
綢
　ト

シ
テ

繆　
一
　ノ褥　
中

　ケ
ン繾　

　ケ
ン綣　

　
　チ

ウ
ビ
ウ

綢
繆　
ト
シ
テ
　
一
　ジ

ョ
ク褥　ノ

中

香
　ノ烟　
蔲
蔲
曉
　ノ窗　
風

　カ
ウ香　

　エ
ン烟　

ノ
　
　カ蔲　
　カ蔲　
　
　ゲ

ウ
サ
ウ

曉
窗　
ノ
風

天
河
月
　チ

テ
落　
　ミ恨
二
　
霖
　ヲ雨
一
　

天
河
　
月
落
チ
テ
　
　リ

ン霖　
　ウ雨　
ヲ
恨
ミ

　タ復　
　ム眺　
山
閒
花
　リ

テ
濕　
　キ

ヲ
蒙　

　マ復　
タ
眺
ム
　
山
閒
　
花
　シ

メ濕　
リ
テ
　
　ク

ラ蒙　
キ
ヲ

慕
い
纏
わ
り
つ
き
　
ひ
と
つ
褥
の
な
か

気
香
ば
し
い
シ
ョ
コ
ラ
　
明
け
方
の
窓
の
風

天
の
川
　
月
も
沈
ん
で
長
い
雨
を
恨
む

山
あ
い
　
花
の
潤
ん
で
暗
い
景
色
を
　
い
ま
再
び
眺
め
る

16



三
余二

月
十
四
日
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
・
デ
ー
は
、
先
週
に
引
き
続
き
大
雪
と
な
っ
た
。
首
都
圏
で
は
い
く
ら
雪
が
珍

し
い
と
い
っ
て
も
、
こ
う
度
重
な
る
と
、
電
車
は
止
ま
る
し
、
転
ん
で
ケ
ガ
は
す
る
し
、
ウ
ン
ザ
リ
し
た
気
分
だ
っ

た
人
も
多
い
だ
ろ
う
。

雪
が
降
り
積
も
る
と
、
札
幌
で
過
ご
し
た
学
生
時
代
を
懐
か
し
く
思
い
出
す
。
部
屋
に
籠
っ
て
、
胸
を
灼
く
熱

い
コ
ー
ヒ
ー
を
啜
り
な
が
ら
、
勉
強
し
た
も
の
で
あ
る
（
ウ
ソ
じ
ゃ
な
い
）。
就
職
す
る
と
学
生
時
代
の
よ
う
に

は
い
か
な
く
な
る
け
れ
ど
も
、
余
暇
に
本
を
読
み
音
楽
を
聴
く
。
雪
に
埋
も
れ
た
こ
の
夜
も
、
バ
ッ
ハ
の
オ
ル
ガ

ン
作
品
集
を
ひ
た
す
ら
流
し
て
、
中
国
唐
代
の
伝
奇
集
を
再
読
す
る
。

古
来
、
中
国
に
は
三
余
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
年
の
余
・
す
な
わ
ち
農
事
の
暇
な
冬
、
日
の
余
・

す
な
わ
ち
労
働
を
終
え
た
夜
、
時
の
余
・
す
な
わ
ち
戸
外
活
動
が
で
き
な
い
陰
雨
の
と
き
、
と
い
う
三
つ
の
時
間

を
示
し
て
お
り
、
読
書
す
べ
き
閑
を
見
い
だ
す
と
き
と
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
秋
で
は
な
く
て
、
冬
の
夜
の

陰
雨
の
こ
ろ
こ
そ
が
藝
術
を
楽
し
む
に
相
応
し
い
、
と
い
う
の
が
中
国
文
人
の
伝
統
で
あ
る
。
上
田
秋
成
は
こ
の

こ
と
ば
に
基
づ
い
て
「
三
余
斎
」（
三
余
の
オ
ヤ
ジ
）
と
号
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
う
、
仕
事
を
持
つ
社
会
人

に
と
っ
て
、
三
余
斎
こ
そ
が
風
流
な
の
で
あ
る
。
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三
餘
讀
唐
代
傳
奇

小
望
月
　Feb.

14,
2
0
14.

　サ
ン三　

　ヨ餘　
ニ
唐
代
　デ

ン傳　
　キ奇　
ヲ
　ヨ讀　
ム

月
　レ濡　
雨
　レ

テ
霽　
　ヘ逆
二
　
三
　ヲ餘
一
　

月
　ヌ濡　
レ
　
雨
　ハ霽　
レ
テ
　
　サ

ン三　
　ヨ餘　
ヲ
　ム

カ逆　
へ

夜
半
昏
　ト

シ
テ

昏　
　ス對
二
　
　キ故　
　ニ書
一
　

　ヤ夜　
　ハ

ン半　
　
　コ

ン昏　
　コ

ン々　
ト
シ
テ
　
　フ

ル故　
キ
書
ニ
　タ

イ對　
ス

　ニ窻　
　ル視　
暈
　ト

シ
テ

洸　
　ノ膚　
　ク皓　
　ク

ヲ
透　

　マ
ド窻　

ニ
　ミ視　
ル
　
　ウ

ン
ク
ワ
ウ

暈
洸　
ト
シ
テ
　
　ハ

ダ膚　
ノ
　シ

ロ皓　
ク
　ス透　
ク
ヲ

須
　ニ

シ
テ

臾　
　ジ

テ
轉
レ
　
　ニ翳　
四
　ハ圍　
　シ虛　

　シ
ユ須　

　ユ臾　
ニ
シ
テ
　
　カ

ゲ翳　
ニ
　テ

ン轉　
ジ
テ
　
　シ四　
　ヰ圍　
ハ
　ム

ナ虛　
シ

濡
れ
た
月
が
出
て
　
雨
が
上
が
り
　
三
余
の
閑
を
迎
え
る

夜
半
う
つ
ら
う
つ
ら
　
古
え
の
書
物
を
読
む

ふ
と
窓
辺
に
　
光
の
暈
が
茫
と
漂
い
　
白
い
膚
が
透
け
る

た
ち
ま
ち
そ
れ
は
翳
に
転
じ
て
　
私
の
周
り
に
は
何
も
な
い
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R
IC

ER
C
A
R

今
日
で
年
末
年
始
休
暇
も
お
し
ま
い
で
あ
る
。

Johann
Sebastian

Bach

の»D
asM

usikalischesO
pfer«

の
ア
ナ
ロ
グ
レ
コ
ー
ド
に
針
を
落
と
す
。

熱
い
コ
ー
ヒ
ー
を
啜
り
な
が
ら
、
書
斎
の
窓
か
ら
午
前
の
冷
気
を
浴
び
た
。

カ
ッ
プ
の
褐
色
の
面
に
深
い
青
空
が
揺
れ
て
い
た
。
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R
IC

ERC
A
R

　
新
春
詠

Jan.
5,
2
0
14.

R
IC

ERC
A
R

　
新
春
ノ
詠

　ジ
テ
映
二
　
珈
　ノ琲　
　ニ面
一
　
彼
蒼
　ク濃　

　コ
オ珈　

　ヒ
イ琲　

ノ
面
ニ
　エ

イ映　
ジ
テ
　
　ヒ彼　
　サ

ウ蒼　
　コ濃　
ク

巴
赫
　タ

ス
滿
レ
　
　ヲ房
二
　
　ノ鍵　
卡
　モ

テ
農
一
　

BA
C
H

　
鍵
ノC

A
N
O
N

モ
テ
　
　バ

ウ房　
ヲ
　ミ滿　
タ
ス

時
世
　レ流　
　ロ

ヒ
遷　
人
意
　ル亂　

　ジ時　
　セ

イ世　
　
　ナ

ガ流　
レ
　ウ

ツ遷　
ロ
ヒ
　
　ジ

ン人　
　イ意　
　ミ

ダ亂　
ル

樂
音
　ト渦　
　リ

テ
上　
　カ

ツ
夬
二
　
雲
　ヲ峰
一
　

　ガ
ク樂　

　オ
ン音　

　
　ウ

ヅ渦　
ト
　ノ

ボ上　
リ
テ
　
　ウ

ン雲　
　ホ

ウ峰　
ヲ
　ワ夬　
カ
ツ

珈
琲
の
褐
色
面
の
向
こ
う
に
　
青
空
が
濃
く
映
じ

バ
ッ
ハ
の
鍵
盤
　
カ
ノ
ン
が
部
屋
を
満
た
す

時
流
れ
　
世
変
わ
り
　
人
心
は
乱
れ
行
く

楽
音
は
渦
の
よ
う
に
昇
り
　
雲
の
峰
を
分
け
て
行
く
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水
邊
ノ
苑
ニ
樂
音
ヲ
聽
ク

ア
ン
ト
ン
・
ウ
ェ
ー
ベ
ル
ン
が
室
内
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
た
め
に
編
曲
し
た
バ
ッ
ハ
のR

IC
ERC

A
R

のC
D

を

再
生
し
な
が
ら
、
秘
籍
・
江
戸
文
学
選
巻
六
『
医
心
方
・
房
内
』
を
読
む
。
こ
れ
は
平
安
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
房

中
術
の
書
で
あ
る
。

ふ
と
、
玄
溟
に
溺
れ
る
心
地
が
し
、
漢
詩
を
捻
る
。
題
し
て
「
水
邊
ノ
苑
ニ
樂
音
ヲ
聽
ク
」。
我
な
が
ら
何
を

言
っ
て
い
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。
噫
。
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水
邊
苑
聽
樂
音

June
1,
2
0
13.

　ス
イ水　

　ヘ
ン邊　

ノ
　ソ

ノ苑　
ニ
樂
音
ヲ
　キ聽　
ク

　メ瞪
二
　
罌
栗
　ヲ苑
一
　
　リ啜
二
　
淸
　ヲ泉
一
　

　ケ罌　
　シ栗　
　ヱ

ン苑　
ヲ
　ミ

ツ瞪　
メ
　
　セ

イ淸　
　セ

ン泉　
ヲ
　ス

ス啜　
リ

　ク聽
二
　
白
　ノ面　
　ノ孃　
琴
　與　
　ヲ絃
一
　

　ハ
ク白　

　メ
ン面　

ノ
　ヂ

ヤ
ウ孃　ノ

　
　キ

ン琴　
ト
　ゲ

ン絃　
ヲ
　キ聽　
ク

虛
　ニ空　
　ハ蝶　
　リ飜　
　ス唆
二
　
翡
　ヲ翠
一
　

　コ虛　
　ク

ウ空　
ニ
　テ

フ蝶　
ハ
　

ヒ
ル
ガ
ヘ

飜　
リ
　
　ヒ翡　
　ス

イ翠　
ヲ
　

ソ
ソ
ノ
カ

唆　
ス

　シ如
レ
　
　ニル
ガ
將
三
　
　ミ沈
―二
　
　セ

ン
ト

死　
洞
　ノ中　
　ニ淵
一
　

　マ
サ將　

ニ
　
　ド

ウ
チ
ユ
ウ

洞
中　
ノ
　フ

チ淵　
ニ
沈
ミ
　
死
セ
ン
ト
ス
ル
ガ
　ゴ

ト如　
シ

罌
栗
の
花
苑
を
見
つ
め
　
清
ら
か
な
泉
を
啜
り

白
面
の
女
人
の
弾
く
　
琴
絃
に
聴
き
入
る

蝶
は
虚
空
を
舞
い
　
　か

わ
せ
み

翡
翠　
を
誘
う

あ
た
か
も
　
暗
い
洞
の
淵
に
沈
め
ら
れ
て
　
死
ぬ
思
い
が
す
る
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接
待
―――
あ
る
い
は
、
猫
と
話
の
で
き
る
Ｓ
く
ん
と
ス
ト
リ
ッ
プ
に
行
く

　レ
ト
ル
ト

蒸
留
器　
の
甘
い
薔
薇
の
蒸
気

熱
せ
ら
れ
た
　
マ
ス
カ
ッ
ト

葡
萄　
か
ら
滴
る
甘
い
液

　い
に
し
え

太
古　
の
東
方
の
地
に
産
せ
る
万
能
の
　ギ
リ
ア
ド

香
油　

さ
こ
そ
わ
が
恋
人
の
　　乳房　
に
宿
る
汗
の
露

わ
が
恋
人
の
白
肌
の
　う
な
じ項　に

光
る
の
は

汗
な
ら
ず
　
　　真珠　
の
首
飾
り

―――
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
『
比
喩
』

勤
務
先
部
署
が
地
方
自
治
体
向
け
戸
籍
管
理
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
新
製
品
を
リ
リ
ー
ス
す
る
運
び
と

な
り
、
今
日
、
名
古
屋
の
販
売
会
社
担
当
Ｓ
Ｅ
（
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
）
を
対
象
に
製
品
説
明
会
を
開
い
た
。
会

に
引
き
続
い
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
懇
親
会
。
事
業
部
ビ
ル
に
あ
る
ラ
ウ
ン
ジ
で
幹
部
が
挨
拶
に
顔
を
出
す
お
決

ま
り
の
立
食
パ
ー
テ
ィ
ー
だ
。
お
開
き
の
直
前
、
生
ま
れ
も
育
ち
も
名
古
屋
の
三
十
五
歳
の
Ｓ
Ｅ
・
Ｓ
く
ん
を
二

次
会
に
誘
っ
た
。
お
次
は
、
私
が
あ
る
時
期
に
接
待
で
よ
く
使
っ
て
い
た
、
新
宿
歌
舞
伎
町
の
ク
ラ
ブ
Ｙ
。
Ｓ
く

ん
は
そ
の
店
の
ホ
ス
テ
ス
・
ま
ど
か
ち
ゃ
ん
が
大
好
き
な
の
だ
。「
行
き
ま
し
ょ
う
」
―――
「
え
え
、
行
き
ま
し
ょ

う
」。
五
年
ぶ
り
で
あ
る
。

昔
、
わ
が
国
も
景
気
が
右
肩
上
が
り
で
、
わ
が
商
売
で
は
一
台
時
価
五
十
億
ほ
ど
も
す
る
高
価
な
大
型
汎
用
機

が
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
絶
好
調
の
時
代
が
あ
っ
た
。
公
務
員
倫
理
法
な
ど
と
い
う
シ
ケ
た
法
律
も
な
く
、
接
待
も

開
放
的
で
あ
っ
た
。
私
は
営
業
と
し
て
銀
座
、
新
宿
、
浅
草
、
錦
糸
町
の
い
か
が
わ
し
い
ク
ラ
ブ
で
連
夜
の
よ
う

に
お
客
様
を
饗
応
し
た
。
浴
び
る
ほ
ど
呑
ま
せ
、
女
を
抱
か
せ
た
。
湯
水
の
よ
う
に
金
を
使
っ
た
。
数
十
億
の
受
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注
案
件
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
で
も
安
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
錦
糸
町
で
は
、
共
産
主

義
国
家
が
崩
壊
し
て
間
も
な
い
混
乱
の
ロ
シ
ア
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
か
ら
出
稼
ぎ
に
来
た
可
哀
想
な
（
？
）
女
の
子
に

福
沢
諭
吉
を
何
枚
か
握
ら
せ
、
お
客
様
の
言
う
こ
と
を
何
で
も
し
て
さ
し
あ
げ
る
よ
う
に
取
り
は
か
ら
っ
た
こ
と

も
あ
る
。
こ
う
い
う
接
待
を
恥
ず
べ
き
営
業
手
段
と
世
の
人
は
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
イ
エ
ス
。
そ
う
認
め
な
が

ら
も
私
は
喜
ん
で
や
っ
て
い
た
。
世
の
中
に
は
金
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
一
方
で
、
金
を
払
え
ば

許
さ
れ
る
こ
と
は
、
何
を
や
っ
て
も
よ
い
。
恥
じ
る
こ
と
は
な
い
。

時
代
は
変
わ
っ
た
。
日
本
経
済
は
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
急
激
に
失
速
し
た
。
儲
け
て
い
る
の
は
投
資
家
と
そ
の

デ
ィ
ー
ラ
ー
だ
け
と
い
う
理
解
に
苦
し
む
経
済
構
造
と
化
し
た
よ
う
に
見
え
た
。
金
の
切
れ
目
が
縁
の
切
れ
目

を
地
で
行
く
よ
う
な
世
情
に
な
っ
た
。
接
待
も
相
手
が
公
務
員
と
な
る
と
厳
し
い
制
限
が
設
け
ら
れ
、
事
実
上
、

オ
ー
プ
ン
な
立
食
の
会
合
く
ら
い
で
し
か
顧
客
と
親
交
を
深
め
る
手
だ
て
が
な
く
な
っ
た
。
も
う
ピ
ン
ク
色
の
ギ

ト
ギ
ト
し
た
暗
所
に
お
連
れ
す
る
こ
と
は
な
い
。
法
律
に
は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
も
、
接
待
相
手
が
関
連
企
業
の
販
売
会
社
員
と
な
る
と
、
グ
ル
ー
プ
企
業
の
ウ
チ
ワ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ホ

ス
テ
ス
が
横
に
座
る
ク
ラ
ブ
に
連
れ
て
行
く
く
ら
い
は
ま
だ
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
不
況
風
が
吹
き
荒
れ
る
こ
の

ご
時
世
、
領
収
書
の
額
面
と
し
て
理
由
の
立
つ
数
万
円
く
ら
い
の
「
お
食
事
」
接
待
が
予
算
の
限
界
で
（
し
か
も
、

店
員
を
説
得
し
て
、
許
容
額
で
領
収
書
を
分
割
さ
せ
る
こ
と
す
ら
あ
る
―――
経
理
処
理
上
、
こ
れ
は
御
法
度
な
の

だ
が
。
何
故
な
ら
、
領
収
書
の
分
割
は
額
面
を
低
く
す
る
こ
と
に
な
り
、
非
課
税
限
度
額
を
下
回
る
と
脱
税
行
為

と
な
る
か
ら
だ
）、
女
色
の
匂
い
の
す
る
お
も
て
な
し
は
そ
れ
に
準
ず
る
範
囲
内
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

ク
ラ
ブ
に
連
れ
て
行
き
ホ
ス
テ
ス
に
お
触
り
を
さ
せ
る
の
が
関
の
山
で
、
昔
の
よ
う
に
「
お
持
ち
帰
り
」
を
さ
せ
、

泡
姫
に
嵌
め
さ
せ
る
余
裕
な
ん
て
あ
り
は
し
な
い
。
ま
、
Ｓ
く
ん
は
中
部
地
方
で
弊
社
シ
ス
テ
ム
品
を
年
に
何
億

も
売
り
ま
く
っ
て
く
れ
る
や
り
手
で
あ
り
、
少
し
度
を
超
し
た
も
て
な
し
を
し
た
っ
て
構
わ
な
い
、
と
私
は
考
え

て
い
た
。
お
ま
け
に
、
Ｓ
く
ん
は
私
の
数
少
な
い
友
人
の
ひ
と
り
で
も
あ
る
。
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Ｓ
く
ん
は
社
内
外
を
問
わ
ず
相
手
に
対
し
て
常
に
礼
儀
正
し
く
誠
実
な
応
対
を
す
る
人
物
で
あ
る
。
約
束
は
必

ず
守
る
。
決
し
て
自
己
保
身
の
た
め
の
嘘
を
吐
か
な
い
―――
も
ち
ろ
ん
商
売
の
た
め
に
私
も
彼
も
、
ウ
ソ
に
な
ら

な
い
範
囲
で
製
品
の
欠
点
を
秘
匿
し
顧
客
を
た
ん
と
籠
絡
し
て
来
た
の
だ
が
。
彼
は
学
生
の
こ
ろ
、
名
古
屋
の

一
流
大
学
で
応
用
物
理
を
専
攻
し
な
が
ら
、
ど
う
い
う
わ
け
か
英
文
学
の
教
授
に
も
私
淑
し
、
そ
の
指
導
の
も
と

に
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
詩
集
原
典
を
愛
読
し
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
商
売
の
周
縁
で
精
神

の
同
志
を
見
出
せ
な
か
っ
た
文
学
好
き
の
私
は
、
は
じ
め
て
呑
ん
だ
席
で
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
耳
に
し
、
す
ぐ
に

Ｓ
く
ん
と
意
気
投
合
し
た
。
私
よ
り
一
回
り
以
上
の
若
年
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｓ
く
ん
はH

P-U
X

オ
ペ

レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
―――
米
国
ヒ
ュ
ー
レ
ッ
ト
パ
ッ
カ
ー
ド
社
の
ブ
ラ
ン
ド
名
―――
と
弊
社
の
製
品
に
つ
い

て
、
開
発
側
に
い
る
私
よ
り
も
広
く
深
い
知
識
を
身
に
付
け
て
い
る
。
私
の
担
当
製
品
の
問
題
点
を
理
路
整
然
と

指
摘
し
て
改
善
点
を
提
案
す
る
か
と
思
う
と
、
同
じ
口
調
で
英
国
バ
ロ
ッ
ク
期
詩
人
の
綺
想
と
聖
な
る
淫
蕩
に
言

及
す
る
。
バ
ッ
ハ
が
好
き
だ
と
い
う
音
楽
の
趣
味
で
も
ウ
マ
が
合
っ
た
。
こ
ん
な
精
神
的
同
志
が
同
じ
グ
ル
ー
プ

会
社
に
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
私
は
喜
び
を
感
じ
た
。

し
か
し
、
私
が
Ｓ
く
ん
に
強
く
惹
か
れ
る
の
は
そ
の
人
柄
と
趣
味
の
点
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
猫
と
話
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

否
、
話
が
で
き
る
、
と
い
う
の
は
正
確
で
は
な
い
。
ニ
ャ
ー
ニ
ャ
ー
、
あ
る
い
は
名
古
屋
流
に
ミ
ャ
ー
ミ
ャ
ー

や
り
合
う
の
で
は
な
く
、
互
い
に
見
つ
め
合
っ
て
い
る
と
猫
が
何
を
考
え
て
い
る
の
か
が
解
せ
ら
れ
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
己
の
意
思
を
猫
に
伝
達
で
き
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

五
年
前
。
ク
ラ
ブ
Ｙ
で
、
笑
顔
の
愛
く
る
し
い
、
鼻
筋
の
通
っ
て
、
切
れ
長
の
、
し
か
し
ど
こ
か
淋
し
げ
な
と

こ
ろ
の
あ
る
目
を
し
た
、
美
し
い
ま
ど
か
ち
ゃ
ん
と
、
三
人
で
、
楽
し
く
、
イ
ヤ
ら
し
く
呑
ん
だ
あ
と
、
終
電
の

気
に
な
る
こ
ろ
合
い
。
コ
マ
劇
場
―――
い
ま
は
も
う
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
―――
辺
り
を
二
人
で
歩
い
て
い
る
と
、

煙
草
の
自
販
機
の
そ
ば
で
じ
っ
と
香
箱
を
作
る
キ
ジ
ト
ラ
の
野
良
猫
が
い
た
。
Ｓ
く
ん
は
そ
れ
を
認
め
あ
っ
と
叫
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ぶ
や
、
慌
て
て
近
寄
っ
て
猫
の
鼻
前
で
、
地
べ
た
に
座
り
込
ん
だ
。
猫
と
目
で
会
話
し
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。
し

ば
ら
く
し
て
Ｓ
く
ん
が
「
わ
か
り
ま
し
た
。
必
ず
お
伝
え
し
ま
す
。
約
束
し
ま
す
」
と
神
妙
に
つ
ぶ
や
く
と
、
猫

は
そ
そ
く
さ
と
姿
を
消
し
た
。「
ど
う
し
た
の
？
」
と
私
が
言
う
と
、「
新
宿
ニ
ュ
ー
ア
ー
ト
の
Ｋ
・
Ｋ
と
い
う
踊

り
子
宛
て
に
、
と
て
も
大
事
な
伝
言
を
預
か
り
ま
し
た
」
と
Ｓ
く
ん
。「
な
る
ほ
ど
」。
私
は
少
し
考
え
て
か
ら
納

得
し
た
。
要
す
る
に
ス
ト
リ
ッ
プ
シ
ョ
ー
が
観
た
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
。
こ
の
ス
ケ
ベ
。
持
っ
て
回
っ
た
お

ね
だ
り
を
す
る
も
の
だ
。
ま
、
私
も
こ
う
い
う
捻
り
は
嫌
い
で
は
な
い
。「
じ
ゃ
あ
、
こ
れ
か
ら
行
き
ま
し
ょ
う
」。

新
宿
ニ
ュ
ー
ア
ー
ト
は
歌
舞
伎
町
ゴ
ー
ル
デ
ン
街
に
あ
る
、
浅
草
ロ
ッ
ク
座
系
列
の
老
舗
の
ス
ト
リ
ッ
プ
劇
場

で
あ
る
。
劇
場
と
い
う
よ
り
は
、
そ
う
、
小
屋
と
い
う
に
相
応
し
く
、
客
が
三
、
四
十
人
も
入
れ
ば
満
杯
に
な
っ

て
し
ま
う
。
私
は
Ｓ
く
ん
以
外
に
も
何
度
か
お
客
様
を
こ
こ
に
連
れ
て
来
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ヌ
ー
ド
シ
ョ
ー
の

半
券
を
接
待
領
収
書
扱
い
で
経
理
部
に
提
出
す
る
の
は
さ
す
が
に
今
も
昔
も
不
可
能
だ
が
、
こ
れ
く
ら
い
の
身
銭

を
切
る
の
は
仕
方
が
な
い
。
風
営
法
の
制
限
時
間
・
深
夜
零
時
に
近
い
こ
の
刻
限
、
公
演
終
了
間
際
の
ス
ト
リ
ッ

プ
小
屋
に
入
る
の
は
、
正
直
、
躊
躇
わ
れ
た
。
小
屋
の
前
に
掲
げ
ら
れ
た
香
盤
―――
す
な
わ
ち
、
そ
の
日
の
ス
ト

リ
ッ
プ
公
演
に
出
演
す
る
踊
り
子
の
一
覧
―――
に
、
Ｋ
・
Ｋ
の
名
前
と
唇
も
婀
娜
な
る
写
真
が
あ
っ
た
。「
確
か

に
。
Ｋ
・
Ｋ
。
い
い
女
で
す
ね
。
ど
ん
な
お
ま
ん
こ
し
て
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
行
き
ま
し
ょ
う
」。
半
地
下
へ
の

階
段
を
降
り
、
私
は
二
人
分
の
料
金
を
支
払
っ
た
。

箱
に
入
る
と
舞
台
で
は
、
い
ま
し
が
た
演
技
の
終
わ
っ
た
ば
か
り
の
踊
り
子
が
ち
ょ
う
ど
大
股
開
き
で
客
に
ポ

ラ
ロ
イ
ド
写
真
を
撮
ら
せ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
明
る
く
な
っ
た
箱
で
、
む
き
出
し
の
音
響
装
置
や
照
明
機
器

と
と
も
に
、「
盗
撮
禁
止
。
罰
金
五
十
万
円
」
だ
と
か
、「
自
慰
厳
禁
。
罰
金
百
万
円
」
だ
と
か
の
、
相
変
わ
ら
ず

の
、
白
け
る
、
汚
ら
し
い
貼
紙
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
て
、
哀
し
く
な
っ
た
。
世
の
景
観
と
は
、
一
パ
ー
セ
ン
ト

に
も
満
た
な
い
ご
く
少
数
の
愚
か
な
放
埒
者
の
存
在
に
よ
っ
て
、
決
定
的
に
損
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ほ
ど
な
く
照
明
が
落
ち
て
、
音
楽
が
轟
き
だ
し
た
。
折
よ
く
Ｋ
嬢
の
演
技
が
は
じ
ま
っ
た
。
菖
蒲
柄
も
艶
な
る
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小
袖
姿
。
着
物
に
あ
し
ら
わ
れ
た
須
磨
の
源
氏
香
文
様
が
心
憎
か
っ
た
。
ロ
ッ
ク
の
激
し
い
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て

手
際
よ
く
帯
を
、
襲
を
解
い
て
行
く
踊
り
は
見
事
だ
っ
た
。
Ｋ
の
ダ
ン
ス
は
、
ハ
ダ
カ
で
抱
き
合
う
だ
け
で
は
つ

ま
ら
な
い
、
セ
ッ
ク
ス
に
は
、
何
か
し
ら
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
愛
戯
が
必
要
だ
、
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
わ
か

ら
せ
て
く
れ
た
。
鍛
え
ら
れ
た
プ
ロ
の
ダ
ン
サ
ー
だ
。
ベ
ッ
ド
―――
メ
イ
ン
の
舞
台
か
ら
伸
び
る
花
道
の
先
に
あ

る
回
転
式
円
形
小
舞
台
―――
で
ス
キ
ャ
ン
テ
ィ
ー
を
脱
い
で
足
首
に
結
ん
で
全
裸
に
な
る
あ
た
り
に
は
、
香
油
を

噴
い
た
よ
う
に
汗
が
上
体
に
煌
め
き
、
緩
や
か
な
動
き
に
か
な
り
の
力
を
要
す
る
ら
し
く
、
女
の
大
腿
、
二
の
腕
、

指
先
が
、
小
き
ざ
み
に
震
え
て
い
た
。

「
ヤ
ス
ダ
さ
ん
、
僕
は
猫
だ
け
じ
ゃ
な
く
お
べ
ん
ち
ょ
と
も
話
が
で
き
る
ん
で
す
。
あ
、
ヤ
ス
ダ
さ
ん
は
京
都

の
ご
出
身
で
し
た
ね
。
お
べ
ん
ち
ょ
と
は
お
め
こ
の
こ
と
で
す
」
―――
Ｓ
く
ん
は
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
浴
び
た
Ｋ

の
青
白
い
裸
体
か
ら
目
を
離
さ
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
、
私
の
耳
元
で
そ
う
呟
い
た
。「
は
？
…
…
あ
、
そ
う
で

し
ょ
う
、
そ
う
で
し
ょ
う
。
僕
も
ア
レ
は
大
好
き
で
す
か
ら
。
小
沢
昭
一
的
こ
こ
ろ
っ
て
や
つ
で
す
ね
」。「
で
も
、

毛
を
剃
っ
た
お
べ
ん
ち
ょ
と
は
何
故
か
話
が
通
じ
な
い
。
ど
う
し
て
な
ん
で
し
ょ
う
。
僕
は
陰
毛
の
綺
麗
な
女
性

の
お
べ
ん
ち
ょ
と
こ
そ
通
じ
合
え
る
の
で
す
。
ロ
ー
ル
シ
ャ
ッ
ハ
テ
ス
ト
の
図
案
は
皆
そ
れ
に
見
え
て
話
し
か
け

て
し
ま
う
く
ら
い
な
の
で
す
」。

私
に
は
Ｓ
く
ん
が
、
何
か
、
こ
う
、
川
の
対
岸
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
者
の
よ
う
に
見
え
た
…
…
。
と
は
い
え
、
彼

は
お
べ
ん
ち
ょ
、
お
め
こ
、
要
す
る
に
女
性
器
を
巡
っ
て
す
ら
、U

N
IX

オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
ス
レ
ッ

ド
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
、
先
の
国
会
で
可
決
さ
れ
た
法
案
の
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
な
ど
、
仕
事
の
話
を

す
る
と
き
と
ま
っ
た
く
同
じ
落
ち
着
い
た
口
調
で
、
含
み
笑
い
も
な
く
、
真
面
目
に
、
ご
く
自
然
に
、
フ
ラ
ッ
ト

に
、
語
る
。
そ
し
て
、
弊
社
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
製
品
へ
の
顧
客
要
望
を
説
明
さ
れ
て
で
も
い
る
か
の
よ
う
に
、
こ
ち

ら
も
何
の
違
和
感
も
な
い
。

「
あ
、
ち
ょ
っ
と
す
み
ま
せ
ん
」
と
彼
は
、
そ
っ
と
席
を
外
し
、
最
後
尾
席
で
う
つ
ら
う
つ
ら
居
眠
り
し
て
い
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る
客
に
そ
っ
と
近
づ
い
て
ゲ
ン
コ
ツ
を
ひ
と
つ
食
ら
わ
せ
て
戻
っ
て
来
た
。「
Ｋ
さ
ん
の
綺
麗
な
お
べ
ん
ち
ょ
が

『
私
を
視
な
い
で
寝
て
る
ヤ
ツ
が
い
る
』
っ
て
訴
え
る
も
の
で
す
か
ら
」。
当
の
客
は
、
突
然
の
頭
部
の
衝
撃
に
何

が
起
き
た
の
か
当
惑
し
な
が
ら
も
、
改
め
て
お
べ
ん
ち
ょ
に
関
心
を
集
中
さ
せ
た
よ
う
だ
っ
た
。
Ｓ
く
ん
は
腐
乱

し
た
蘭
の
花
弁
の
よ
う
な
Ｋ
の
女
陰
を
静
か
に
見
つ
め
て
い
た
。

Ｋ
の
演
技
が
終
わ
っ
た
。
満
足
し
た
。「
Ｓ
く
ん
、
ポ
ラ
（
ポ
ラ
ロ
イ
ド
写
真
を
撮
ら
せ
て
も
ら
い
に
）
行
き

ま
し
ょ
う
」
―――
「
そ
う
で
す
ね
、
伝
言
を
伝
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
」。
私
た
ち
の
順
番
が
来
た
。
野
口
英

世
を
二
枚
Ｋ
嬢
に
握
ら
せ
る
私
を
よ
そ
に
、
Ｓ
く
ん
は
彼
女
の
耳
元
で
何
か
を
囁
き
は
じ
め
た
。
彼
女
が
不
審
の

振
舞
に
迷
惑
が
る
そ
ぶ
り
を
見
せ
た
の
で
、
私
は
ち
ょ
っ
と
危
険
な
臭
い
を
感
じ
Ｓ
く
ん
を
制
し
よ
う
と
そ
の
腕

を
引
き
寄
せ
た
瞬
間
、
Ｋ
の
大
き
な
目
か
ら
涙
が
ぽ
ろ
ぽ
ろ
零
れ
出
し
た
。「
ど
う
し
て
、
お
客
さ
ん
、
知
っ
て

る
の
？

え
、
そ
う
な
の
、
ほ
ん
と
？

知
ら
せ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
…
…
」。
Ｋ
の
表
情
に
は
、
何
か
、
生

ま
れ
て
は
じ
め
て
泣
け
る
映
画
か
絵
画
に
出
逢
っ
た
か
の
よ
う
な
、
晴
れ
や
か
な
感
動
が
現
れ
て
い
た
。「
そ
の

方
か
ら
の
伝
言
を
お
伝
え
し
た
ま
で
で
す
」
と
Ｓ
く
ん
。
い
っ
た
い
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。

そ
れ
か
ら
ひ
と
呼
吸
お
い
て
、
Ｓ
く
ん
は
Ｋ
に
、
深
紅
の
ハ
イ
ヒ
ー
ル
を
着
け
た
脚
を
左
右
に
大
き
く
広
げ
て

紅
色
の
お
べ
ん
ち
ょ
を
指
で
開
か
せ
、
で
き
る
限
り
大
き
く
写
る
よ
う
近
づ
い
て
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ

た
。「
お
べ
ん
ち
ょ
、
お
べ
ん
ち
ょ
、
う
っ
れ
し
い
な
ー
」
と
楽
し
そ
う
に
唄
を
唄
い
な
が
ら
。「
お
弁
当
、
お
弁

当
、
う
れ
し
い
な
」
じ
ゃ
な
い
の
？

一
枚
目
の
ポ
ラ
ロ
イ
ド
フ
ィ
ル
ム
が
思
い
切
り
ゆ
っ
く
り
と
迫
り
上
げ
ら

れ
る
。
二
枚
目
。
ロ
ー
ル
シ
ャ
ッ
ハ
テ
ス
ト
。「
あ
ん
ま
り
近
づ
く
と
ピ
ン
ボ
ケ
し
ち
ゃ
う
よ
」
と
Ｋ
は
涼
し
く

笑
っ
た
。

「
猫
の
伝
言
っ
て
何
だ
っ
た
の
？
」
―――
Ｋ
の
オ
ー
プ
ン
シ
ョ
ー
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
ス
ト
リ
ッ
プ
小
屋
を

出
る
と
、
激
し
い
好
奇
心
を
隠
せ
ず
私
は
Ｓ
く
ん
に
訊
い
た
。「
あ
の
人
―――
猫
の
こ
と
ら
し
い
―――
と
約
束
し

た
ん
で
す
。
内
容
を
Ｋ
さ
ん
以
外
に
漏
ら
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
い
く
ら
ヤ
ス
ダ
さ
ん
が
信
頼
で
き
る
方
で
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も
。
た
だ
、
ひ
と
つ
だ
け
お
教
え
し
ま
す
。
と
っ
て
も
幸
せ
な
内
容
で
し
た
。
あ
の
人
は
Ｋ
さ
ん
の
思
い
出
の
な

か
で
と
っ
て
も
大
事
な
方
な
ん
だ
そ
う
で
す
」。

あ
れ
か
ら
五
年
。
今
夜
も
歌
舞
伎
町
ク
ラ
ブ
Ｙ
に
、
そ
し
て
新
宿
ニ
ュ
ー
ア
ー
ト
に
、
Ｓ
く
ん
を
連
れ
て
行
っ

た
。
彼
が
製
品
説
明
会
の
た
め
に
久
々
に
上
京
す
る
と
聞
い
た
と
き
、
そ
う
す
る
こ
と
を
私
は
こ
こ
ろ
に
決
め
て

い
た
の
で
あ
る
。「
お
べ
ん
ち
ょ
、
お
べ
ん
ち
ょ
、
う
っ
れ
し
い
な
ー
」
が
ま
た
聞
け
た
。
し
か
し
、
ま
ど
か
ち
ゃ

ん
に
も
、
Ｋ
嬢
に
も
、
そ
し
て
あ
の
キ
ジ
ト
ラ
猫
に
も
逢
え
な
か
っ
た
。
五
年
の
間
に
皆
、
も
う
私
の
知
ら
な
い

と
こ
ろ
に
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
タ
ク
シ
ー
に
Ｓ
く
ん
を
乗
せ
る
間
際
、
歌
舞
伎
町
の
ネ
オ
ン
の
向
こ
う
で
、
一
瞬

間
、
冷
え
た
レ
ト
ル
ト
の
よ
う
な
Ｋ
の
乳
房
に
涙
が
滴
っ
た
。
や
っ
ぱ
り
訊
い
ち
ゃ
い
け
な
い
と
自
分
に
言
い
聞

か
せ
た
。

June
2
3,
2
0
12.
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春
宵
遇
顧
客
看
上
弦
月

M
ar.

19,
2
0
13.

　シ
ユ
ン
セ
ウ

春
宵　
、
　コ顧　
　キ

ヤ
ク客　ヲ

　グ
ウ遇　

シ
、
　ジ

ヤ
ウ
ゲ
ン

上
弦　
ノ
月
ヲ
　ミ看　
ル

氛
　チ滿
二
　
春
　ニ庭
一
　
細
　ト

シ
テ

膩　
　フ潤　

　フ
ン氛　

　
　シ

ユ
ン
テ
イ

春
庭　
ニ
　ミ滿　
チ
　
　サ

イ細　
　ヂ膩　
ト
シ
テ
　ウ

ル
ホ潤　フ

柳
花
攀
折
　ス迎
二
　
官
　ヲ人
一
　

　リ
ウ柳　

　ク
ワ花　

　
　ハ

ン攀　
　セ

ツ折　
　
　ク

ワ
ン
ジ
ン

官
人　
ヲ
　ゲ

イ迎　
ス

　シ遺
二
　
巫
　ノ山　
　ヲ幻
一
　
　リ獨　
　フ彷
レ
　
　ヲ巷　

　フ巫　
　ザ

ン山　
ノ
　

マ
ボ
ロ
シ

幻　
ヲ
　ノ

コ遺　
シ
　
　ヒ

ト獨　
リ
　チ

マ
タ巷　ヲ

　サ
マ
ヨ彷　フ

弦
月
中
　ニ

シ
テ

天　
　ミ睚　
　ト

シ
テ

皓　
　ル瞋　

　ゲ
ン
ゲ
ツ

弦
月　
　
　チ

ユ
ウ
テ
ン

中
天　
ニ
シ
テ
　
　ニ

ラ睚　
ミ
　コ

フ皓　
ト
シ
テ
　イ

カ瞋　
ル

氛
気
は
春
の
庭
を
満
た
し
　
き
め
こ
ま
や
か
な
湿
り
を
帯
び
る

　は
ん
り
ゆ
う

攀
柳　
　
　せ

つ
か

折
花　
　
大
切
な
顧
客
を
も
て
な
す

巫
山
の
幻
を
後
に
し
て
　
た
だ
一
人
　
巷
を
彷
徨
っ
た

弦
月
は
天
の
真
ん
中
で
　
白
く
怒
り
睨
み
つ
け
て
い
た
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荷
風
散
人
ノ
日
乘
ニ
寄
ス

こ
こ
の
と
こ
ろ
、
通
勤
電
車
に
揺
ら
れ
な
が
ら
、
永
井
荷
風
の
日
記
『
斷
腸
亭
日
乘
』
を
読
ん
で
い
る
。

歸
途
新
大
橋
を
渡
り
電
車
に
て
小
名
木
川
に
至
り
、
砂
町
埋
立
地
を
步
む
、
四
顧
曠
茫
た
り
、
中
川

の
岸
ま
で
步
ま
む
と
せ
し
が
、
城
東
電
車
線
路
を
踰
る
頃
日
は
早
く
暮
れ
、
埋
立
地
は
行
け
ど
も
猶

盡
き
ず
、
道
行
く
人
の
影
も
絶
え
た
り
、〔
…
…
〕
遠
く
曠
野
の
は
づ
れ
に
洲
崎
遊
郭
と
お
ぼ
し
き

燈
火
を
目
あ
て
に
、
溝
渠
に
沿
ひ
た
る
道
を
辿
り
、
漸
く
に
し
て
市
内
電
車
の
線
路
に
出
で
た
り
。

『
斷
腸
亭
日
乘
』
昭
和
六
年
十
一
月
廿
七
日
―――

『
荷
風
全
集
』
巻
二
十
一
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
七
年
、p.53

。

今
夕
、
出
張
先
の
桜
木
町
か
ら
の
帰
り
、
横
須
賀
線
の
車
窓
か
ら
川
崎
陋
巷
方
面
の
街
灯
り
を
遠
望
し
て
い
る

と
、
ふ
と
、『
日
乘
』
の
こ
の
記
述
は
荷
風
の
心
象
風
景
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
至
っ
た
。
四
顧
曠
茫
。
沈

滞
し
た
時
代
に
あ
っ
て
、
荷
風
の
眼
に
は
、
周
り
の
存
在
は
何
も
か
も
曠
野
に
等
し
く
映
じ
、
一
方
で
衰
え
を
感

じ
は
じ
め
た
身
は
、
尚
も
妓
楼
の
燈
火
に
惹
か
れ
行
く
ば
か
り
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
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寄
荷
風
散
人
日
乘

Feb.
2
2,

2
0
13.

　カ荷　
　フ

ウ風　
　サ

ン散　
　ジ

ン人　
ノ
　ニ

チ
ジ
ヨ
ウ

日
乘　
ニ
　ヨ寄　
ス

晏
眠
午
睡
夕
　ニ陰　
　ム醒　

　ア
ン晏　

　ミ
ン眠　

　
　ゴ午　
　ス

イ睡　
　
　セ

キ夕　
　イ

ン陰　
ニ
　サ醒　
ム

　ヒ迷
―二
　
　ミ惓　
　白　
　ニ箋
一
　
　櫻　
　ハ樹　
　シ暝　

　ハ
ク白　

　セ
ン箋　

ニ
　マ

ヨ迷　
ヒ
　ウ惓　
ミ
　
　ア

ウ櫻　
　ジ

ユ樹　
ハ
　ク

ラ暝　
シ

四
顧
曠
　タ

リ
茫　
塡
　ノ海　
地

　シ四　
　コ顧　
　ク

ワ
ウ
バ
ウ

曠
茫　
タ
リ
　
　テ

ン塡　
　カ

イ海　
ノ
地

　ギ喘
二
　
溝
　ノ渠　
　ニ徑
一
　
　ル矚
二
　
紅
　ヲ燈
一
　

　コ
ウ溝　

　キ
ヨ渠　

ノ
　ケ

イ徑　
ニ
　ア

ヘ喘　
ギ
　
　コ

ウ紅　
　ト

ウ燈　
ヲ
　ミ矚　
ル

遅
く
起
床
し
　
ま
た
午
睡
を
貪
り
　
夕
方
に
な
っ
て
覚
醒
す
る
日
々

真
っ
白
な
原
稿
用
紙
を
前
に
　
迷
い
　
倦
み
　
暗
い
庭
の
桜
樹
に
目
を
や
る

濹
東
海
浜
の
埋
立
地
は
　
四
方
果
て
し
な
く
　
荒
涼
と
し
て
い
た

溝
渠
沿
道
で
息
を
切
ら
す
　
妓
楼
の
燈
火
を
遠
く
に
眺
め
た
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川
崎
柳
巷
ノ
游
子
幻
影

早
め
に
仕
事
を
上
が
っ
た
。
今
日
、
金
曜
日
午
前
、
開
発
工
程
の
遅
れ
に
関
す
る
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
担
当
部

署
と
の
不
愉
快
極
ま
り
な
い
会
議
で
、
気
分
は
最
悪
。「
こ
れ
、
お
客
に
ど
う
説
明
す
り
ゃ
い
い
ん
だ
よ
！
」
―――

で
も
っ
て
鬱
な
私
は
、
仕
事
が
一
区
切
り
し
た
午
後
、
事
務
所
の
あ
る
霞
ヶ
関
か
ら
地
元
・
川
崎
に
向
か
っ
た
。

こ
の
炎
天
下
に
、
身
を
じ
り
じ
り
焼
い
て
、
悪
意
を
汗
と
と
も
に
流
し
去
っ
て
し
ま
い
た
く
な
り
、
旧
東
海
道
に

沿
っ
て
散
歩
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
頭
を
冷
や
す
こ
と
！

こ
こ
数
日
の
寝
不
足
と
、
会
議
の
怒
り
と
、
お
彼
岸
の
近
い
こ
の
ク
ソ
暑
さ
で
ム
カ
ム
カ
し
て
い
た
。
カ
ン
カ

ン
照
り
の
な
か
、
川
崎
駅
か
ら
大
き
く
迂
回
す
る
よ
う
に
府
中
街
道
ま
で
出
て
、
そ
れ
を
川
崎
競
馬
場
方
面
に
進

み
、
本
町
交
差
点
か
ら
狭
い
旧
東
海
道
に
入
っ
た
。
堀
之
内
か
ら
南
町
ま
で
、
と
決
め
た
。
こ
こ
は
川
崎
の
柳
巷
。

江
戸
時
代
か
ら
繁
華
な
宿
場
街
だ
っ
た
場
所
柄
で
あ
ろ
う
か
。
た
っ
た
二
区
画
を
挟
ん
で
一
大
ソ
ー
プ
ラ
ン
ド
街

が
二
つ
も
あ
る
。

古
風
な
珈
琲
専
門
店
に
立
ち
寄
っ
て
一
服
。
ピ
エ
ー
ル
・
ル
イ
ス
の
『
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
』
を
読
む
。
美
し
い
娼

婦
・
ク
リ
ュ
シ
ス
と
、
理
想
美
に
囚
わ
れ
る
彫
刻
家
・
デ
メ
ト
リ
オ
ス
と
の
悲
劇
的
物
語
。
古
代
ア
レ
ク
サ
ン
ド

リ
ア
の
白
昼
の
官
能
・
ギ
リ
シ
ア
的
清
澄
と
、
死
臭
の
漂
う
東
方
的
暗
黒
と
の
、
見
事
な
頽
廃
的
融
合
。

歩
き
な
が
ら
、
炎
天
下
、
ク
リ
ュ
シ
ス
の
輝
か
し
い
白
昼
の
裸
体
を
思
い
描
く
。
そ
し
て
、
翻
訳
者
解
説
に
つ

い
て
反
芻
す
る
。
夢
の
な
か
で
ク
リ
ュ
シ
ス
と
交
わ
っ
た
デ
メ
ト
リ
オ
ス
の
快
楽
に
つ
い
て
、「
夢
は
現
実
に
ま

さ
る
」
な
ど
と
説
い
て
い
る
。
思
う
に
、
こ
れ
は
、
目
の
前
に
し
か
と
存
在
す
る
女
性
の
肉
体
美
を
、
理
想
美
、
絶

対
美
な
ど
と
い
う
持
っ
て
回
っ
た
陳
腐
な
概
念
を
媒
介
せ
ず
に
は
肯
定
で
き
な
い
、
日
本
の
大
卒
文
学
イ
ン
テ
リ

独
特
の
観
念
的
教
条
主
義
だ
。『
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
』
の
藝
術
の
核
心
は
、
地
上
的
女
性
美
の
　・無
・条
・件
・の　
賛
美
に
あ

る
。
解
説
者
の
こ
ん
な
幼
稚
な
抽
象
的
解
釈
と
は
真
逆
の
も
の
で
あ
る
。

現
実
は
夢
に
ま
さ
る
の
で
あ
る
。
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川
崎
　リ

ウ
カ
フ

柳
巷　
ノ
　イ

ウ游　
　シ子　
　ゲ

ン
エ
イ

幻
影　

Sept.
14,

2
0
12.

P.Louÿs—
A
phrodite

ニ
寄
ス

　ク往
二
　
舊
大
　ヲ街
一
　
焚
　タ

ル
灼　
風

　キ
ウ舊　

　タ
イ
ガ
イ

大
街　
ヲ
　ユ往　
ク
　
　フ

ン
シ
ヤ
ク

焚
灼　
タ
ル
風

　ガ
ス
燋
二
　
希
　ノ臘　
　ヲ幻
一
　
玉
玲
　タ

リ
瓏　

　ギ
リ
シ
ヤ

希
臘　
ノ
　

マ
ボ
ロ
シ

幻　
ヲ
　コ燋　
ガ
ス
　
　ギ

ヨ
ク玉　

　レ
イ玲　

　ロ
ウ瓏　

タ
リ

嫦
　ス齎
二
　
蘭
　ヲ橤
一
　
　ク無
二
　
莖
　葉
一
　

　ヂ
ヤ
ウ嫦　、

　ラ
ン蘭　

　ズ
イ橤　

ヲ
　モ

タ
ラ齎　ス

　
　ケ

イ
エ
フ

莖
葉　
無
ク

　ジ
テ
變
二
　
　ノ輛　
一
　ニ輪
一
　
　ル還
二
　
碧
　ニ空
一
　

　リ
ヤ
ウ輛　ノ

　イ
チ
リ
ン

一
輪　
ニ
　ヘ

ン變　
ジ
テ
　
　ヘ

キ
ク
ウ

碧
空　
ニ
　カ

ヘ還　
ル

旧
街
道
を
わ
た
り
往
く
熱
風

古
代
ギ
リ
シ
ヤ
の
幻
　
玲
瓏
た
る
玉
飾
り
を
焦
が
す

月
の
よ
う
な
美
女
が
く
れ
た
胡
蝶
蘭
一
花
　
茎
も
葉
も
な
い
花
蕊

ふ
と
二
輪
車
の
片
輪
に
変
容
し
た
か
と
思
う
と
　
紺
碧
の
空
に
還
っ
て
行
く
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永
井
荷
風
『
濹
東
綺
譚
』
―――
勘
違
い
恋
愛
小
説

思
う
に
、
文
学
の
本
質
は
作
者
の
想
像
力
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
る
。
作
中
の
事
物
・
状
況
が
ど
れ
だ
け
風
情

に
満
ち
、
抒
情
的
、
浪
漫
的
、
刺
激
的
、
魅
惑
的
に
描
か
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
作
者
の
想
像
力
に
依
る
も
の
で

あ
り
、
描
か
れ
た
事
物
の
本
性
、
現
実
、
実
在
像
と
は
異
な
る
も
の
（「
似
て
い
る
、
似
て
い
な
い
」
で
は
な
く
、

本
質
的
に
違
う
も
の
）
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。

文
学
作
品
に
描
か
れ
た
事
物
の
現
実
的
な
姿
を
己
の
経
験
と
観
察
と
に
照
ら
し
て
解
釈
し
、
そ
れ
と
作
品
の
な

か
で
の
取
扱
い
と
を
見
比
べ
る
と
、
何
が
得
ら
れ
る
か
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
き
ち
ん
と
踏
み
な
が
ら
作
品
を
楽
し

む
の
が
「
大
人
の
読
み
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
己
の
表
象
と
作
品
世
界
と
が
近
似
し
て
い
れ
ば
共
感
と
な
り
、
不

一
致
の
場
合
で
も
新
し
い
発
見
を
与
え
て
く
れ
れ
ば
世
界
が
広
が
り
、
生
き
る
こ
と
の
豊
か
さ
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

『
濹
東
綺
譚
』
は
、「
玉
の
井
の
私
娼
街
を
背
景
と
し
て
人
事
に
添
え
て
夏
か
ら
秋
へ
の
季
節
の
移
り
ゆ
く
さ

ま
を
描
写
」（p.116

）
し
た
風
俗
小
説
に
し
て
、
作
者
の
意
図
と
し
て
「
玉
の
井
と
い
う
昭
和
の
私
娼
窟
を
風
物

詩
的
に
後
世
に
伝
え
残
そ
う
と
し
た
」（p.117
）、「
作
中
人
物
の
生
活
や
事
件
が
展
開
す
る
場
所
や
背
景
を
情
味

を
以
て
克
明
に
描
き
写
し
た
一
種
の
随
筆
的
小
説
」（p.116

。
引
用
は
い
ず
れ
も
新
潮
文
庫
版
『
濹
東
綺
譚
』
の

秋
庭
太
郎
に
よ
る
解
説
）
と
評
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
秋
庭
の
評
の
核
心
に
は
、『
濹
東
綺
譚
』
は
「
後
世
に

伝
え
残
す
」
べ
き
現
実
（「
生
活
」、「
場
所
」、「
背
景
」）
を
「
克
明
に
描
き
写
し
た
」
リ
ア
リ
テ
ィ
と
「
情
味
」

と
を
兼
ね
備
え
た
小
説
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
本
作
品
に
対
す
る
評
価
の
主
流
で
あ
る
。

僕
も
か
つ
て
は
こ
の
見
方
に
準
じ
て
、『
濹
東
綺
譚
』
は
、
季
節
の
遷
移
の
詩
情
と
江
戸
戯
作
・
漢
詩
の
文
学

伝
統
の
情
趣
と
に
彩
ら
れ
た
、「
わ
た
く
し
」
と
お
雪
と
の
間
の
、
成
就
し
な
か
っ
た
（
情
事
は
い
く
ら
で
も
な

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
）
は
か
な
い
一
夏
の
恋
愛
譚
、
山
の
手
の
金
持
ち
老
人
と
「
其
身
を
卑
し
い
も
の
」（p.7

2

）

と
さ
れ
る
若
く
美
し
い
娼
婦
と
の
激
し
い
落
差
に
こ
そ
プ
ロ
ッ
ト
的
趣
向
の
あ
る
恋
愛
譚
と
捉
え
て
来
た
。
そ
し

て
い
ま
現
在
も
、
文
学
的
詩
情
と
現
代
的
遊
女
恋
愛
譚
と
の
融
合
に
こ
そ
作
品
の
美
点
を
認
め
る
。
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し
か
し
も
う
一
方
で
、
こ
れ
だ
け
で
満
足
す
る
の
は
、「
大
人
の
読
み
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
と
、
現
在
の
僕

は
疑
い
の
目
で
見
て
し
ま
う
。「
玉
の
井
の
私
娼
」
た
ち
の
実
際
の
生
活
、
人
と
な
り
、
娼
婦
買
春
の
遊
び
と
し

て
の
習
俗
な
ど
な
ど
、
ど
こ
ま
で
レ
ア
リ
ア
を
調
査
し
た
上
で
秋
庭
は
「
克
明
に
描
き
写
し
た
」
な
ど
と
断
言
し

て
い
る
の
か
。
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
仮
に
娼
婦
と
い
う
の
が
職
業
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
と
突
き
放
し
て
み

る
と
、『
濹
東
綺
譚
』
を
娼
婦
と
客
と
の
恋
愛
譚
と
し
て
読
む
に
は
、「
わ
た
く
し
」
と
お
雪
の
「
恋
愛
」
関
係
に

ウ
ソ
臭
さ
が
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
疑
問
を
も
っ
て
『
濹
東
綺
譚
』
を
読
む
と
、
少
し
面
白
い
作
品
構
造
が
見
え
て
来
る
。
結
論
か
ら
言

う
と
、
こ
の
作
品
は
「
勘
違
い
恋
愛
小
説
」
の
面
白
さ
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
わ
た
く
し
」
と
お
雪
と
の
や
り
と
り
は
、

江
戸
文
学
の
雰
囲
気
を
借
り
て
上
流
の
お
忍
び
客
と
低
級
娼
婦
と
の
異
界
流
離
譚
風
（
己
の
上
流
出
自
を
記
し
な

が
ら
こ
と
さ
ら
身
を
窶
し
て
最
下
層
に
降
り
て
来
た
「
わ
た
く
し
」
は
、
玉
の
井
を
「
ラ
ビ
リ
ン
ト
」
と
呼
ん
で

お
り
、
ど
こ
か
地
獄
を
巡
る
ダ
ン
テ
を
気
取
っ
て
い
る
）
の
恋
愛
情
趣
を
ま
き
散
ら
し
な
が
ら
、
じ
つ
は
、
互
い

の
目
に
見
え
な
い
心
の
状
態
が
ま
っ
た
く
す
れ
違
っ
て
い
る
と
い
う
心
理
的
諧
謔
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

娼
婦
、
す
な
わ
ち
男
性
に
性
的
サ
ー
ビ
ス
を
与
え
そ
の
対
価
に
金
銭
を
得
る
プ
ロ
の
個
人
事
業
者
は
、
毎
日
毎

日
、
来
る
日
も
来
る
日
も
、「
仕
事
で
」
男
性
器
を
口
な
り
女
性
器
な
り
の
解
剖
学
的
人
体
で
受
入
れ
て
い
る
。
女

性
器
は
要
す
る
に
商
売
道
具
で
あ
り
日
々
の
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
な
鍛
錬
に
よ
り
鋼
鉄
の
よ
う
に
鍛
え
ら
れ
て
い

る
。
と
は
い
え
、
己
の
女
性
器
を
使
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
販
売
す
る
と
い
う
こ
と
を
除
け
ば
、
彼
女
は
ケ
ー
キ
を
売

る
菓
子
屋
の
女
店
員
と
ど
こ
も
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
娼
婦
は
、
そ
れ
を
「
其
身
を
卑
し
い
も
の
」

（p.7
2

）
と
書
く
荷
風
ば
か
り
で
な
く
、
世
の
中
一
般
か
ら
差
別
的
に
蔑
み
を
も
っ
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

客
を
遇
す
る
職
業
、
仕
事
、
生
業
と
い
う
意
味
で
、
娼
婦
も
、
ケ
ー
キ
屋
女
店
員
も
等
価
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
娼

婦
は
ケ
ー
キ
売
り
と
同
様
、
客
を
恋
愛
対
象
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
客
が

ケ
ー
キ
を
買
っ
て
く
れ
、
リ
ピ
ー
ト
し
て
く
れ
る
限
り
に
お
い
て
ケ
ー
キ
売
り
が
ス
マ
イ
ル
を
振
り
ま
く
の
と
ま

36



さ
に
同
じ
く
、
娼
婦
は
性
行
為
に
「
恋
愛
」
的
演
技
（
色
目
）
を
加
え
て
客
の
満
足
度
、
リ
ピ
ー
ト
願
望
を
掻
き

立
て
る
。
そ
の
様
子
に
よ
っ
て
娼
婦
が
自
分
に
「
気
が
あ
る
」
と
思
う
こ
と
の
愚
か
し
さ
は
、
ケ
ー
キ
売
り
の
女

店
員
の
ス
マ
イ
ル
に
「
お
れ
に
惚
れ
て
ん
の
か
」
と
勘
違
い
す
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
娼
婦
は
性
行
為

と
そ
の
周
辺
的
雰
囲
気
・
疑
似
恋
愛
を
売
り
物
に
し
て
い
る
だ
け
い
っ
そ
う
、
そ
の
勘
違
い
が
起
き
や
す
い
。

も
ち
ろ
ん
ケ
ー
キ
屋
女
性
店
員
が
客
と
恋
に
落
ち
る
可
能
性
は
ゼ
ロ
で
は
な
い
。
同
様
に
、
娼
婦
が
客
に
本
当

の
恋
愛
感
情
を
覚
え
る
可
能
性
だ
っ
て
当
然
あ
る
。
し
か
し
、
娼
婦
を
「
職
業
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
プ
ロ
意
識

の
現
実
的
理
解
（
も
ち
ろ
ん
僕
の
理
解
）
を
念
頭
に
お
い
て
、『
濹
東
綺
譚
』
の
お
雪
の
言
動
を
観
察
す
る
と
、
彼

女
が
「
わ
た
く
し
」
に
対
し
て
恋
愛
感
情
を
抱
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
甘
美
な
小
説
的
ス
ト
ー
リ
ー
よ
り
も
む

し
ろ
、
性
の
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
に
よ
る
疑
似
恋
愛
の
フ
ェ
イ
ク
の
し
た
た
か
さ
こ
そ
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、『
濹
東
綺
譚
』
は
「
お
れ
に
惚
れ
て
ん
の
か
」
式
勘
違
い
を
巧
み
に
描
い
た
小
説
な
の
で
あ
る
。

「
わ
た
く
し
」
が
ど
う
も
勘
違
い
し
て
い
る
よ
う
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、『
濹
東
綺
譚
』
の
お
雪
の
振
舞
い
に
、

「
わ
た
く
し
」
が
特
別
で
は
な
い
、
数
あ
る
客
の
一
人
で
し
か
な
い
こ
と
を
示
し
て
あ
ま
り
あ
る
記
述
が
散
見
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
お
雪
の
客
に
は
、
ひ
と
月
の
間
家
に
居
座
っ
た
呉
服
屋
の
ド
ラ
息
子
の
話
が
出
て
来
る
（p.39

）。

こ
れ
は
「
わ
た
く
し
」
の
よ
う
な
金
持
ち
の
馴
染
み
が
お
雪
に
は
ご
ろ
ご
ろ
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
あ
な

た
、
お
か
み
さ
ん
に
し
て
く
れ
な
い
」（p.51

）
と
い
う
「
わ
た
く
し
」
を
怯
え
さ
せ
た
決
定
的
告
白
は
、
独
身
者

と
判
明
し
た
年
輩
金
持
ち
リ
ピ
ー
タ
ー
へ
の
愛
情
フ
ェ
イ
ク
表
現
の
常
套
手
段
と
も
取
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
台

詞
を
発
し
た
直
後
に
お
雪
は
、
馴
染
み
の
客
が
店
口
を
叩
く
の
を
認
め
る
と
、「
ア
ラ
竹
さ
ん
、
お
上
ん
な
さ
い
」

と
言
っ
て
「
わ
た
く
し
」
を
ほ
っ
ぽ
り
出
し
て
「
馳
け
降
り
る
」
よ
う
に
階
段
を
急
い
で
竹
さ
ん
を
出
迎
え
る
の

で
あ
る
（p.57–

8

）。
こ
う
し
て
『
濹
東
綺
譚
』
は
「
わ
た
く
し
」
以
外
の
客
の
誰
も
が
「
わ
た
く
し
」
の
よ
う
な

応
対
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
見
え
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
初
対
面
で
「
ど
こ
に
出

て
い
た
ん
だ
」（p.2

5

）
と
い
う
よ
う
な
立
ち
入
っ
た
過
去
を
訊
く
「
わ
た
く
し
」
の
よ
う
な
客
は
、
娼
婦
に
と
っ
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て
馴
れ
馴
れ
し
い
イ
ヤ
ミ
な
客
の
第
一
属
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
こ
れ
で
沢
山
だ
わ
ね
え
」（p.2

6

）
と
い
う
お

雪
の
苛
立
っ
た
台
詞
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
お
雪
に
と
っ
て
「
わ
た
く
し
」
は
い
よ
い
よ
「
金
持
ち
の
リ
ピ
ー

タ
ー
」
と
し
て
し
か
映
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

江
戸
戯
作
・
花
柳
小
説
の
伝
統
を
背
景
と
し
た
情
趣
を
横
溢
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
散
文
的
勘
違

い
を
は
か
な
い
一
夏
の
恋
愛
譚
に
劇
的
に
反
転
さ
せ
て
見
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
こ
そ
が
、
こ
の
小
説
の
諧
謔
で
あ
る
。

別
離
の
半
年
な
い
し
一
年
後
の
「
わ
た
く
し
」
と
お
雪
の
再
会
を
想
像
す
る
く
だ
り
で
、「
こ
の
偶
然
的
邂
逅
を

し
て
更
に
感
傷
的
な
ら
し
め
よ
う
と
思
っ
た
な
ら
」（p.8
1

）
云
々
と
描
写
を
た
め
ら
い
、
ロ
ッ
チ
の
筆
に
言
及
す

る
こ
と
で
茶
化
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
諧
謔
を
強
調
し
て
い
る
。
実
際
な
ら
、
ど
れ
だ
け
馴
染
み
に
し
て
い
た
と

し
て
も
、
客
は
客
に
過
ぎ
ず
、
娼
家
の
外
で
は
単
な
る
通
行
人
と
変
わ
り
は
な
く
、
疑
似
恋
愛
サ
ー
ビ
ス
を
与
え

る
必
要
は
な
い
わ
け
で
、
お
そ
ら
く
、
上
が
っ
た
（
素
人
に
な
っ
た
）
お
雪
は
「
わ
た
く
し
」
を
認
め
て
も
「
知

ら
ん
ぷ
り
」（
あ
れ
は
サ
ー
ビ
ス
な
ん
だ
か
ら
勘
違
い
し
な
い
で
、
も
う
私
は
娼
婦
で
は
な
い
の
だ
か
ら
纏
わ
り

付
か
な
い
で
、
と
い
う
意
図
を
込
め
て
）
を
し
た
に
違
い
な
い
―――
こ
れ
は
僕
の
実
際
的
・
散
文
的
な
想
像
で
あ

る
。
そ
し
て
、
思
う
に
、
荷
風
も
そ
う
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
濹
東
綺
譚
』
を
読
ん
で
、
昔
の
娼
婦
は
風
情
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
と
か
、
こ
ん
な
美
人
で
気
の
よ
い
娼
婦
に

出
会
っ
て
同
じ
よ
う
な
切
な
い
恋
愛
が
し
た
い
と
か
、
そ
ん
な
ふ
う
に
感
傷
的
に
ノ
ボ
セ
あ
が
る
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
ガ
キ
の
読
み
方
で
あ
る
。
膣
に
指
を
突
っ
込
ま
れ
て
ぐ
り
ぐ
り
さ
れ
潮
吹
き
を
さ
せ
ら
れ
て
よ
が
る
ア
ダ
ル

ト
ビ
デ
オ
女
優
を
観
て
、「
女
は
こ
れ
を
さ
れ
る
と
悦
ぶ
ん
だ
」
と
ガ
キ
の
よ
う
に
勘
違
い
す
る
の
と
ど
こ
も
変
ら

な
い
。
そ
れ
は
男
の
勝
手
な
欲
望
と
い
う
も
の
に
依
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
し
か
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
、
女
の
オ
ー

ガ
ズ
ム
の
実
態
を
で
は
な
く
、
観
る
側
で
あ
る
男
の
独
り
善
が
り
の
趣
味
を
こ
そ
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

新
潮
文
庫
版
『
濹
東
綺
譚
』
の
解
説
で
、
秋
庭
太
郎
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

わ
た
く
し
な
る
人
物
が
お
雪
と
別
れ
る
理
由
は
、
お
雪
が
女
房
お
か
み
さ
ん
に
し
て
く
れ
と
云
い
出
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し
た
こ
と
か
ら
で
あ
っ
て
、
女
は
人
妻
と
な
れ
ば
嬾
婦
か
悍
婦
に
な
る
か
ら
だ
と
敬
遠
す
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
わ
た
く
し
則
荷
風
の
女
性
観
結
婚
観
で
あ
り
、
女
性
不
信
の
作
者
の
性
向
が
窺
わ
れ
る

も
の
の
、
お
雪
を
い
と
惜
し
む
結
末
の
余
韻
あ
る
巧
み
な
描
写
に
陶
酔
し
て
作
者
の
女
性
観
な
ど
を

是
非
す
る
余
裕
を
与
え
な
い
。

『
濹
東
綺
譚
』
新
潮
文
庫
、19

51

年
、p.118

。

た
し
か
に
「
女
性
観
な
ど
を
是
非
」
す
る
だ
け
で
は
『
濹
東
綺
譚
』
の
豊
か
さ
は
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
、
お
そ
ら
く
荷
風
は
そ
う
い
う
己
の
性
情
を
作
品
で
暗
に
、
自
嘲
的
に
、
か
ら
か
い
た
か
っ
た
の
だ
と

僕
は
信
ず
る
。
だ
か
ら
こ
そ
鋼
鉄
の
女
性
器
を
も
つ
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
と
の
恋
愛
遊
戯
の
反
転
的
諧
謔
が
意
味

を
な
す
の
で
あ
る
。
小
説
的
勘
違
い
野
郎
を
笑
っ
て
や
る
、
っ
て
な
も
ん
や
。

考
え
て
み
れ
ば
、「
お
か
み
さ
ん
に
し
て
く
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
て
敬
遠
し
て
し
ま
う
「
わ
た
く
し
」
の
姿
は
、

好
き
な
だ
け
恋
人
と
セ
ッ
ク
ス
し
て
お
き
な
が
ら
、「
結
婚
し
て
」
と
彼
女
に
迫
ら
れ
た
ト
タ
ン
に
ド
ン
ビ
キ
し
て

し
ま
う
、
覚
悟
の
な
い
無
責
任
な
若
い
男
と
じ
つ
に
似
て
い
る
。
つ
ま
り
、
秋
庭
の
指
摘
し
て
い
る
荷
風
の
「
女

性
不
信
」
は
、
無
責
任
の
持
っ
て
回
っ
た
言
訳
で
し
か
な
い
よ
う
に
僕
に
は
思
わ
れ
る
。「
女
は
人
妻
と
な
れ
ば

嬾
婦
か
悍
婦
に
な
る
」
―――
こ
れ
は
「
真
理
」
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
に
「
わ
た
く
し
」
な
い
し
荷

風
が
思
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
た
だ
た
だ
彼
が
女
性
と
き
ち
ん
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
性
格
で
あ
る

か
ら
こ
そ
出
て
来
る
身
勝
手
な
偏
見
で
あ
る
、
と
考
え
た
ほ
う
が
穿
っ
て
い
る
。

荷
風
は
正
妻
を
一
年
で
離
縁
し
、
次
に
迎
え
入
れ
た
娼
妓
上
が
り
を
や
は
り
一
年
で
追
い
出
し
て
い
る
。
当
た

り
前
で
あ
る
。
学
校
に
通
う
弱
年
か
ら
、
一
人
の
生
身
の
女
性
と
真
摯
に
向
き
合
う
前
に
、
荷
風
は
買
春
に
ハ
マ
っ

て
い
る
の
だ
。
性
戯
の
プ
ロ
、
し
か
も
思
い
や
り
だ
と
か
を
ま
っ
た
く
示
さ
な
く
と
も
金
で
ラ
ク
に
恋
人
気
分
を

満
喫
で
き
る
プ
ロ
―――
そ
う
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
女
性
に
馴
ら
さ
れ
た
若
い
男
―――
し
か
も
、
江
戸
情
緒
あ
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ふ
れ
る
文
学
的
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
し
か
女
性
を
眺
め
ら
れ
な
い
男
―――
が
、
普
通
の
、
あ
れ
こ
れ
面
倒
を
焼

か
な
く
て
は
恨
み
言
ば
か
り
言
う
、
手
間
の
か
か
る
、
我
慢
を
強
い
る
、
所
帯
染
み
た
、
性
戯
の
ヘ
タ
な
、
性
器

の
臭
う
、
現
実
の
、
生
身
の
女
性
に
満
足
で
き
る
わ
け
が
な
い
で
は
な
い
か
。
で
、
一
年
と
い
う
わ
ず
か
の
間
に

飽
き
て
女
が
厭
わ
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
女
性
観
が
崩
れ
て
行
き
、「
女
は
人
妻
と
な
れ
ば
嬾
婦
か
悍

婦
に
な
る
」
と
い
う
単
純
極
ま
り
な
い
考
え
に
至
る
の
は
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
作
家
と
し
て
は
大
い
に
尊
敬

す
る
永
井
荷
風
が
人
間
・
男
と
し
て
は
自
己
中
心
的
な
欠
陥
を
も
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
僕
は
思
っ
て
い
る
。
女

を
嬾
婦
だ
の
悍
婦
だ
の
蔑
む
前
に
、
己
の
男
と
し
て
の
器
量
を
疑
っ
た
ほ
う
が
よ
い
―――
僕
の
独
り
言
。

PostScriptum

お
雪
の
部
屋
を
は
じ
め
て
訪
れ
た
際
に
「
わ
た
く
し
」
が
「
お
ぶ
代
」（
御
祝
儀
）
と
し
て
五
十
銭
を
支
払
う

く
だ
り
が
あ
る
（p.2

6

）。
昭
和
十
年
こ
ろ
の
相
場
と
し
て
、
米
十
キ
ロ
が
二
円
五
十
銭
く
ら
い
だ
っ
た
と
い
う

か
ら
、
五
十
銭
は
い
ま
な
ら
そ
の
二
千
〜
三
千
倍
の
千
円
、
千
五
百
円
く
ら
い
の
価
値
で
あ
る
。
現
代
の
性
風
俗

に
照
ら
し
て
サ
ー
ビ
ス
料
（
要
す
る
に
本
番
の
対
価
）
が
そ
の
二
、
三
倍
と
し
て
も
、
五
、
六
千
円
で
お
雪
を
買

え
た
こ
と
に
な
る
。
い
ま
の
ヘ
ル
ス
よ
り
安
い
。

そ
ん
な
格
安
の
娼
家
で
、「
わ
た
く
し
」
は
「
じ
ゃ
、
一
時
間
と
決
め
よ
う
」（p.2

6

）
な
ど
と
い
う
ケ
チ
な
遊
び

を
し
て
い
る
。
一
時
間
な
ん
て
シ
ョ
ー
ト
コ
ー
ス
も
い
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
娼
婦
か
ら
す
れ
ば
「
な
に
よ
、
一

発
嵌
め
て
終
わ
り
っ
て
こ
と
？

そ
ん
な
に
私
は
安
い
女
な
わ
け
？
」
と
思
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
。
あ
れ
ほ
ど
お

雪
の
江
戸
前
の
美
に
瞠
目
し
て
い
る
割
り
に
は
、
安
く
上
げ
過
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
で
「
わ
た
く
し
」
は

古
雑
誌
と
長
襦
袢
の
古
着
に
三
円
七
十
銭
を
は
た
い
て
い
る
の
で
あ
る
（p.14

）。

こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
、『
濹
東
綺
譚
』
の
恋
愛
譚
と
し
て
の
ウ
ソ
臭
さ
を
僕
は
嗅
ぎ
取
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
誰
か
性
風
俗
遊
興
観
点
で
『
濹
東
綺
譚
』
の
こ
う
し
た
経
済
学
的
意
味
論
を
説
い
て
く
れ
る
―――
「
情
味
」

40



に
溺
れ
る
あ
ま
り
玉
の
井
の
レ
ア
リ
ア
を
「
克
明
に
描
き
写
し
た
」
な
ど
と
筆
が
滑
っ
て
し
ま
う
秋
庭
の
よ
う
な

感
覚
的
論
者
で
は
な
い
―――
実
証
的
研
究
者
は
い
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

再
びPostScriptum

上
記
で
荷
風
の
「
人
と
な
り
」
を
か
な
り
手
厳
し
く
書
い
て
は
い
る
が
、
僕
に
と
っ
て
荷
風
は
明
治
以
降
で
一

際
深
く
尊
敬
し
て
い
る
作
家
の
ひ
と
り
な
ん
で
あ
る
。
悪
く
思
う
部
分
は
彼
の
一
面
で
し
か
な
く
、
彼
の
文
学
的

業
績
は
そ
れ
を
埋
め
隠
し
て
し
ま
う
ば
か
り
に
大
き
い
。『
濹
東
綺
譚
』
は
諧
謔
的
な
読
み
を
許
す
く
ら
い
豊
か

な
意
味
の
膨
ら
み
を
備
え
た
小
説
な
の
で
あ
る
。

僕
だ
っ
て
お
雪
さ
ん
が
大
好
き
な
ん
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
「
大
好
き
」
の
依
っ
て
来
る
魅
力
は
、「
社
会
の

最
底
辺
に
あ
る
娼
婦
で
あ
り
な
が
ら
、
可
憐
な
心
を
失
わ
な
い
」
な
ど
と
い
う
子
供
だ
ま
し
の
感
傷
的
女
性
像
に

で
は
な
く
、
た
っ
た
独
り
の
観
客
（
買
春
客
）
を
前
に
し
た
密
室
の
疑
似
恋
愛
劇
の
巧
み
な
役
者
の
姿
に
こ
そ
あ

る
。
二
十
四
、
五
の
女
性
が
そ
の
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
な
演
技
で
も
っ
て
、
五
十
八
歳
の
「
わ
た
く
し
」
の
生
を

狂
わ
せ
、
手
玉
に
と
っ
て
い
る
の
だ
。
思
う
に
、『
濹
東
綺
譚
』
の
諧
謔
的
反
転
構
造
を
捉
え
な
い
と
、
そ
の
現

実
性
あ
る
魅
力
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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寄
荷
風
先
生
濹
東
綺
譚

July
2
2,

2
0
12.

　カ荷　
　フ

ウ風　
先
生
ノ
　ボ

ク濹　
　ト

ウ東　
　キ綺　
　タ

ン譚　
ニ
　ヨ寄　
ス

墨
　ノ水　
　タ

リ
來
レ
　
　ニ東　
雨
沛
　タ

リ
然　

　ボ
ク墨　

　ス
イ水　

ノ
　ヒ

ガ
シ東　ニ

　キ來　
タ
リ
　
雨
　ハ

イ沛　
　ゼ

ン然　
タ
リ

夜
光
蒸
　ト

シ
テ

鬱　
妓
樓
　ル咽　

　ヤ
ク
ワ
ウ

夜
光　
　
　ジ

ヨ
ウ
ウ
ツ

蒸
鬱　
ト
シ
テ
　
　ギ妓　
　ロ

ウ樓　
　ケ

ム咽　
ル

菖
花
　シ

テ
插
レ
　
　ニ繖　
房
　ニ門　
　ル靠　

　シ
ヤ
ウ
ク
ワ

菖
花　
　
　カ

サ繖　
ニ
　サ插　
シ
テ
　
　バ

ウ
モ
ン

房
門　
ニ
　ヨ靠　
ル

窻
　ニ下　
　ケ

バ
聽
レ
　
　ヲ靴　
霽
月
　ル還　

　サ
ウ窻　

　カ下　
ニ
　ク

ツ靴　
ヲ
　キ聽　
ケ
バ
　
　セ

イ
ゲ
ツ

霽
月　
　カ

ヘ還　
ル

墨
田
川
の
東
に
来
た
　
雨
が
し
と
ど
に
降
っ
て
い
た

夜
の
灯
り
が
蒸
し
蒸
し
と
鬱
陶
し
い
　
妓
楼
は
雨
に
咽
っ
て
い
た

菖
蒲
を
傘
に
挿
し
て
　
部
屋
の
戸
口
に
立
て
か
け
て
あ
る

窓
の
下
で
外
の
靴
音
に
耳
傾
け
る
　
　は霽　
れ
た
月
が
い
つ
か
の
姿
で
戻
っ
て
い
る
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千
鳥
ヶ
淵
観
桜
、
靖
國
参
拝

四
月
四
日
、
土
曜
日
、
陰
。
花
見
が
て
ら
散
歩
を
し
よ
う
と
、
妻
と
二
人
で
東
京
・
九
段
に
行
く
。
先
週
の
後

半
、
三
月
二
十
六
、
七
日
あ
た
り
は
天
気
も
よ
く
、
桜
も
見
ご
ろ
か
と
思
わ
れ
た
が
、
そ
の
週
末
は
仕
事
で
花
見

の
都
合
が
つ
か
ず
、
今
週
に
ず
れ
込
ん
だ
ら
天
気
は
陰
。
花
も
風
雨
に
乱
れ
る
か
と
し
ず
こ
こ
ろ
な
い
微
妙
な
時

機
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。

鼠
色
の
曇
り
空
の
下
、
う
そ
寒
い
日
和
に
、
千
鳥
ヶ
淵
の
桜
は
盛
り
を
過
ぎ
て
葉
桜
に
な
り
、
そ
し
て
散
り
は

じ
め
て
い
た
。
田
安
門
下
の
濠
の
水
面
を
お
び
た
だ
し
い
落
花
が
覆
っ
て
い
た
。
恋
人
た
ち
の
ボ
ー
ト
が
そ
れ
を

分
け
て
行
く
。
ふ
と
、
新
古
今
を
代
表
す
る
女
流
歌
人
・
宮
内
卿
の
歌
を
思
い
起
こ
し
た
。

花
さ
そ
ふ
ひ
ら
の
山
風
吹
き
に
け
り
こ
ぎ
行
く
舟
の
跡
み
ゆ
る
ま
で

舟
の
行
跡
に
焦
点
を
お
く
こ
と
で
却
っ
て
落
花
撩
乱
を
印
象
づ
け
る
。
宮
内
卿
一
流
の
「
跡
」
の
視
覚
的
レ
ト

リ
ッ
ク
が
あ
る
。
散
る
こ
と
で
恋
人
た
ち
を
彩
る
桜
。

淵
に
沿
っ
て
歩
く
う
ち
、
桜
の
樹
の
元
に
群
生
し
て
い
る
白
い
花
を
指
し
て
妻
が
言
う
―――
「
こ
れ
シ
ャ
ガ
っ

て
い
う
花
で
、
俳
句
に
よ
く
出
て
来
る
の
よ
ね
」。
シ
ャ
ガ
、
著
莪
の
花
。
帰
宅
し
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
ア
ヤ
メ

の
一
種
で
、
別
名
を
胡
蝶
花
と
も
。
絢
爛
と
溢
れ
る
桜
の
海
の
た
も
と
で
目
立
た
ず
ひ
っ
そ
り
と
咲
い
て
い
た
こ

の
花
の
季
は
初
夏
で
あ
る
。

九
段
坂
を
上
り
、
靖
國
神
社
を
参
拝
す
る
。
大
東
亜
戦
争
終
戦
七
十
年
。
英
霊
に
感
謝
。
本
堂
で
拍
手
を
打
っ

て
、
霊
を
呼
び
起
こ
す
。
能
楽
堂
の
桜
。
靖
國
の
桜
は
、
散
る
こ
と
の
美
で
霊
を
鎮
め
て
い
る
。
ま
た
花
を
咲
か

せ
る
こ
と
を
教
え
る
落
花
で
も
あ
る
。
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九
段
坂
幻
影

Jan.
2
2,

2
0
12.

　ク
ダ
ン
ザ
カ

九
段
坂　
　ゲ

ン
エ
イ

幻
影　

櫻
雪
蕭
　タ

リ
然　
　ル昇
二
　
九
　ヲ堽
一
　

　ア
ウ
セ
ツ

櫻
雪　
　
　セ

ウ
ゼ
ン

蕭
然　
タ
リ
　
　キ

ウ
コ
ウ

九
堽　
ヲ
　ノ

ボ昇　
ル

氣
　ク淸　
雀
　リ囀　
薄
霞
　タ

リ
洸　

　キ氣　
　キ

ヨ淸　
ク
　
　ス

ズ
メ雀　

　サ
ヘ
ヅ囀　リ

　
　ハ

ク薄　
　カ霞　
　
　ク

ワ
ウ洸　タ

リ

　ル視　
　ノ靈　
廢
　卒　
　カ

ニ
幽　
　ブ

ヲ
跳
レ
　
　ヲ坂　

　ミ視　
ル
　
　レ

イ靈　
ノ
　ハ

イ廢　
　ソ

ツ卒　
　
　カ

ス幽　
カ
ニ
　サ

カ坂　
ヲ
　ト跳　
ブ
ヲ

途
上
娟
人
　グ仰
二
　
彼
　ヲ蒼
一
　

　ト途　
　ジ

ヤ
ウ上　ノ

　ケ
ン娟　

　ジ
ン人　

　
　ヒ彼　
　サ

ウ蒼　
ヲ
　ア

フ仰　
グ

桜
花
は
静
か
に
雪
の
よ
う
に
舞
い
落
ち
る
　
九
段
坂
を
上
る

気
清
か
に
　
雀
が
囀
り
　
霞
が
薄
く
茫
と
た
な
び
く

視
え
る
　
兵
卒
の
幽
か
な
亡
霊
が
跳
び
下
っ
て
来
る

坂
の
途
上
　
女
人
は
蒼
い
空
を
仰
ぎ
見
る
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II

文
學
贅
言



令
和
―――
初
春
の
令
月
に
し
て
、
氣
淑
く
風
和
ぎ
…

五
月
一
日
の
御
代
替
わ
り
の
新
し
い
元
号
は
「
令
和
」
と
決
ま
っ
た
。
万
葉
集
巻
五
、
梅
花
の
歌
三
十
二
首
の

序
文
の
一
節
か
ら
採
ら
れ
た
と
の
こ
と
。

時
に
、
初
春
の
令
月
に
し
て
、
氣
　よ淑　
く
風
　や

は
ら和　ぎ

、
梅
は
鏡
前
の
粉
を
　ひ

ら披　
き
、
蘭
は
　は

い
ご

珮
後　
の
　か

う香　
を
　く

ん薫　
ず
。

岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集
二
』

高
木
市
之
助
・
五
味
智
英
・
大
野
晋
校
注
、

岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
四
年
、p.7

3

。

鏡
の
前
の
美
女
の
白
粉
の
よ
う
に
白
い
梅
花
、
嚢
中
の
お
香
の
よ
う
に
薫
る
蘭
花
と
い
う
、
清
く
美
し
い
和
の

花
の
背
景
が
麗
し
い
。
な
る
ほ
ど
、
め
で
た
い
元
号
で
は
な
い
か
。

し
か
し
な
が
ら
、「
令
和
」
と
い
う
元
号
に
対
し
て
、
予
想
通
り
、
一
部
の
左
が
か
っ
た
イ
ン
テ
リ
た
ち
は
日
本

の
右
傾
化
を
象
徴
し
て
い
る
と
息
巻
い
て
い
る
ら
し
く
、
例
に
た
が
わ
ず
、
こ
の
め
で
た
い
新
元
号
発
表
に
不
愉

快
な
一
石
を
投
じ
て
く
れ
て
い
る
。
欧
米
メ
デ
ィ
ア
に
も
、
漢
籍
の
伝
統
に
反
し
国
書
か
ら
採
用
し
た
の
は
、
中

国
に
対
抗
し
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
傾
く
日
本
の
国
情
の
現
れ
だ
と
い
う
よ
う
な
、
独
善
的
な
論
評
を
な
す
も
の
も

あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、「
令
」
は
命
令
の
令
で
あ
り
「
和
」
を
強
制
す
る
と
は
安
倍
の
独
裁
も
極
ま
っ
た
、
な
ど
と
い
う
の
も

見
た
。「
令
」
は
「
巧
言
令
色
」
に
あ
る
よ
う
に
悪
い
意
味
だ
、
と
い
う
バ
カ
左
翼
も
い
た
。「
令
」
は
「
気
品
が

あ
っ
て
麗
し
い
」
と
い
う
意
味
（「
令
嬢
」
の
「
令
」）
が
あ
る
こ
と
を
、
頭
か
ら
無
視
し
て
い
る
。「
令
子
」
と

い
う
名
の
女
性
は
数
多
く
い
る
が
、
そ
れ
は
「
悪
い
意
味
」
な
の
だ
ろ
う
か
？

人
を
侮
辱
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
ら
な
い
の
か
。
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そ
し
て
ま
た
、
元
号
は
天
皇
制
の
時
間
軸
を
国
民
に
強
制
す
る
も
の
だ
、
と
、
ま
た
ぞ
ろ
、
日
本
共
産
党
は
日

本
の
伝
統
を
否
定
す
る
の
に
忙
し
い
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
天
皇
に
結
び
つ
い
た
元
号
を
押
し
付
け
ら
れ
る
の

は
、
国
民
の
基
本
的
人
権
の
侵
害
で
あ
り
、
憲
法
違
反
だ
、
と
し
て
裁
判
所
に
訴
え
出
た
八
十
老
人
も
い
た
。
見

境
な
く
人
権
尊
重
を
振
り
か
ざ
す
老
醜
。
さ
ら
に
、
西
暦
を
使
え
と
い
う
、
こ
の
老
人
の
主
張
は
、
―――
こ
の
方

の
論
理
に
準
ず
れ
ば
、
―――
キ
リ
ス
ト
教
の
時
間
軸
を
国
民
に
強
制
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
な
ぜ
に
思
い
至
ら
な

い
の
か
。
一
九
六
〇
年
代
に
学
生
運
動
に
か
ぶ
れ
た
世
代
は
、
ホ
ン
ト
、
傍
迷
惑
な
存
在
で
あ
る
。
い
っ
た
い
ど

こ
ま
で
日
本
の
老
人
は
愚
鈍
な
の
か
。
老
醜
。
老
害
。
も
ち
ろ
ん
、
皆
が
皆
で
は
な
い
が
。
お
ま
け
に
、
も
っ
と

も
よ
い
条
件
で
年
金
を
貰
っ
て
い
る
か
ら
、
い
よ
い
よ
頭
に
来
る
ん
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
己
のA

nti-Japan

、
反
安
倍
政
権
の
立
場
を
説
明
す
る
か
、
人
権
を
は
き
違
え
て
い
る
か
、

も
し
く
は
、
元
号
と
い
う
わ
が
国
柄
の
ひ
と
つ
を
貶
め
た
い
に
過
ぎ
な
い
。
お
ま
け
に
、
そ
の
主
張
の
過
程
で
、

「
令
子
」
さ
ん
に
対
し
て
ま
っ
た
く
意
味
の
な
い
侮
辱
的
言
説
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
す
ら
気
づ
い
て
い
な
い
。

も
う
一
方
で
、
今
回
、
元
号
史
上
は
じ
め
て
国
書
を
典
拠
と
し
た
こ
と
が
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、

「
初
春
令
月
、
氣
淑
風
和
」
と
い
う
文
言
は
、
中
国
古
代
の
有
名
な
詩
文
集
『
文
選
』
に
あ
る
「
仲
春
令
月
、
時

和
氣
淸
」
に
淵
源
が
あ
り
、
万
葉
集
か
ら
採
っ
た
と
い
う
の
は
間
違
い
だ
、
な
ど
と
衒
学
的
な
こ
と
を
言
う
人
も

い
る
。
元
号
を
決
定
し
た
内
閣
が
「
万
葉
集
か
ら
採
っ
た
」
と
公
に
言
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
出
典
議
論
は
な
ん
の

意
味
も
な
い
、
た
だ
の
学
者
気
取
り
で
あ
る
。

は
っ
き
り
言
っ
て
、
日
本
の
古
典
が
中
国
古
典
詩
の
レ
ミ
ニ
ッ
サ
ン
ス
に
満
ち
て
い
る
の
は
当
た
り
前
で
あ
っ

て
、
こ
の
愚
者
の
論
理
が
ま
か
り
通
る
と
、
韓
国
人
の
病
的
な
お
家
芸
で
あ
る
「
な
ん
で
も
韓
国
起
源
説
」
と
変

わ
り
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。「
米
国
産
の
小
麦
粉
を
使
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
日
本
人
の
パ
テ
ィ
シ
エ
が
日
本

で
作
っ
た
美
味
し
い
菓
子
を
米
国
産
だ
と
言
う
バ
カ
が
ど
こ
に
い
る
？
」
と
、
あ
る
人
が
う
が
っ
た
譬
え
を
し
て

い
た
。
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「
初
春
の
令
月
に
し
て
、
氣
淑
く
風
和
ぎ
、
梅
は
鏡
前
の
粉
を
披
き
、
蘭
は
珮
後
の
香
を
薰
ず
」
―――
明
ら
か

に
漢
文
調
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
漢
文
を
俺
な
り
に
「
再
構
成
」
し
て
み
る
と
、「
初
春
令
月

氣
淑
風
和

梅
披
鏡

前
粉

蘭
薰
珮
後
香
」
と
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
梅
、
蘭
に
対
し
中
国
風
に
梅
花
、
蘭
花
と
花
字
を
補
う
と
、「
初

春
令
月

氣
淑
風
和

梅
花
披
鏡
前
粉

蘭
花
薰
珮
後
香
」。
平
仄
は
○
○
●
●

●
●
○
○

○
○
○
●
○
●

○
○
○
●
●
○
。
対
句
・
平
仄
も
見
事
な
四
六
駢
儷
体
と
な
る
。
こ
の
序
文
を
書
い
た
古
代
日
本
人
の
漢
籍
の
教

養
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
元
号
「
令
和
」
は
漢
籍
の
文
言
に
拠
る
と
い
う
元
号
の
伝
統
を
も
き
ち
ん
と
踏
ま
え
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
万
葉
集
と
い
う
わ
が
国
最
古
の
詩
歌
集
を
直
接
の
典
拠
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
万
葉
集
は
、

天
皇
、
貴
族
か
ら
兵
士
、
遊
女
、
乞
食
に
い
た
る
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
階
層
の
人
々
の
作
品
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

と
い
う
、
世
界
に
類
を
み
な
い
「
国
民
的
・
民
主
的
」
詩
歌
集
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
点
で
、「
令
和
」
は
、
日

本
国
民
の
民
主
的
統
合
を
象
徴
す
る
に
相
応
し
い
、
た
い
へ
ん
美
し
い
元
号
だ
と
思
う
。
こ
ん
な
ク
ー
ル
な
元
号

を
発
案
し
決
定
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
で
あ
る
。

新
元
号
発
表
直
後
に
讀
賣
新
聞
社
が
行
っ
た
緊
急
全
国
世
論
調
査
で
は
、「
令
和
」
に
好
感
を
も
っ
て
い
る
と

し
た
人
は6

2%

で
、
国
書
か
ら
採
ら
れ
た
こ
と
を
評
価
す
る
と
し
た
人
は8

8%

に
上
っ
た
。
や
は
り
、
日
本
国
民

は
総
じ
て
、
上
記
の
偽
善
的
左
翼
、
イ
ン
テ
リ
ぶ
っ
た
愚
者
（
ホ
ン
ト
、
頭
に
来
る
！
）
と
は
違
う
の
だ
。
安
心

し
た
。

こ
こ
で
改
め
て
、
典
拠
と
な
っ
た
序
文
を
す
べ
て
引
用
し
て
お
き
た
い
。

天
平
二
年
正
月
十
三
日
に
、
　そ

ち帥　
の
　お

き
な老　の

　い
へ宅　

に
　あ

つ萃　
ま
り
て
、
宴
會
を
　ひ

ら申　
き
き
。
時
に
、
初
春
の
令
月
に

し
て
、
氣
　よ淑　
く
風
　や

は
ら和　ぎ

、
梅
は
鏡
前
の
粉
を
　ひ

ら披　
き
、
　ら

ん蘭　
は
　は

い珮　
　ご後　
の
　か

う香　
を
　く

ん薰　
ず
。
　

し
か
の
み
に
あ
ら
ず

加
之　
、
　

あ
け
ぼ
の

曙　
の
嶺
に

雲
移
り
、
松
は
　

う
す
も
の

羅　
を
掛
け
て
　

き
ぬ
が
さ

蓋　
を
傾
け
、
夕
の
　く

き岫　
に
霧
結
び
、
鳥
は
　

う
す
も
の

縠　
に
　こ封　
め
ら
え
て
林
に
　ま

よ迷　
ふ
。

庭
に
は
　し
ん
て
ふ

新
蝶　
舞
ひ
、
空
に
は
故
雁
歸
る
。
こ
こ
に
天
を
　
き
ぬ
が
さ
蓋　
と
し
、
地
を
　し
き
ゐ座　と
し
、
膝
を
　ち
か
づ促　け
　
さ
か
づ
き
觴　
を
飛

48



ば
す
。
　こ

と言　
を
一
室
の
　う

ら裡　
に
忘
れ
、
　

こ
ろ
も
の
く
び

衿　
を
煙
霞
の
外
に
開
く
。
淡
然
に
　み

づ
か自　ら

　
ほ
し
き
ま
ま

放　
に
し
、
快
然
に
　み

づ
か自　

ら
足
る
。
若
し
翰
苑
あ
ら
ぬ
と
き
に
は
、
何
を
以
ち
て
か
　こ

こ
ろ情　を

　の攄　
べ
む
。
請
ふ
落
梅
の
篇
を
　し

る紀　
さ
む
。

古
と
今
と
を
そ
れ
何
そ
異
な
ら
む
。
園
の
梅
を
賦
し
て
　

い
さ
さ
か

聊　
に
短
詠
を
成
す
　べ宜　
し
。

同
書
。

師
匠
の
家
に
仲
間
が
集
い
、
令
月
、
や
わ
ら
か
な
風
、
白
い
梅
、
芳
し
い
蘭
、
曙
光
を
お
お
っ
て
た
な
び
く
霧
、

蝶
、
帰
る
雁
、
な
ど
初
春
の
麗
し
い
暁
の
風
景
の
も
と
、
酒
宴
を
囲
み
、
各
々
気
ま
ま
に
く
つ
ろ
ぐ
う
ち
に
、
あ

る
者
が
い
ま
の
こ
の
快
い
こ
こ
ろ
を
表
し
て
梅
の
歌
を
詠
も
う
と
提
案
し
、
そ
し
て
仲
間
が
詠
ん
だ
歌
三
十
二
首

を
掲
載
す
る
、
と
い
う
の
が
要
旨
で
あ
る
。

安
倍
総
理
が
新
元
号
発
表
後
の
談
話
に
お
い
て
「
人
々
が
美
し
く
心
を
寄
せ
合
う
中
で
、
文
化
が
生
ま
れ
育
つ

と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
の
も
、
こ
の
序
文
全
体
か
ら
読
み
取
れ
る
、
仲
間
が
集
ま
り
美
し

い
自
然
に
喚
起
さ
れ
て
酒
宴
を
和
や
か
に
楽
し
む
な
か
で
詩
を
生
み
出
し
て
行
く
、
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

五
月
一
日
の
御
代
替
わ
り
と
と
も
に
、
令
和
と
い
う
新
元
号
を
、
俺
も
こ
こ
ろ
か
ら
寿
ぎ
た
い
。

A
pr.

6,
2
0
19.

大
津
皇
子
の
恋
歌

『
万
葉
集
』
巻
二
に
、
　お

お
つ
の
み
こ

大
津
皇
子　
（
西
暦6

6
3–
6
8
6

）
の
興
味
深
い
相
聞
歌
（
恋
歌
）
が
あ
る
。
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　お
ほ
ぶ
ね

大
船　
の
　つ

も
り

津
守　
が
　う

ら占　
に
　の吿　
ら
む
と
は
ま
さ
し
に
知
り
て
我
が
ふ
た
り
　ね宿　
し

岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集
一
』

高
木
市
之
助
・
五
味
智
英
・
大
野
晋
校
注
、

昭
和
三
十
二
年
、
岩
波
書
店
、p.7

3

。

「
大
津
皇
子
、
　い

し
か
わ
の
い
ら
つ
め

石
川
郞
女　
に
　ひ

そ竊　
か
に
　あ婚　
ふ
時
、
　つ

も
り
の
む
ら
じ
と
ほ
る

津
守
連
通　
の
其
の
事
を
　う

ら占　
へ
　あ

ら露　
は
す
に
、
皇
子
の
作
り
ま
し

し
御
歌
一
首
」（
同
書
）
と
の
詞
書
が
あ
る
。「
占
へ
露
は
す
」、
つ
ま
り
、
占
い
に
顕
れ
る
と
は
書
か
れ
て
い
る

が
、
津
守
連
通
と
は
諜
報
・
秘
密
警
察
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
た
役
人
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
密
か
に
探
り

を
入
れ
て
知
る
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
「
大
船
の
」
は
「
津
」
に
掛
か
る
枕
詞
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
歌
の
意
味
は
「
ス
パ
イ
に
バ
レ
る
と
知
り
な
が
ら
俺
は
お
前
と
寝
た
の
さ
」。
反
対
勢
力
に
取

り
囲
ま
れ
る
政
治
的
苦
境
の
な
か
で
、
そ
ん
な
の
ど
こ
吹
く
風
と
ば
か
り
に
愛
欲
に
身
を
委
ね
る
そ
の
豪
胆
さ
に
、

思
わ
ず
し
び
れ
て
し
ま
う
。

大
津
皇
子
は
父
・
天
武
天
皇
の
崩
御
後
ま
も
な
く
、
謀
反
の
罪
に
問
わ
れ
自
害
し
た
皇
子
。
享
年
二
十
四
。
二

上
山
に
あ
る
彼
の
墓
に
、
俺
は
高
校
生
の
こ
ろ
お
詣
り
し
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
叛
逆
者
と
さ
れ
た
人
物
に
よ
る
、
か
よ
う
な
愛
欲
の
詩
さ
え
を
も
収
録
す
る
『
万
葉
集
』
と

い
う
わ
が
国
最
大
の
詞
華
集
に
は
、
本
当
に
驚
か
さ
れ
る
。
詩
精
神
が
政
治
に
よ
っ
て
曇
ら
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。

焚
書
坑
儒
の
中
国
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
の
日
本
の
文
学
伝
統
は
、
心
か
ら
誇
ら
し
く
思
う
。

令
和
に
御
代
替
り
と
な
り
、
は
じ
め
て
国
書
が
そ
の
典
拠
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
四
月
以
降
、
に
わ
か
に
『
万

葉
集
』
関
連
の
図
書
が
書
店
の
平
積
み
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
俺
も
令
和
を
寿
ぎ
、
久
し
ぶ
り
に
『
万
葉
集
』

を
手
に
と
り
つ
ま
み
食
い
。

D
ec.

2
2,

2
0
19.
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近
松
門
左
衛
門
『
女
殺
油
地
獄
』

近
松
浄
瑠
璃
集
を
少
し
再
読
。
一
九
五
八
年
刊
の
岩
波
の
旧
大
系
本
。『
女
殺
油
地
獄
』、『
心
中
天
網
島
』
な

ど
の
心
中
世
話
物
が
と
く
に
好
き
で
あ
る
。

『
女
殺
油
地
獄
』
は
ド
ラ
息
子
の
超
ド
級
の
自
己
中
犯
罪
ド
ラ
マ
。
主
人
公
は
女
郎
買
い
の
金
欲
し
さ
で
油
屋

の
女
房
に
金
を
無
心
す
る
が
断
ら
れ
、
そ
の
挙
げ
句
、
油
ま
み
れ
で
彼
女
を
惨
殺
す
る
。
こ
こ
で
、
主
人
公
は
い

か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
な
ん
の
共
感
も
誘
わ
な
い
。
色
ボ
ケ
の
狂
気
が
ム
キ
出
し
に
な
っ
て
い
る
。
凄
惨
の
ひ

と
こ
と
。

し
か
し
な
が
ら
、
な
ん
で
こ
ん
な
バ
カ
で
素
っ
頓
狂
な
話
に
ほ
ろ
り
と
―――
そ
う
、
ほ
ろ
り
と
―――
来
る
の

か
、
っ
て
と
こ
ろ
が
ま
さ
に
近
松
の
パ
ン
ク
な
と
こ
ろ
な
ん
で
あ
る
。
バ
カ
が
極
限
に
ま
で
突
き
詰
め
ら
れ
る
と
、

一
種
独
特
の
も
の
の
あ
は
れ
に
襲
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

隠
に
似
て
隠
に
あ
ら
ず
、
賢
に
似
て
賢
な
ら
ず
、
も
の
し
り
に
似
て
何
も
し
ら
ず
、
世
の
ま
が
ひ
も
の
―――
近

松
の
辞
世
で
あ
る
。
こ
ん
な
パ
ン
ク
な
古
典
を
有
す
る
の
は
わ
が
国
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
近
松
の
『
女
殺
油
地
獄
』
を
も
と
に
し
た
映
画
が
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
の
は
、
一
九
九
二
年
の
松
竹

映
画
、
樋
口
可
南
子
が
お
吉
を
演
じ
た
五
社
英
雄
監
督
作
品
で
は
な
い
。
二
〇
〇
九
年
の
藤
川
の
ぞ
み
主
演
、
坂

上
忍
監
督
に
よ
る
ピ
ン
ク
映
画
で
あ
る
。

こ
れ
、
近
松
の
原
作
と
は
大
き
く
筋
が
異
な
り
、
油
売
り
の
女
房
の
浮
気
物
語
で
あ
る
。
原
作
は
女
狂
い
の
ド

ラ
息
子
の
殺
人
事
件
な
の
に
対
し
、
映
画
は
、
稼
業
に
も
子
育
て
に
も
熱
心
な
女
房
が
、
女
郎
の
唆
し
が
も
と
で

平
凡
な
主
婦
で
あ
る
こ
と
に
女
と
し
て
の
空
し
さ
を
覚
え
、
意
を
決
し
て
欲
望
の
ま
に
ま
に
ド
ラ
息
子
と
の
性
愛

に
身
を
委
ね
、
そ
し
て
破
滅
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

原
作
で
は
ド
ラ
息
子
の
狂
に
焦
点
が
あ
る
の
に
対
し
、
映
画
で
は
お
吉
の
狂
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。
原
作
を

知
ら
な
い
と
わ
か
ら
な
い
位
相
の
ズ
レ
が
た
い
へ
ん
に
面
白
か
っ
た
。
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Feb.
1,
2
0
15.

言
葉
の
妖
か
し
―――
沢
田
名
垂
『
阿
奈
遠
加
之
』

男
女
が
次
の
よ
う
な
歌
を
交
わ
し
て
い
る
。
男
―――

灯
し
火
の
明
石
の
瀬
戸
を
よ
そ
に
見
る
須
磨
の
浦
こ
そ
う
ら
め
つ
ら
な
れ

返
し
、
女
―――

心
あ
れ
や
明
石
を
よ
そ
に
行
き
通
ふ
雁
は
と
ど
め
ぬ
須
磨
の
関
守

表
面
的
に
読
み
取
れ
る
大
意
は
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

男
―――
あ
な
た
の
い
る
明
石
の
狭
い
海
峡
を
横
目
に
見
る
に
つ
け
、
い
ま
こ
こ
に
須
磨
の
海
浜
が
広
が
り
続
く

ば
か
り
な
の
は
恨
め
し
い
限
り
だ
こ
と
。

女
―――
あ
な
た
の
心
は
こ
の
わ
が
明
石
に
お
あ
り
で
は
な
く
、
他
の
女
の
と
こ
ろ
に
お
通
い
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
で
も
須
磨
の
関
守
が
雁
を
、
あ
な
た
を
、
引
き
止
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
わ
ね
。

男
の
「
つ
ら
な
れ
」（
連
な
れ
、
あ
る
い
は
、
列
な
れ
）
を
受
け
て
、
そ
の
縁
で
あ
る
「
雁
」
を
歌
に
読
み
込
む

ば
か
り
で
な
く
、
本
歌
取
り
（「
逢
坂
の
せ
き
の
関
守
心
あ
れ
や
…
」）
ま
で
し
て
い
る
あ
た
り
、
王
朝
の
雅
と
歌

の
技
が
光
る
。
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し
か
し
、
こ
れ
、
じ
つ
は
江
戸
時
代
の
沢
田
　な

た
り

名
垂　
作
『
　あ

な
阿
奈　
　を

か

し

遠
加
之　
・
下
巻
』
に
出
て
来
る
歌
物
語
か
ら
、
歌

の
や
り
取
り
だ
け
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
文
脈
か
ら
も
う
ひ
と
つ
の
裏
の
意
味
に
力
点
を
お
い
て
こ

の
二
首
を
現
代
語
訳
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

男
―――
灯
火
の
よ
う
に
月
経
の
血
で
赤
く
滲
ん
だ
あ
な
た
の
明
石
（
陰
門
）
の
狭
い
は
ざ
ま
を
横
目
に
見
な
が

ら
、
須
磨
の
浦
（
素
股
）
を
せ
っ
せ
と
や
る
こ
と
で
ガ
マ
ン
す
る
の
は
恨
め
し
い
限
り
だ
こ
と
。

女
―――
あ
な
た
の
心
は
わ
た
く
し
の
月
の
障
り
の
明
石
（
陰
門
）
に
お
あ
り
で
は
な
く
、
他
の
女
の
門
に
お
入

り
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
で
も
い
ま
は
須
磨
の
関
守
（
素
股
）
の
お
か
げ
で
（
男
根
の
）
雁

首
が
締
め
付
け
ら
れ
て
動
け
な
い
よ
う
で
す
わ
ね
。

こ
こ
で
明
石
（
ア
カ
シ
）
が
月
経
の
血
の
滲
ん
で
赤
い
陰
門
（
ア
カ
シ
）
に
、
須
磨
（
ス
マ
）
が
素
股
（
ス
マ

タ
）
に
、
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
須
磨
、
明
石
は
も
ち
ろ
ん
『
源
氏
物
語
』
で
聖
化
さ
れ
た
和
歌
の
雅
な
ト
ポ
ス
で

あ
る
。
そ
れ
も
心
憎
い
。
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
事
な
り
。

猥
褻
な
レ
ア
リ
ア
を
優
美
な
装
い
で
伝
え
る
。
あ
る
い
は
、
雅
な
歌
が
好
色
な
狂
歌
に
反
転
す
る
。
見
事
と
い

う
ほ
か
な
い
。
言
葉
も
化
け
る
の
だ
と
評
し
て
も
よ
い
。
江
戸
の
イ
ン
テ
リ
は
艶
笑
譚
に
お
い
て
す
ら
こ
う
い
う

言
葉
の
妖
か
し
を
楽
し
ん
だ
わ
け
だ
。
日
本
古
典
文
学
の
恐
る
べ
き
重
層
性
を
垣
間
み
る
思
い
で
あ
る
。
本
当
に

舌
を
巻
く
。
エ
ロ
・
猥
褻
に
諧
謔
と
文
学
的
重
層
性
・
多
義
性
と
を
上
乗
せ
で
き
る
わ
が
国
の
古
典
文
学
伝
統
は
、

お
そ
ら
く
他
国
に
あ
ま
り
例
を
み
な
い
。

若
干
の
現
代
語
訳
を
補
い
つ
つ
、
こ
の
く
だ
り
の
原
典
古
文
の
触
り
を
掲
げ
て
お
く
。
全
訳
を
知
り
た
い
方
は
、

本
を
取
り
寄
せ
て
覗
い
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

近
き
頃
、
何
が
し
の
殿
、
北
の
か
た
の
御
も
と
に
し
ば
し
と
だ
え
て
お
は
し
ま
し
ゝ
に
、
う
ら
あ
し

の
さ
は
り
お
ほ
か
る
た
だ
中
に
て
﹇
ち
ょ
う
ど
月
の
障
り
の
最
中
で
﹈、
ね
た
う
あ
や
に
く
な
り
﹇
ほ

ん
と
う
に
生
憎
な
﹈
と
く
る
し
が
り
給
ひ
し
か
ば
、
さ
ら
に
こ
と
人
な
ど
め
さ
む
も
人
わ
ろ
し
と
や
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お
ぼ
し
た
り
け
む
﹇
今
更
ほ
か
の
女
を
求
め
る
の
も
不
人
情
だ
と
思
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
﹈、
よ
し
さ

ら
ば
と
て
、
少
し
身
じ
ろ
ぎ
し
給
ふ
ほ
ど
に
、
女
君
の
白
う
清
げ
な
る
御
足
を
、
も
も
長
に
引
き
の

ば
し
﹇
長
く
差
し
の
ば
さ
せ
﹈、
な
ゝ
め
に
打
ち
ち
が
へ
さ
せ
ま
ゐ
ら
せ
て
﹇
斜
め
に
交
叉
さ
せ
て
﹈、

そ
の
う
へ
に
つ
と
そ
ひ
ふ
し
給
ひ
つ
。
女
君
、
か
ゝ
る
た
は
れ
め
く
わ
ざ
は
ま
だ
見
も
な
ら
ひ
給
は

ね
ば
、
い
と
あ
や
し
と
お
ぼ
し
て
、
そ
は
こ
と
所
に
て
侍
る
も
の
を
、
さ
て
だ
に
御
心
は
ゆ
く
に
や

﹇
そ
れ
で
は
場
所
が
ち
が
い
ま
す
の
に
、
そ
れ
で
も
満
足
な
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
﹈
と
と
は
せ
給

ふ
に
、
殿
、

と
も
し
ひ
の
あ
か
し
の
せ
と
を
よ
そ
に
み
る

す
ま
の
う
ら
こ
そ
う
ら
め
つ
ら
な
れ

と
ほ
ゝ
ゑ
み
給
ふ
。
女
君
、
き
と
心
づ
き
給
ひ
て
、
さ
て
は
ふ
る
御
達
﹇
年
増
の
官
女
た
ち
﹈
な
ど

の
、
と
も
す
れ
ば
枕
ご
と
に
い
ひ
さ
ゝ
や
く
、
す
ま
と
や
ら
む
は
こ
の
あ
た
り
に
や
と
お
ぼ
し
あ
は

す
る
も
う
ひ
う
ひ
し
く
て
﹇
須
磨
と
や
ら
（
ス
マ
タ
を
聞
き
間
違
え
た
）
は
こ
ん
な
こ
と
な
ん
だ
と

さ
と
り
な
さ
る
の
も
初
心
ら
し
く
﹈、
我
な
が
ら
は
づ
か
し
と
お
ぼ
し
た
り
。
御
か
へ
し
と
は
な
く

て
、

こ
ゝ
ろ
あ
れ
や
あ
か
し
を
よ
そ
に
ゆ
き
か
よ
ふ

か
り
は
と
ゝ
め
ぬ
す
ま
の
せ
き
も
り

と
な
ん
ひ
と
り
ご
ち
給
ひ
け
る
。
や
む
ご
と
な
き
御
う
へ
に
も
、
か
ゝ
る
御
た
は
ぶ
れ
は
猶
あ
る
に

こ
そ
。

『
秘
籍
江
戸
文
学
選
』
巻
三
、
日
輪
閣
、
昭
和
五
十
一
年
、pp.2

14–
5

。

つ
い
で
に
、『
阿
奈
遠
加
之
・
上
巻
』
か
ら
も
う
ひ
と
つ
。
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妹
と
寝
る
床
よ
離
れ
て
啼
く
雁
の

涙
や
菊
の
露
と
お
く
ら
ん

『
秘
籍
江
戸
文
学
選
』
巻
一
、
日
輪
閣
、
昭
和
五
十
一
年
、p.4

2

。

両
刀
使
い
の
男
に
つ
い
て
の
歌
で
あ
る
。
雁
は
男
根
の
雁
首
で
、
上
例
と
同
じ
。
菊
と
は
、
菊
の
花
弁
に
似
た

肛
門
の
こ
と
で
あ
る
。
雁
の
涙
、
菊
に
置
く
露
、
と
く
れ
ば
説
明
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
女
と
い
た
し
た
男
が
今
度

は
少
年
の
カ
マ
を
掘
っ
た
と
い
う
歌
で
あ
る
。
こ
れ
も
雅
な
表
と
猥
褻
な
裏
と
の
見
事
な
融
合
の
例
で
あ
る
。
沢

田
名
垂
は
会
津
藩
士
だ
っ
た
。
田
舎
侍
に
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
粋
な
扇
情
的
歌
物
語
を
も
の
し
た
江
戸
文
学
は
、

探
せ
ば
い
く
ら
で
も
お
宝
が
出
て
来
そ
う
で
あ
る
。

M
ay

9,
2
0
13.

柔
肌
マ
サ
ニ
是
レ
些
ノ
隔
リ
モ
嫌
フ
ベ
ク
…
―――
江
戸
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
漢
詩

江
戸
の
小
説
は
艶
笑
物
語
が
多
く
て
楽
し
い
の
だ
が
、
江
戸
漢
詩
に
も
遊
郭
を
題
材
に
し
た
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な

作
品
が
か
な
り
あ
る
。
し
ば
ら
く
ぶ
り
に
江
戸
漢
詩
、
江
戸
時
代
後
期
の
文
化
・
文
政
の
こ
ろ
の
秋
田
藩
家
老
・

匹
田
松
塘
（17

7
9–
18
33

）
の
竹
枝
（
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
漢
詩
）
を
楽
し
む
。

み
ち
の
く
の
田
舎
侍
が
こ
ん
な
艶
っ
ぽ
い
詩
を
書
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
、
江
戸
文
藝
の
広
が
り
・
深

さ
を
感
じ
て
し
ま
う
。
二
首
あ
げ
て
お
く
。
僕
の
解
釈
を
付
け
て
お
く
。
旧
表
記
で
気
取
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
は

趣
味
と
い
う
こ
と
で
ご
容
赦
を
。
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雲
鬂
髼
鬆
亂
欲
飛

　ウ
ン
ビ
ン

雲
鬂　
　ボ

ウ
ソ
ウ

髼
鬆　
、
亂
レ
テ
飛
バ
ン
ト
欲
シ

花
簪
錯
落
散
珠
璣

　ク
ワ
シ
ン

花
簪　
錯
落
、
　シ

ユ
キ

珠
璣　
ヲ
散
ラ
ス

柔
肌
應
是
嫌
些
隔

柔
肌
マ
サ
ニ
是
レ
　

イ
サ
サ
カ

些　
ノ
隔
リ
モ
嫌
フ
ベ
ク

閑
却
盈
盈
一
架
衣

閑
却
ス
、
　エ
イ
エ
イ

盈
盈　
タ
ル
一
架
衣

豐
麗
な
る
髮
が
型
も
崩
れ
千
々
に
亂
れ
る
ま
で
の
情
事
。
花
簪
が
一
つ
ま
た
一
つ
と
亂
れ
落
ち
、
珠

飾
り
が
飛
び
散
る
。
少
し
の
隙
も
嫌
ふ
か
の
や
う
に
柔
肌
を
密
に
重
ね
合
は
せ
る
。
衣
桁
に
は
ゆ
つ

た
り
と
溢
れ
る
や
う
に
華
や
か
な
長
襦
袢
が
掛
か
つ
た
ま
ゝ
。

激
し
い
愛
欲
図
を
直
截
に
描
い
た
珍
し
い
詩
で
あ
る
。
エ
ロ
な
動
的
シ
ー
ン
を
三
つ
立
て
続
け
に
投
げ
出
し
て
、

衣
裳
の
ポ
ツ
ン
と
忘
れ
去
ら
れ
た
静
止
画
で
突
き
放
す
。
起
承
転
結
も
ぶ
っ
飛
ん
だ
か
の
よ
う
な
結
構
で
あ
る
。

一
句
の
「
雲
鬂
」（
う
ん
び
ん
―――
雲
の
よ
う
に
豊
か
で
美
し
い
女
髪
）
と
四
句
の
「
盈
盈
」（
え
い
え
い
―――
水

が
満
ち
る
よ
う
に
ゆ
っ
た
り
と
美
麗
な
衣
裳
の
さ
ま
）
と
が
、
水
に
縁
の
あ
る
イ
メ
ー
ジ
で
詩
を
取
り
囲
む
か
の

よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
何
と
も
心
憎
い
「
濡
れ
濡
れ
」
の
情
事
の
絵
を
造
っ
て
い
る
。
読
む
者
は
最
後
の
長
襦
袢

に
な
っ
た
つ
も
り
に
さ
せ
ら
れ
る
。

翠
帳
春
深
歡
未
央

　ス
イ
チ
ヤ
ウ

翠
帳　
、
春
深
ク
、
　タ

ン歡　
イ
マ
ダ
　ナ

カ
バ央　ナ

ラ
ズ

粉
脂
和
汗
滴
蘭
牀

粉
脂
、
汗
ニ
和
シ
テ
、
　ラ

ン
シ
ヤ
ウ

蘭
牀　
ニ
滴
ル

東
扶
西
倒
無
憑
在

東
扶
西
倒
、
　ヨ憑　
ル
　ア在　
ル
ナ
ク

螓
首
纔
擡
喚
小
娘

　シ
ン
シ
ユ

螓
首　
ワ
ヅ
カ
ニ
　モ
タ擡　
ゲ
テ
、
小
娘
ヲ
喚
ブ

娼
妓
の
帳
の
内
、
春
は
深
み
を
增
し
、
淫
樂
も
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
。
女
の
白
粉
と
汗
が
混
じ
り
、

芳
し
い
牀
を
濡
ら
す
。
い
ま
や
女
は
正
氣
を
失
ひ
、
こ
ち
ら
が
抱
き
起
こ
し
て
は
倒
れ
、
所
在
も
覺

束
な
い
あ
り
や
う
。
や
う
や
つ
と
首
を
も
た
げ
て
、
お
禿
を
喚
ん
だ
。
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情
交
で
何
回
も
気
を
や
り
、
疲
れ
果
て
、
正
体
を
失
っ
た
娼
妓
の
図
。
翠
帳
と
は
、
直
接
的
な
意
味
は
青
み
ど

り
の
と
ば
り
の
こ
と
だ
が
、
遊
郭
を
青
楼
と
い
う
よ
う
に
、
遊
郭
の
娼
妓
の
部
屋
を
謂
う
の
だ
ろ
う
。
女
と
交
わ

り
な
が
ら
「
春
深
シ
」
と
感
ず
る
男
も
な
か
な
か
で
あ
る
。
底
な
し
に
い
い
女
の
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
、
娼
妓
は
プ
ロ
と
し
て
女
陰
を
鋼
鉄
の
ご
と
く
に
鍛
え
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
買
春
客
に
正
気

を
失
い
腰
が
抜
け
る
ま
で
に
気
を
や
る
な
ん
て
の
は
、
は
っ
き
り
言
っ
て
ウ
ソ
臭
い
。
ま
、
詩
人
は
己
の
精
力
絶

倫
ぶ
り
を
誇
り
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
男
は
昔
も
今
も
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
忙
し
い
。「
粉
脂
、
汗
ニ

和
シ
テ
、
蘭
牀
ニ
滴
ル
」
は
誇
張
も
甚
だ
し
い
わ
け
だ
が
、
い
い
句
で
あ
る
。
白
粉
に
混
じ
た
汗
や
ら
な
に
や
ら

で
床
を
し
と
ど
に
濡
ら
し
た
と
い
う
こ
と
。

と
こ
ろ
で
、
吉
原
遊
郭
で
は
位
の
あ
る
娼
妓
は
、
お
禿
と
い
う
お
付
き
の
少
女
を
抱
え
て
い
て
、
身
の
周
り
の

世
話
を
さ
せ
た
。
ま
さ
に
こ
の
詩
の
と
お
り
、
用
事
を
言
い
つ
け
る
た
め
に
「
小
娘
ヲ
喚
ブ
」
わ
け
で
あ
る
。
喚

べ
ば
聞
こ
え
る
と
こ
ろ
に
畏
ま
っ
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
客
と
情
交
す
る
娼
妓
の
声
は
お
そ
ら
く
少
女
に
も
筒
抜

け
で
あ
り
、
こ
う
し
て
次
世
代
の
娼
妓
が
培
わ
れ
て
い
た
の
か
と
思
う
と
、
苦
界
の
日
常
的
非
日
常
性
に
呆
れ
る

し
か
な
い
。
閨
房
に
第
三
者
が
空
気
の
よ
う
に
侍
っ
て
い
る
の
は
、
王
侯
貴
族
の
様
式
で
も
あ
る
。July

2,
2
0
17.

幻
語
と
夢
―――
高
田
衛
『
新
編
江
戸
幻
想
文
学
誌
』

高
田
衛
著
『
新
編
江
戸
幻
想
文
学
誌
』
は
、
江
戸
文
学
の
想
像
力
に
つ
い
て
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
一
七
六

〇
年
代
の
作
品
に
焦
点
を
定
め
、
上
田
秋
成
、
建
部
綾
足
、
山
東
京
伝
、
都
賀
庭
鐘
、
滝
沢
馬
琴
の
語
り
に
お
け
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る
幻
想
的
題
材
の
取
り
扱
い
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
と
く
に
面
白
か
っ
た
の
は
、
上
田
秋
成
の
「
幻
語
」
書
法

と
、
江
戸
の
物
語
作
家
に
お
け
る
「
夢
」
の
捉
え
方
と
を
巡
る
分
析
で
あ
る
。

高
田
衛
の
謂
う
「
幻
語
」
と
は
、
古
典
文
学
の
素
材
た
る
こ
と
ば
が
担
う
文
学
的
意
味
と
、
こ
と
ば
の
発
せ
ら

れ
る
局
面
の
外
的
意
味
と
の
相
克
に
因
っ
て
来
る
幻
惑
的
書
法
、
と
要
約
で
き
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
意
味
が
わ
か

ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
も
う
少
し
高
田
の
論
を
紹
介
し
て
お
く
。

上
田
秋
成
は
『
雨
月
物
語
』
を
古
典
的
・
伝
統
的
和
文
で
書
い
た
。
そ
れ
自
体
は
明
治
新
時
代
以
前
の
わ
が
国

の
文
藝
に
お
い
て
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
秋
成
に
あ
っ
て
は
、
古
典
的
こ
と
ば
（
江
戸
人
に
お
い

て
す
ら
す
で
に
日
常
性
を
喪
失
し
て
い
た
古
典
的
こ
と
ば
―――
高
田
の
タ
ー
ム
で
は
「
死
語
」）
に
文
学
伝
統
の

過
程
で
確
固
と
し
て
纏
わ
り
付
い
た
第
二
の
文
脈
が
、
語
り
の
外
面
的
文
脈
に
対
し
独
自
の
影
響
を
及
ぼ
す
、
と

い
う
よ
う
な
、
こ
と
ば
の
ド
ラ
マ
が
自
覚
的
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、『
雨
月
物
語
』「
浅
茅
が
宿
」
の
零
落
し
た
農
夫
、
主
人
公
・
勝
四
郎
が
生
計
に
困
っ
た
あ
げ
く
に
、

行
商
人
と
し
て
ひ
と
や
ま
当
て
て
来
る
と
言
っ
て
、
妻
に
こ
う
約
束
す
る
―――
「
い
か
で
浮
木
に
乗
り
つ
も
し
ら

ぬ
国
に
長
居
せ
ん
。
葛
の
う
ら
葉
の
か
へ
る
は
此
の
秋
な
る
べ
し
」。
こ
れ
は
語
り
の
外
的
文
意
と
し
て
は
、「
知

ら
ぬ
国
に
長
居
す
る
気
は
な
い
。
葛
の
葉
の
反
る
秋
ま
で
に
は
き
っ
と
帰
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

し
か
し
、
高
田
は
指
摘
す
る
―――
古
典
的
文
脈
に
あ
っ
て
は
、「
浮
木
」
と
は
「
い
く
か
へ
り
行
き
か
ふ
秋
を

過
し
つ
つ
」（『
源
氏
物
語
』
松
風
帖
）
乗
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
「
浮
気
」
に
通
じ
、「
葛
の
葉
」
と
は

「
秋
風
と
契
り
し
人
は
か
へ
り
来
ず
」（『
玉
葉
集
』）
に
、
さ
ら
に
は
「
葛
の
葉
裏
見
」
す
な
わ
ち
「
恨
み
」
に
結

び
付
く
。
す
な
わ
ち
古
典
語
が
、
語
り
の
外
的
文
意
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
う
一
つ
の
文
意
―――
「
夫
は

旅
の
う
ち
に
他
の
女
と
馴
れ
初
め
て
し
ま
い
、
結
局
何
年
も
帰
ら
ず
恨
め
し
い
事
態
に
な
る
」
と
の
妻
の
側
か
ら

の
心
情
―――
を
予
告
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

恐
怖
さ
え
感
じ
る
の
は
、
こ
の
た
っ
た
三
十
六
文
字
の
文
の
表
層
意
味
が
、
薄
く
張
ら
れ
た
皮
膜
に
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す
ぎ
な
い
こ
と
だ
。
い
っ
た
ん
、
こ
の
一
枚
の
皮
を
剥
げ
ば
、
お
そ
ろ
し
く
不
吉
な
逆
意
味
や
呪
詛

が
臓
物
の
よ
う
に
流
れ
は
み
出
し
て
く
る
と
い
う
、
そ
の
構
造
な
の
だ
。『
雨
月
物
語
』
が
怪
異
談

で
あ
る
の
は
、
幽
霊
や
精
霊
が
登
場
す
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。

高
田
衛
『
新
編
江
戸
幻
想
文
学
誌
』
筑
摩
書
房
、2

0
0
0

年
、p.39

。

も
う
ひ
と
つ
興
味
深
い
こ
と
と
し
て
、
高
田
は
、
本
居
宣
長
の
言
説
を
巧
み
に
引
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
上
田

秋
成
、
建
部
綾
足
な
ど
の
一
七
六
〇
年
代
の
江
戸
幻
視
作
家
に
と
っ
て
夢
が
第
二
の
リ
ア
ル
と
し
て
の
独
自
の
位

置
づ
け
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

本
居
宣
長
は
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
の
な
か
で
、「
そ
も
そ
も
源
氏
物
語
は
、
ま
さ
し
く
世
に
有
し
事
の
ご

と
く
書
た
れ
ど
も
、
み
な
つ
く
り
も
の
が
た
り
に
て
、
光
源
氏
ノ
君
と
い
ひ
し
人
を
は
じ
め
、
何
も
何
も
こ
と
ご

と
く
、
夢
に
見
た
り
し
事
の
ご
と
く
な
る
を
」
と
醒
め
た
断
言
を
な
す
一
方
で
「
さ
て
し
か
此
物
語
、
す
べ
て
夢

の
ご
と
し
と
い
ふ
に
は
、
心
得
の
有
べ
き
こ
と
ぞ
か
し
」
と
、
物
語
が
心
得
の
必
要
な
特
別
な
「
夢
」
で
あ
る
と

含
み
を
も
た
せ
て
、
さ
ら
に
言
う
。

そ
は
ふ
る
き
抄
ど
も
に
は
、
例
の
こ
と
ご
と
し
く
、
仏
ぶ
み
ど
も
、
又
も
ろ
こ
し
の
荘
周
が
言
な
ど

を
引
出
し
て
、
此
世
の
は
か
な
く
常
な
き
こ
と
、
夢
の
ご
と
く
な
る
こ
と
わ
り
を
示
せ
り
、
と
い
ひ

な
さ
れ
た
れ
ど
も
、
さ
る
意
に
は
あ
ら
ず
。
こ
れ
は
た
だ
、
此
物
語
に
書
た
る
事
ど
も
を
、
み
な
夢

ぞ
と
い
ふ
意
に
こ
そ
あ
れ
、
世
の
中
を
夢
と
を
し
へ
た
る
に
は
あ
ら
ざ
る
を
や
。
此
け
じ
め
、
よ
く

せ
ず
は
思
ひ
ま
が
へ
ぬ
べ
し
。

同
書
、p.9

0

。
強
調
は
高
田
。
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こ
の
宣
長
の
言
説
に
対
し
、
高
田
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

空
無
な
る
も
の
と
し
て
の
夢
現
象
―――
と
い
う
認
識
的
現
実
性
に
立
っ
た
宣
長
は
、「
世
の
中
を
夢
」

と
見
な
す
考
え
方
の
、
教
条
性
や
観
念
性
を
き
び
し
く
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈

そ
こ
か
ら
宣
長
は
「
夢
」
の
、
ま
っ
た
く
新
し
い
視
角
を
、
す
な
わ
ち
人
間
の
文
学
的
営
為
と
の

結
び
つ
き
の
展
望
に
お
い
て
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。
作
り
物
語
と
は
何
か
。
そ
れ
は
範
疇
的
に
、
実

人
生
・
実
社
会
な
ど
の
「
世
の
中
」
そ
の
も
の
と
は
別
な
も
の
だ
、
そ
れ
は
「
世
の
中
」
を
基
礎
と

し
て
で
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
作
者
が
想
像
し
た
架
空
の
も
の
だ
、
と
い
う
識
別
に
お
い
て
、

い
わ
ゆ
る
「
夢
の
ご
と
し
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
虚
な
る
世
界
の
み
に
固
有
な
、
真
実
性
、
美
、

あ
る
い
は
そ
れ
ら
へ
の
　・詠
・嘆
・語　
な
の
だ
、
と
宣
長
は
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
夢
は
、
そ
れ
ま
で
と
ち
が
っ
た
明
確
な
幻
視
性
と
虚
妄
性
の
自
己
限
定
に
お

い
て
、
逆
に
文
学
的
な
特
権
を
か
ち
と
っ
て
ゆ
く
の
は
、
も
う
目
に
見
え
て
い
る
で
は
な
い
か
。

同
書
、pp.9

1–
2

。
圏
点
強
調
部
は
高
田
。
ボ
ー
ル
ド
強
調
は
筆
者
。

本
居
宣
長
の
「
夢
と
し
て
の
物
語
」
論
を
、
そ
れ
こ
そ
が
「
虚
な
る
世
界
の
み
に
固
有
な
、
真
実
性
、
美
」
で

あ
り
「
文
学
的
な
特
権
」
で
あ
る
と
い
う
、
恐
ろ
し
くm

odern

な
文
学
の
〝
自
律
的
価
値
論
〞
へ
と
定
式
化
し

て
み
せ
る
高
田
の
手
腕
に
は
、
思
わ
ず
唸
ら
さ
せ
ら
れ
た
。
強
い
共
感
を
覚
え
た
。

本
書
は
、
思
う
に
、
江
戸
の
夢
物
語
―――
明
治
以
降
の
わ
が
国
に
お
け
る
西
欧
文
学
へ
の
追
従
の
過
程
で
長
ら

く
無
視
さ
れ
、「
荒
唐
無
稽
、
た
だ
の
封
建
的
勧
善
懲
悪
」
な
ど
と
蔑
ま
れ
て
さ
え
来
た
、
江
戸
の
幻
想
的
物
語

―――
の
内
在
論
理
に
深
く
分
け
入
り
、
そ
の
文
学
的
思
想
を
日
本
文
学
伝
統
の
な
か
で
位
置
づ
け
た
、
素
晴
ら
し

い
研
究
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
少
し
論
調
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
気
味
に
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
に
せ
よ
、
本
書
で
論
じ
ら
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れ
た
作
品
を
片
っ
端
か
ら
読
み
た
く
な
っ
て
し
ま
う
気
持
ち
を
抱
か
せ
て
く
れ
る
、
魅
力
的
な
江
戸
文
学
読
書
案

内
で
も
あ
る
。

A
pr.

13,
2
0
14.

一
休
宗
純
『
狂
雲
集
・
狂
雲
詩
集
・
自
戒
集
』

一
休
宗
純
『
狂
雲
集
・
狂
雲
詩
集
・
自
戒
集
』、
中
本
環
校
註
、
新
撰
日
本
古
典
文
庫
第
五
巻
、
現
代
思
潮
社
、

一
九
七
六
年
刊
。
一
休
禅
師
の
漢
詩
集
で
あ
る
。
偈
、
頌
、
賛
と
い
う
禅
詩
ジ
ャ
ン
ル
が
主
を
な
し
て
い
る
。
複

数
の
伝
本
を
校
合
し
、
校
註
し
て
、
狂
雲
集
、
狂
雲
詩
集
、
自
戒
集
の
す
べ
て
の
詩
を
収
録
し
て
い
る
よ
い
版
だ

と
思
う
。風

狂
々
客
起
狂
風

風
狂
ノ
狂
客
　
狂
風
ヲ
起
コ
ス

來
往
淫
坊
酒
肆
中

來
往
ス
　
淫
坊
酒
肆
ノ
中

具
眼
衲
僧
誰
一
拶

具
眼
ノ
衲
僧
　
誰
カ
一
拶

畫
南
畫
北
畫
西
東

南
ヲ
畫
シ
　
北
ヲ
畫
シ
　
西
東
畫
ス

一
休
宗
純
『
狂
雲
集
・
狂
雲
詩
集
・
自
戒
集
』、
中
本
環
校
註
、
現
代
思
潮
社
、19

7
6

年
、p.151

。

61



こ
れ
は
『
自
賛
』
と
題
さ
れ
た
詩
。
風
と
狂
と
い
う
字
が
同
字
重
出
の
禁
則
を
犯
し
て
い
る
が
、
そ
れ
こ
そ
が

風
狂
と
で
も
評
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
平
仄
の
正
し
い
七
言
絶
句
で
あ
る
。

俺
は
女
を
買
い
酒
を
く
ら
う
風
狂
者
だ
が
、
い
く
ら
眼
力
を
備
え
た
高
僧
で
も
俺
に
問
答
で
き
る
者
は
お
ら
ぬ
、

俺
は
自
分
勝
手
に
進
む
方
角
を
決
め
る
。
―――
大
意
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
破
戒
と
大
悟
と
が
拮
抗
す
る
、

一
休
禅
師
ら
し
い
詩
と
言
え
よ
う
。
言
語
道
断
の
認
識
の
も
と
言
語
に
基
づ
く
詩
を
な
す
、
と
い
う
究
極
の
矛
盾

が
一
休
禅
師
の
思
想
的
緊
張
感
を
示
す
、
そ
う
い
う
公
案
（
禅
問
答
）
の
よ
う
な
凄
さ
が
あ
る
。

も
う
一
発
、『
婬
水
』
な
る
題
の
、
一
休
さ
ん
の
エ
ロ
な
七
絶
を
あ
げ
て
お
く
。「
美
人
の
森
」
で
口
に
す
る
淫

ら
な
水
の
説
明
は
不
要
だ
と
思
う
。
痛
快
。
詩
の
な
か
で
一
休
さ
ん
は
こ
れ
を
清
香
、
清
浅
（
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
）

と
評
し
て
い
る
。
大
悟
す
る
こ
と
と
女
色
に
迷
う
こ
と
と
は
矛
盾
し
な
い
。
一
休
さ
ん
は
薄
っ
ぺ
ら
い
現
代
的
道

徳
観
と
は
無
縁
の
求
道
者
だ
っ
た
の
だ
。

夢
迷
上
苑
美
人
森

夢
ニ
上
苑
　
美
人
ノ
森
ニ
迷
フ

枕
上
梅
花
花
信
心

枕
上
ノ
梅
花
　
花
信
ノ
心

滿
口
淸
香
淸
淺
水

　マ
ン
コ
ウ

滿
口　
ノ
淸
香
　
　セ

イ
セ
ン

淸
淺　
ノ
水

黃
昏
月
色
奈
新
吟

黃
昏
ノ
月
色
　
新
吟
ヲ
奈
ン
セ
ン

同
書
、p.4

4
0

。
書
き
下
し
は
筆
者
に
よ
る
。

『
狂
雲
集
』
に
憧
れ
て
、
俺
は
自
分
の
漢
詩
文
集
を
『
狂
溟
集
』
と
名
付
け
た
。
雲
で
は
な
く
溟
（
暗
い
海
）。

PostScriptum

と
こ
ろ
で
、
ふ
と
思
う
。
交
戦
権
の
行
使
は
日
本
国
憲
法
違
反
で
あ
る
。
国
際
法
に
お
い
て
、
自
衛
の
た
め
の
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交
戦
権
は
あ
ら
ゆ
る
国
家
の
有
す
る
権
利
で
あ
る
。
日
本
国
自
衛
隊
は
日
本
国
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
存
在

で
あ
る
。
で
は
、
日
本
国
自
衛
隊
は
交
戦
権
を
有
す
る
か
。
さ
あ
、
言
え
、
言
え
。

日
本
は
こ
の
現
代
に
お
い
て
も
、
禅
思
想
が
国
家
の
基
盤
な
の
か
と
呆
れ
る
。
憲
法
を
巡
る
議
論
が
か
く
し
て

禅
問
答
の
よ
う
に
な
る
わ
け
だ
。
そ
し
て
、
禅
問
答
に
終
始
す
る
間
に
、
既
成
事
実
で
な
し
崩
し
と
な
っ
て
流
さ

れ
て
行
く
と
い
う
こ
と
か
。

D
ec.

11,
2
0
17.

月
白
き
師
走
は
子
路
が
寢
覺
哉

十
二
月
六
日
は
二
十
四
節
気
の
小
雪
末
候
、
冬
の
寒
さ
に
と
う
と
う
コ
ー
ト
に
身
を
包
む
こ
と
に
し
た
。
陽
が

落
ち
て
か
ら
、
南
武
線
に
沿
っ
て
歩
い
た
。
今
年
最
後
の
望
月
が
、
時
折
薄
い
雲
間
に
隠
れ
な
が
ら
、
東
の
空
を

渡
っ
て
い
た
。
師
走
と
い
う
と
、
坊
主
が
読
経
で
方
々
を
馳
せ
回
る
月
と
し
て
、
忙
し
な
い
年
の
暮
れ
の
連
想
と

結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
だ
が
、
西
鶴
の
句
「
世
に
住
ま
ば
聞
け
と
師
走
の
砧
か
な
」
に
あ
る
よ
う
に
、
昔
か
ら
、
生

活
の
苦
し
さ
・
侘
し
さ
が
改
め
て
身
に
沁
み
る
頃
合
い
で
も
あ
る
。
す
れ
違
ひ
師
走
は
ビ
ッ
チ
ボ
ッ
チ
か
な
。

夜
半
に
ふ
と
目
覚
め
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
年
の
せ
い
か
。
六
日
の
深
更
も
そ
う
だ
っ
た
。
も
は
や
日
付
も

変
わ
り
、
七
日
、
　そ

ら
さ
む

閉
塞　
く
冬
と
な
る
　た

い
せ
つ

大
雪　
の
夜
半
。
真
冬
の
満
月
を
感
じ
る
寒
々
と
し
た
寝
覚
め
。

月
白
き
師
走
は
子
路
が
寢
覺
哉
―――
芭
蕉
（
貞
享
二
年
）。
夜
半
の
寝
覚
め
は
、
精
神
が
異
常
に
澄
み
切
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。
い
や
な
思
い
出
が
怪
し
く
蘇
っ
て
来
て
悔
恨
を
新
た
に
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
人
ご
と
の
よ
う
に

そ
れ
を
眺
め
て
い
る
醒
め
た
冷
静
さ
が
あ
る
。
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句
に
現
れ
る
子
路
は
、
孔
子
の
愛
し
た
第
一
の
弟
子
で
、
剛
健
に
し
て
直
情
的
な
清
廉
の
士
。
夜
中
に
ふ
と
寝

覚
め
し
た
と
き
の
冴
え
渡
っ
た
心
と
、
冬
の
月
の
白
さ
と
の
対
比
。
哲
人
志
士
の
記
憶
の
裁
ち
入
れ
。
き
り
り
と

引
き
締
ま
る
け
ざ
や
か
さ
が
あ
る
。

子
路
は
謀
反
の
乱
の
う
ち
に
残
酷
な
殺
さ
れ
方
を
し
た
。
開
高
健
の
本
で
読
ん
だ
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
子
路
は

殺
さ
れ
て
引
き
裂
か
れ
切
り
刻
ま
れ
て
　・塩
・辛
・に
・さ
・れ
・て　
孔
子
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
。
孔
子
は
愛
弟
子
の
悲
し

い
運
命
を
思
い
、
泣
き
な
が
ら
そ
れ
を
食
っ
た
。
そ
う
い
う
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
真
偽
は
定
か
で
は
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
―――
否
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
血
腥
さ
ゆ
え
に
却
っ
て
、
い
っ
そ
う
、
―――
そ
ん
な
子
路
の
壮
絶

な
運
命
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
寝
覚
め
の
も
の
狂
お
し
く
も
静
か
な
心
と
森
厳
な
皓
月
と
の
姿
は
、
美
し
く
も
悲
劇

的
で
あ
る
。

芭
蕉
は
、「
義
仲
の
寢
覺
の
山
か
月
悲
し
」（
元
禄
二
年
）
と
い
う
寝
覚
句
も
詠
ん
で
い
て
、
寝
覚
め
の
一
種
独

特
な
精
神
状
態
に
お
い
て
、
歴
史
的
空
想
に
遊
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

D
ec.

7,
2
0
14.

柏
木
如
亭
『
詩
本
草
』

江
戸
の
漢
詩
人
・
柏
木
如
亭
（17

6
3–
18
19

）
の
書
『
詩
本
草
』
は
和
の
食
の
グ
ル
メ
本
で
あ
る
。
校
注
・
解
説

者
で
あ
る
揖
斐
高
が
い
み
じ
く
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
洋
の
サ
バ
ラ
ン
『
美
味
礼
讃
』、
中
華
の
袁
枚
『
随
園

食
単
』
の
二
著
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
和
書
で
あ
る
。
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如
亭
は
少
年
期
に
父
母
に
先
立
た
れ
十
七
に
し
て
家
督
を
相
続
し
幕
府
小
普
請
方
大
工
棟
梁
（
い
ま
で
喩
え
れ

ば
政
府
御
用
達
建
築
会
社
社
長
か
）
と
な
っ
た
が
、
漢
詩
に
深
く
傾
倒
す
る
と
と
も
に
、
吉
原
遊
女
買
道
楽
で
身

代
を
潰
し
、
家
督
を
譲
っ
て
、
地
方
に
出
て
詩
作
を
教
え
詩
画
を
売
る
遊
歴
の
生
活
を
は
じ
め
た
。
信
州
、
越
後
、

上
方
・
京
都
、
伊
勢
、
讃
岐
、
備
中
、
な
ど
な
ど
を
訪
れ
る
過
程
で
当
地
の
食
に
舌
鼓
を
打
ち
、
そ
れ
が
本
書
に

結
実
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
書
は
酒
、
茶
、
蕎
麦
等
々
四
十
以
上
の
食
の
品
目
に
つ
い
て
、
味
の
特
長
、
名
高
い
産
地
、
美
味
な
る
季
節
、

効
用
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
が
海
産
物
で
あ
り
、
調
理
法
よ
り
も
む
し
ろ
食
材
そ
の
も
の
に
対
す
る

凝
視
が
徹
底
し
て
い
る
点
、
和
食
の
本
質
を
見
る
思
い
が
す
る
。
そ
し
て
当
該
の
食
材
に
ま
つ
わ
る
如
亭
の
漢
詩

が
添
え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
こ
れ
が
産
地
の
旅
情
や
人
と
の
か
か
わ
り
、
季
節
の
抒
情
を
も
っ
て
食
を
彩
っ

て
い
て
、「
食
は
文
化
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
ひ
し
ひ
し
と
わ
か
る
文
学
的
グ
ル
メ
本
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

点
こ
そ
が
『
詩
本
草
』
の
最
大
の
美
点
で
あ
る
。
私
が
就
中
面
白
い
と
思
っ
た
「
　ふ

ぐ
河
豚　
」
の
一
節
を
あ
げ
て
お
く
。

　か
と
ん

河
豚　
、
美
﹇
美
味
﹈
に
し
て
人
を
殺
す
。
一
に
　せ

い
し
に
ゆ
う

西
施
乳　
﹇
中
国
古
代
の
美
女
・
西
施
の
乳
房
﹈
と
名
づ

く
。
又
た
、
猶
ほ
こ
れ
　か

う
え
う
ち
ゆ
う

江
瑶
柱　
﹇
た
い
ら
ぎ
貝
﹈
の
　せ

い
し
ぜ
つ

西
施
舌　
と
名
づ
け
、
　れ

い
ば
う

蠣
房　
﹇
牡
蠣
﹈
の
　た

い
し
ん
に
ゆ
う

太
真
乳　

﹇
太
真
＝
楊
貴
妃
の
乳
房
﹈
と
名
づ
く
る
が
ご
と
し
。
皆
な
佳
艶
の
称
な
り
﹇
名
前
が
優
美
で
色
気
が

あ
る
﹈。
関
東
、
賞
す
る
に
冬
月
を
以
て
す
。
余
が
「
雪
園
の
　ら
ふ
く

蘿
菔　
﹇
大
根
﹈、
自
づ
か
ら
甘
美
。
春

洲
﹇
中
国
江
南
﹈、
　て

き
が

荻
芽　
﹇
荻
の
新
芽
﹈
を
生
ず
る
を
待
た
ず
」
の
句
有
る
所
以
な
り
。

柏
木
如
亭
『
詩
本
草
』
揖
斐
高
校
注
、
岩
波
書
店
、2

0
0
6

年
、p.131

。

﹇
﹈
内
は
本
書
注
に
基
づ
く
私
の
訳
。

最
後
の
詩
句
は
、
日
本
で
は
河
豚
は
冬
が
旬
で
大
根
と
と
も
に
食
す
る
の
が
旨
く
、
荻
の
新
芽
と
合
わ
せ
て
河

豚
を
食
う
中
国
・
江
南
の
よ
う
に
春
を
待
つ
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
中
国
で
は
河
豚
を
西
施
乳
（
中
国
古
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代
の
美
女
・
西
施
の
乳
房
）
と
称
し
た
な
ん
て
、
河
豚
の
膨
ら
み
・
毒
に
当
た
っ
て
死
ぬ
美
味
の
リ
ス
ク
と
、
呉

王
・
夫
差
を
狂
わ
せ
破
滅
さ
せ
た
と
い
う
西
施
の
乳
房
・
危
険
極
ま
り
な
い
美
貌
と
を
、
関
連
づ
け
て
い
る
点
で

い
た
く
面
白
い
。
う
ん
、
今
年
の
冬
は
、
ち
ょ
っ
と
奮
発
し
て
、
大
根
と
一
緒
に
煮
た
ふ
く
と
汁
を
食
い
た
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
フ
ァ
ム
フ
ァ
タ
ー
ル
美
女
の
乳
房
を
想
像
し
な
が
ら
…
…
。

と
こ
ろ
で
、『
詩
本
草
』
に
は
食
材
の
蘊
蓄
と
と
も
に
「
吉
原
詞
」
七
絶
二
十
首
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

竹
枝
体
、
す
な
わ
ち
艶
詩
、
吉
原
遊
郭
を
詠
っ
た
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
詩
で
あ
る
。
如
亭
に
と
っ
て
食
は
色
に
通
じ
、
詩

に
通
じ
、
こ
れ
ら
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
概
念
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
食
を
漁
り
、
色
を
漁
る
天
性
の
エ
ピ
キ
ュ

リ
ア
ン
の
姿
を
感
じ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
吉
原
詞
」
を
読
む
と
、
苦
界
に
生
き
る
花
魁
の
も
の
あ
わ
れ
な
（
自

由
意
志
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
）
隷
属
的
境
遇
へ
の
共
感
、
華
美
な
遊
興
歓
楽
の
裡
に
あ
る
生
活
感
が

詠
わ
れ
て
い
て
、
如
亭
は
単
な
る
享
楽
本
意
の
漁
色
家
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

舞
閣
　
歌
楼
　
　し

う
ば
う

繍
甍　
連
な
る
﹇
歌
舞
楼
閣
の
美
し
い
瓦
が
連
な
る
﹈

夜
深
て
処
と
し
て
春
情
な
ら
ざ
る
無
し

誰
か
知
ら
ん
　
戸
外
秋
風
の
満
つ
る
を

明
月
　
橋
頭
　
紙
を
擣
つ
声
﹇
山
谷
の
浅
草
紙
を
打
つ
音
﹈

十
載
の
煙
花
﹇
苦
界
十
年
の
遊
女
生
活
﹈
　
　わ

れ儂　
を
誤
了
す
﹇
生
き
方
を
誤
ら
せ
た
﹈

鏡
中
漸
く
減
ず
　
旧
姿
容

暁
窓
　
酒
醒
め
て
歓
情
少
な
し

自
ら
　て

う
ろ
う

彫
籠　
﹇
彫
刻
を
施
し
た
虫
籠
﹈
を
啓
い
て
　せ

う
き
よ
う

小
蛩　
﹇
こ
お
ろ
ぎ
﹈
を
放
つ

同
書
、p.17

8
。﹇
﹈
内
は
本
書
注
に
基
づ
く
私
の
訳
。
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江
戸
時
代
は
春
本
・
春
画
等
の
性
文
化
が
花
開
い
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
た
か
も
性
倫

理
に
お
い
て
開
放
的
だ
っ
た
と
極
め
付
け
る
の
は
短
絡
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
江
戸
の
お
お
ら
か
な
性
を
称
揚
す

る
江
戸
文
化
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
が
た
く
さ
ん
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
一
面
的
な
幻
想
で
あ
る
。
吉
原
は
女
が
親

に
売
ら
れ
て
身
を
沈
め
た
苦
界
だ
っ
た
。
そ
の
現
実
的
悲
哀
を
詠
っ
た
如
亭
の
吉
原
詞
は
、
江
戸
竹
枝
体
漢
詩
の

な
か
で
も
ち
ょ
っ
と
異
質
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
備
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
書
は
、『
詩
本
草
』
の
本
文
（
書
き
下
し
文
、
白
文
）
が
揖
斐
高
の
詳
細
な
語
注
、
的
確
な
解
説
に
支
え
ら

れ
て
、
た
い
へ
ん
よ
い
本
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
こ
の
語
注
を
読
む
と
、
訓
詁
の
伝
統
に
立
脚
し
た
典
拠
探
索
の

情
熱
に
舌
を
巻
く
。
学
問
と
は
こ
う
い
う
所
業
を
謂
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
漢
文
で
あ
る
が
ゆ
え
に
顧
み
ら
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
う
い
う
上
質
の
本
を
文
庫
で
出
版
し
て
く
れ
る
岩
波
書
店
と
い
う
本
屋
に
も
、
改
め
て
敬

意
を
表
し
た
く
な
っ
て
し
ま
う
次
第
で
あ
る
。

July
5,
2
0
13.

宮
本
武
蔵
『
五
輪
書
』

ス
イ
ス
在
住
ロ
シ
ア
人
の
友
人
か
ら
依
頼
を
受
け
た
。
宮
本
武
蔵
の
名
言
の
英
訳
―――“U

nder
the

sw
ord

lifted
high,T

here
ishellm

aking
you

trem
ble.Butgo

ahead,A
nd

you
have

the
land

ofbliss.”

の
原
文

が
知
り
た
い
、
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

書
架
か
ら
『
五
輪
書
』、
と
い
っ
て
も
そ
の
原
文
、
現
代
語
訳
及
び
哲
学
的
解
説
か
ら
な
る
鎌
田
茂
雄
著
『
五
輪

書
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
六
年
刊
）
を
引
っ
張
り
出
し
て
来
て
、
上
記
英
文
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
宮
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本
武
蔵
の
文
言
を
探
し
ま
わ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、『
五
輪
書
』
原
文
、
す
な
わ
ち
、
地
・
水
・
火
・
風
・
空
の
五
巻
、

兵
法
三
十
五
箇
条
、
独
行
道
を
何
度
か
速
読
で
探
し
て
も
、
そ
れ
ら
し
い
く
だ
り
が
見
当
た
ら
な
い
。“hell”

と

か“the
land

ofbliss”

と
か
あ
る
の
で
、
地
獄
、
極
楽
み
た
い
な
文
言
に
注
意
し
た
が
、
武
蔵
は
剣
術
の
核
心
に

つ
い
て
そ
ん
な
抹
香
臭
い
喩
え
を
ど
こ
に
も
し
て
い
な
い
。

本
書
を
い
ち
か
ら
斜
め
読
み
し
た
ら
、
あ
っ
た
。

つ
ぎ
の
歌
を
見
よ
。

振
り
か
ざ
す
太
刀
の
下
こ
そ
地
獄
な
れ

一
と
足
進
め
先
は
極
楽

武
蔵
は
岩
の
上
で
徹
宵
の
坐
禅
に
入
っ
た
。
彼
は
仏
に
な
る
こ
と
に
全
精
力
を
傾
注
し
た
。
夜
空
は

満
天
の
星
が
輝
い
て
い
た
。
武
蔵
は
半
眼
を
開
い
て
星
を
見
た
。
こ
の
天
地
乾
坤
の
大
宇
宙
が
庭
に

見
え
た
。
自
分
は
天
地
の
外
に
超
然
と
し
て
い
る
こ
と
を
悟
っ
た
。
し
か
し
ま
だ
仏
の
姿
は
見
え
な

か
っ
た
。

鎌
田
茂
雄
『
五
輪
書
』
講
談
社
学
術
文
庫
、19

8
6

年
、pp.32–

3

。

お
お
、
こ
れ
こ
れ
、
こ
の
「
振
り
か
ざ
す
…
」
和
歌
こ
そ
が
、
英
文
の
元
ネ
タ
と
し
て
ピ
ッ
タ
シ
カ
ン
カ
ン
じ
ゃ

ね
え
か
？

さ
っ
そ
く
ネ
ッ
ト
で
歌
の
出
典
、
要
す
る
に
、
宮
本
武
蔵
が
ど
こ
で
こ
れ
を
書
き
し
る
し
た
も
の
か

を
調
べ
て
み
た
。
と
こ
ろ
が
ど
こ
に
も
確
か
ら
し
い
情
報
が
な
い
。
鎌
田
氏
の
書
き
っ
ぷ
り
か
ら
し
て
歌
の
作
者

は
宮
本
武
蔵
ら
し
い
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
英
訳
は
宮
本
武
蔵
の
名
言
と
し
て
流
布
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
で
も
、

先
に
記
し
た
よ
う
に
、『
五
輪
書
』
ほ
か
を
見
渡
し
て
も
こ
の
和
歌
は
見
当
た
ら
ず
、
武
蔵
作
説
は
ど
う
も
怪
し
い
。

鎌
田
氏
の
こ
の
く
だ
り
は
、
よ
く
読
む
と
、「
つ
ぎ
の
歌
を
見
よ
」
と
い
う
の
み
で
、
こ
れ
が
宮
本
武
蔵
自
身

の
歌
だ
と
は
ど
こ
に
も
書
い
て
い
な
い
。
紛
ら
わ
し
く
な
い
か
。
ま
、
宮
本
武
蔵
の
悟
り
に
つ
い
て
、
鎌
田
氏
は
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「
見
て
来
た
よ
う
な
」
な
ん
と
や
ら
の
筆
勢
を
駆
っ
て
い
る
か
ら
し
て
（
ま
る
で
吉
川
英
治
）、
眉
に
ツ
バ
を
つ
け

る
べ
き
な
の
は
す
ぐ
わ
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
友
人
に
は
こ
の
歌
の
日
本
語
を
教
え
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
こ

れ
が
武
蔵
の
も
の
だ
と
い
う
の
は
疑
わ
し
い
」
と
但
し
書
き
を
つ
け
た
。

『
五
輪
書
』
は
日
本
の
武
士
道
を
学
ぶ
に
避
け
て
は
通
れ
な
い
名
著
と
さ
れ
る
。
私
も
読
ん
で
感
心
さ
せ
ら
れ

た
が
、
と
う
て
い
真
似
で
き
な
い
。
ど
う
も
私
に
は
無
縁
で
あ
る
。
宮
本
武
蔵
は
こ
の
書
で
剣
術
の
精
神
論
、
実

践
論
を
披
瀝
し
て
い
る
の
だ
が
、
剣
術
と
は
、
究
極
、
人
を
斬
る
こ
と
だ
、
と
言
い
切
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
ん

と
も
凄
い
。
人
の
命
を
奪
う
、
殺
す
、
と
い
う
こ
と
ば
が
見
当
た
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
道
徳
や
倫
理
を
超
え
た

と
こ
ろ
で
剣
術
を
論
じ
て
い
る
の
だ
。
地
獄
も
、
極
楽
も
、
宮
本
武
蔵
に
と
っ
て
は
、
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の

で
あ
る
。有

構
無
構
と
い
ふ
は
、
太
刀
を
か
ま
ゆ
る
と
い
ふ
事
あ
る
べ
き
事
に
あ
ら
ず
。﹇
…
﹈
太
刀
は
、
敵

の
縁
に
よ
り
、
所
に
よ
り
、
け
い
き
に
し
た
が
ひ
、
何
れ
の
方
に
置
き
た
り
と
も
、
其
敵
き
り
よ
き

や
う
に
持
つ
心
也
。﹇
…
﹈
然
る
に
よ
つ
て
、
構
は
あ
り
て
構
は
な
き
と
い
ふ
利
也
。
先
づ
太
刀
を

と
つ
て
は
、
い
づ
れ
に
し
て
な
り
と
も
、
敵
を
き
る
と
い
ふ
心
也
。﹇
…
﹈
何
事
も
き
る
縁
と
思
ふ

事
肝
要
也
。
能
々
吟
味
す
べ
し
。

同
書
、p.119

。

N
ov.

3,
2
0
12.
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白
居
易
『
長
恨
歌
』

中
国
唐
代
の
詩
人
・
白
居
易
は
、
平
易
に
し
て
ど
こ
か
お
涙
頂
戴
的
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
こ
そ
が
古
来
日
本
人
の
感
性
に
訴
え
た
親
し
み
や
す
さ
だ
と
私
は
思
う
。
岩
波
中
國
詩
人
選
集
『
白
居
易
　

下
』
か
ら
『
長
恨
歌
』
を
読
ん
だ
。

春
寒
賜
浴
華
淸
池

春
寒
く
し
て
浴
を
賜
う
華
清
の
池

溫
泉
水
滑
洗
凝
脂

温
泉
　
水
滑
ら
か
に
し
て
　
凝
脂
に
洗
ぐ

侍
兒
扶
起
嬌
無
力

侍
児
扶
け
起
こ
せ
ば
　
嬌
と
し
て
力
無
し

始
是
新
承
恩
澤
時

始
め
て
是
れ
新
た
に
恩
沢
を
承
け
な
ん
時

『
白
居
易
下
』
高
木
正
一
注
、
岩
波
中
國
詩
人
選
集
巻
十
三
、
昭
和
三
十
三
年
、p.9

5

。

こ
れ
は
、
並
み
居
る
宮
中
の
美
女
か
ら
楊
貴
妃
が
選
び
出
さ
れ
た
と
い
う
ロ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
か
ら
、
彼
女
の
接

写
に
転
じ
た
く
だ
り
で
あ
る
。
い
き
な
り
入
浴
の
場
面
と
い
う
の
が
凄
い
。
人
格
を
殺
が
れ
た
腰
元
に
裸
の
肢
体

を
預
け
て
世
話
を
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
、
思
う
に
、
王
朝
風
耽
美
の
極
み
で
あ
る
。
ピ
エ
ー
ル
・
ル
イ
ス
が
何
頁
も

費
や
し
て
書
い
た
よ
う
な
高
級
な
エ
ロ
ス
を
さ
ら
り
と
歌
っ
て
い
る
。

『
長
恨
歌
』
は
高
校
の
漢
文
教
科
書
や
副
読
本
で
誰
も
が
「
習
っ
た
」
は
ず
で
あ
る
が
、
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃

と
の
国
を
傾
け
た
夢
幻
的
恋
愛
潭
が
わ
が
国
の
文
学
史
に
大
い
な
る
影
響
を
与
え
た
云
々
と
い
っ
た
「
お
勉
強
臭

さ
」
に
閉
口
し
て
、
こ
の
よ
う
な
妖
し
い
く
だ
り
を
味
わ
う
余
裕
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
長
恨
歌
』
の
こ
の
深
閨
美
女
抜
擢
の
モ
チ
ー
フ
は
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
に
決
定
的
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
白
居
易
が
い
き
な
り
か
く
も
艶
か
し
い
場
面
で
読
者
に
サ
ー
ビ
ス
を
振
り
ま
い
た
の
に
対

し
、
紫
式
部
が
ヒ
ロ
イ
ン
に
焦
点
を
当
て
る
と
き
、
ま
ず
真
っ
先
に
宮
中
の
居
並
ぶ
女
御
・
更
衣
の
嫉
妬
に
よ
る
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イ
ジ
メ
、
イ
ヤ
ガ
ラ
セ
を
描
い
た
と
こ
ろ
、
白
居
易
と
の
視
線
の
違
い
に
改
め
て
興
味
を
掻
き
立
て
ら
れ
る
。
な

ん
だ
、
い
ま
の
日
本
人
の
イ
ジ
メ
根
性
と
同
じ
じ
ゃ
ね
ぇ
か
、
と
『
源
氏
』
の
「
近
代
性
」
に
感
心
し
て
し
ま
う

わ
け
。

Jan.
2
3,
2
0
11.

唐
代
伝
奇

明
治
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
シ
リ
ー
ズ
新
書
漢
文
大
系
の
な
か
の
一
冊
『
唐
代
伝
奇
』
は
、
数
あ
る
唐
代

の
小
説
の
な
か
か
ら
古
来
日
本
人
に
と
り
わ
け
親
し
ま
れ
て
い
る
伝
奇
小
説
を
精
選
し
た
も
の
で
あ
る
。
芥
川
龍

之
介
の
『
杜
子
春
』（『
杜
子
春
伝
』）、
中
島
敦
の
『
山
月
記
』（『
人
虎
伝
』）
の
原
作
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
翻

案
作
品
は
そ
の
原
作
と
読
み
比
べ
る
と
近
代
的
知
性
の
特
性
が
明
ら
か
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
原
作
独
自
の
魅
力

を
も
発
見
で
き
て
面
白
い
。

『
杜
子
春
伝
』
で
は
、
そ
れ
が
夢
幻
だ
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
目
の
前
で
愛
す
る
人
が
虐
げ
ら
れ
る
光
景
を

見
せ
ら
れ
て
、
道
士
と
の
約
束
を
破
っ
て
主
人
公
は
声
を
出
し
て
し
ま
う
。
芥
川
の
短
篇
で
は
こ
の
弱
さ
こ
そ
が

尊
い
人
間
性
で
あ
る
と
い
う
感
銘
を
催
す
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
原
作
で
は
、
夢
幻
だ
と
諭
さ
れ
そ
れ

を
受
入
れ
た
以
上
は
、
そ
の
態
度
を
貫
徹
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
う
い
う
非
情
な

思
想
的
境
地
に
物
語
の
興
味
が
置
か
れ
て
い
る
。
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主
旨
が
ま
っ
た
く
反
転
し
て
い
る
の
だ
が
、
ど
ち
ら
に
も
人
間
の
真
実
が
あ
る
。
ど
ち
ら
が
よ
り
人
間
の
真
理

を
描
い
て
い
る
か
は
読
む
人
次
第
だ
ろ
う
。
私
は
、
原
作
と
の
対
比
で
も
っ
て
は
じ
め
て
顕
在
化
す
る
芥
川
作
品

の
緊
張
感
に
打
た
れ
つ
つ
、
原
作
の
感
傷
の
ま
る
で
な
い
と
こ
ろ
に
も
惹
か
れ
た
。

中
国
の
小
説
は
―――
ど
こ
の
国
の
散
文
読
物
も
そ
う
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
―――
説
話
、
語
伝
え
の
再
話
と
い
う
あ

り
方
に
原
点
が
あ
る
。
文
学
的
進
化
の
過
程
で
、
唐
代
の
小
説
は
創
作
性
・
表
現
性
に
目
覚
め
た
芸
術
的
志
向
が

強
く
な
っ
た
こ
と
が
特
色
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
現
代
の
推
理
小
説
で
は
当
た
り
前
に
な
っ
た
暗
号
モ
チ
ー
フ

ま
で
登
場
す
る
作
品
さ
え
あ
る
。『
謝
小
娥
伝
』
で
は
、
親
兄
弟
を
盗
賊
に
殺
さ
れ
た
女
主
人
公
・
小
娥
が
父
・
兄

の
亡
霊
か
ら
聞
い
た
言
葉
の
意
味
を
探
り
続
け
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
が
そ
の
言
葉
の
暗
号
を
解
読
し
て
犯
人

を
明
ら
か
に
し
、
小
娥
が
復
讐
を
果
た
す
。

『
李
章
武
伝
』
は
、
男
が
死
ん
だ
恋
人
の
亡
霊
と
情
を
交
わ
す
と
い
う
中
国
伝
奇
小
説
ら
し
い
モ
チ
ー
フ
を
も

つ
作
品
で
あ
る
。
私
の
酷
愛
す
る
伝
奇
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

昔
見
し
と
異
な
ら
ず
、
但
挙
止
浮
急
、
音
調
軽
清
な
る
の
み
。
章
武
牀
を
下
り
、
迎
擁
し
て
手
を
携

え
、
款
す
る
こ
と
平
生
の
歓
の
如
し
。﹇
…
﹈
章
武
倍
倍
与
に
狎
暱
す
る
に
、
亦
他
異
無
し
。

〔
解
釈:

昔
と
変
わ
ら
ぬ
様
子
で
、
た
だ
動
作
が
ふ
わ
ふ
わ
と
し
て
い
て
、
声
が
軽
く
清
ら
か
な
だ
け

で
あ
っ
た
。
章
武
は
ベ
ッ
ド
を
下
り
て
、
抱
き
と
め
、
手
を
と
っ
て
、
握
り
し
め
た
が
、
そ
の
楽
し

さ
は
昔
と
同
じ
で
あ
っ
た
。﹇
…
﹈
章
武
は
ま
す
ま
す
う
ち
と
け
て
契
り
合
っ
た
が
、
別
に
変
わ
っ

た
様
子
は
な
か
っ
た
。〕

内
田
泉
之
助
、
乾
一
夫
著
・
波
出
石
実
編
『
唐
代
伝
奇
』
新
書
漢
文
大
系10

、

明
治
書
院
、2

0
0
2

年
、pp.6

2–
3

。

訳
文
は
ど
う
も
色
気
が
な
い
。

72



Sept.
2
5,
2
0
10.

『
梁
塵
秘
抄
』
本
二
冊

『
梁
塵
秘
抄
』
は
日
本
歌
謡
の
古
典
中
の
古
典
で
あ
る
。
今
日
は
『
梁
塵
秘
抄
』
関
連
本
二
冊
。

西
郷
信
綱
『
梁
塵
秘
抄
』
日
本
詩
人
選2
2

、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
刊
。「
遊
び
を
せ
ん
と
や
生
れ
け
む

戯

れ
せ
ん
と
や
生
れ
け
ん

遊
ぶ
子
供
の
声
聞
け
ば

我
が
身
さ
へ
こ
そ
ゆ
る
が
る
れ
」
―――
こ
の
あ
ま
り
に
も
有

名
な
今
様
に
つ
い
て
、
西
郷
は
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
風
の
安
易
な
読
み
方
を
し
な
い
。
況
や
、「
我
が
身
さ
へ
こ

そ
ゆ
る
が
る
れ
」
の
解
釈
に
お
い
て
、「
身
を
ゆ
る
が
す
」
ま
で
の
罪
業
深
き
生
業
へ
の
悔
恨
を
読
み
取
る
よ
う

な
近
代
的
倫
理
観
を
、
さ
ら
さ
ら
に
退
け
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は
遊
女
の
歌
だ
か
ら
で
あ
る
。

日
常
の
仕
事
を
や
め
て
何
か
を
す
る
の
が
、
ア
ソ
ビ
の
本
義
で
あ
る
。
タ
ハ
ブ
レ
も
、
常
軌
を
外
れ

る
と
い
う
意
を
ふ
く
む
。
と
こ
ろ
が
遊
女
に
は
、
常
人
と
違
っ
て
な
り
わ
い
そ
の
も
の
が
運
命
と
し

て
ア
ソ
ビ
で
あ
っ
た
。
遊
女
の
そ
う
い
う
な
り
わ
い
と
し
て
の
ア
ソ
ビ
と
童
子
ら
の
無
心
な
ア
ソ
ビ

と
の
二
相
が
、
か
く
て
こ
こ
で
奇
し
く
も
等
価
関
係
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。

西
郷
信
綱
『
梁
塵
秘
抄
』
日
本
詩
人
選2

2

、
筑
摩
書
房
、19

7
6

年
、p.2

5

。

遊
女
は
謡
い
、
踊
っ
て
、
観
る
も
の
を
楽
し
ま
せ
、
慰
め
、
客
と
床
を
共
に
し
て
、
心
身
の
究
極
の
快
を
与
え

さ
え
す
る
（
小
沢
昭
一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
密
室
で
た
だ
ひ
と
り
の
観
客
を
相
手
に
色
演
技
を
な
す
）。「
ア
ソ

73



ビ
」「
タ
ハ
ブ
レ
」
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
る
ほ
う
は
日
常
の
仕
事
か
ら
一
時
的
に
解
き
放
た

れ
た
遊
興
で
あ
る
一
方
、
与
え
る
ほ
う
は
仕
事
、
生
業
で
あ
る
。
私
と
公
と
の
対
峙
・
す
れ
違
い
な
ど
と
い
う
と
、

い
さ
さ
か
大
げ
さ
で
か
つ
近
代
人
の
愚
か
な
深
読
み
と
捉
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
も
の

あ
は
れ
を
感
じ
な
い
で
は
お
れ
な
い
。

い
ま
一
冊
は
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
馬
場
光
子
全
訳
注
、
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
刊
。
本
書
は
『
梁
塵
秘
抄
口

伝
集
』
の
校
訂
原
典
に
対
し
、
現
代
語
訳
、
語
釈
、
補
説
を
付
し
て
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
詳
細
な
注
釈
書
の
ひ

と
つ
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。

『
梁
塵
秘
抄
』
は
平
安
末
期
の
後
白
河
院
の
編
ん
だ
も
の
だ
。
本
来
、
歌
謡
集
十
巻
と
口
伝
集
十
巻
と
か
ら
成
っ

て
い
た
。
そ
し
て
院
の
意
図
と
し
て
は
、
歌
謡
集
よ
り
も
む
し
ろ
口
伝
集
こ
そ
が
主
流
を
な
す
内
容
だ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
今
様
の
修
練
、
系
譜
、
傀
儡
女
た
ち
と
の
交
流
の
記
述
を
通
し
て
、
こ
の
集
成
こ
そ
が
今
様
の
正
統
的

な
集
大
成
で
あ
り
、
ま
た
院
そ
の
ひ
と
が
今
様
の
正
統
を
体
現
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
執
念
で
綴
っ
た
、
と
い
う

の
が
『
梁
塵
秘
抄
』
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
後
白
河
院
が
『
梁
塵
秘
抄
』
を
編
ん
だ
と
い
う
の
は
つ
く
づ
く
面
白
い
。『
梁
塵
秘
抄
』
の
歌

謡
の
担
い
手
は
傀
儡
女
、
遊
女
で
あ
る
。
い
ま
現
代
の
風
俗
で
譬
え
る
な
ら
ば
、
枕
営
業
を
な
す
女
性
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
の
よ
う
な
存
在
で
は
な
か
ろ
う
か
。
上
皇
と
も
あ
ろ
う
や
ん
ご
と
な
き
お
方
が
、
そ
ん
な
女
た
ち
を
宮
廷
に

招
き
入
れ
て
、
彼
女
た
ち
か
ら
熱
心
に
歌
と
踊
り
を
習
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
天
皇
陛
下
がA

K
B
4
8

に
夢
中

に
な
っ
て
、
皇
居
内
に
私
設
劇
場
を
設
置
し
、
連
日
そ
の
公
演
に
夢
中
に
な
り
、
血
道
を
上
げ
て
研
究
に
勤
し
み
、

『A
K
B
4
8

研
究
大
全
・
全
二
十
巻
』
を
刊
行
す
る
―――
現
代
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
さ
し
ず
め
そ
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
で
は
な
か
ろ
う
か
（A

K
B
4
8

が
枕
営
業
を
し
て
い
る
と
は
言
わ
な
い
）。

古
代
日
本
に
お
い
て
「
ア
ソ
ビ
」
女
性
は
上
下
貴
賤
の
枠
を
超
越
し
た
特
別
な
位
置
に
あ
っ
た
。
西
郷
信
綱
も

指
摘
し
て
い
る
。
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か
く
遊
女
は
端
舟
に
乗
っ
て
大
傘
を
か
ざ
し
、
さ
な
が
ら
貴
女
の
ご
と
き
出
で
た
ち
で
、
御
幸
の
舟

な
ど
に
も
お
そ
れ
る
こ
と
な
く
推
参
し
た
。
延
喜
式
に
、
大
　か

さ簦　
は
妃
以
下
、
三
位
以
上
、
及
び
大
臣

の
嫡
妻
に
の
み
許
す
（
雑
式
）
と
規
定
し
て
い
る
、
そ
の
大
簦
を
か
ざ
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
遊

女
が
体
制
外
の
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

前
掲
書
、p.33

。

ま
た
、
西
郷
は
大
江
匡
房
の
『
遊
女
記
』
か
ら
、
江
口
（
古
来
有
名
な
遊
女
の
里
）
に
関
す
る
次
の
記
述
を
引
用

し
て
い
る
―――
「
蓋
天
下
第
一
之
楽
地
也
、﹇
…
﹈
上
自
卿
相
下
及
黎
庶
、
莫
不
接
牀
第
施
慈
愛
」（
同
書
、p.35

）。

思
う
に
、
天
下
第
一
の
遊
興
地
で
あ
り
、﹇
…
﹈
上
は
貴
族
か
ら
下
は
庶
民
ま
で
、
床
に
共
に
寝
て
愛
を
施
さ
な

い
こ
と
は
な
い
（
私
訳
）。
上
下
貴
賤
を
往
来
で
き
る
特
別
な
存
在
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。N

ov.
3,
2
0
14.

長
谷
川
櫂
『「
奥
の
細
道
」
を
よ
む
』

長
谷
川
櫂
著
『「
奥
の
細
道
」
を
よ
む
』（
ち
く
ま
新
書6

6
1

、
二
〇
〇
七
年
）
を
読
ん
だ
。
久
し
ぶ
り
の
芭
蕉

俳
句
論
。
長
谷
川
櫂
は
俳
人
と
し
て
著
名
で
あ
る
。『
奥
の
細
道
』
は
日
本
の
古
典
に
お
け
る
紀
行
文
学
の
最
高

位
に
あ
る
わ
け
で
、
現
代
の
俳
句
実
作
の
プ
ロ
の
目
が
見
る
『
奥
の
細
道
』
の
面
白
さ
を
教
え
て
欲
し
い
と
い
う

気
も
あ
っ
て
、
私
は
本
書
を
手
に
取
っ
た
。
す
で
に
こ
れ
を
読
ん
だ
妻
か
ら
借
り
た
の
で
あ
る
。
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『
奥
の
細
道
』
は
歌
仙
の
面
影
を
映
す
と
い
う
見
解
は
新
鮮
で
あ
っ
た
。
深
川
出
立
か
ら
蘆
野
ま
で
、
白
河
関

か
ら
平
泉
ま
で
、
尿
前
関
か
ら
越
後
ま
で
、
市
振
関
か
ら
終
着
大
垣
ま
で
が
そ
れ
ぞ
れ
、
初
折
の
表
、
裏
、
名
残

の
表
、
裏
に
対
応
す
る
と
い
う
。
テ
ー
マ
論
的
に
は
各
々
、
旅
の
禊
、
歌
枕
巡
礼
、
宇
宙
的
体
験
、
浮
世
帰
り
だ

と
い
う
。
そ
の
論
に
は
さ
す
が
現
代
俳
人
に
相
応
し
い
構
造
感
覚
を
認
め
る
。

な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
見
方
が
あ
っ
た
の
か
と
感
激
し
た
。
古
典
と
の
結
び
つ
き
、
不
易
流
行
の
芸
術
観
を
経
て

「
か
る
み
」
に
至
る
過
程
が
旅
の
道
程
に
敷
衍
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。『
奥
の
細
道
』
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で

も
実
際
の
旅
の
体
験
に
捕
ら
わ
れ
な
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
細
部
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
歌
仙
と
い
う

俳
諧
の
最
高
様
式
と
芭
蕉
詩
の
進
化
論
と
が
パ
ラ
レ
ル
に
な
っ
て
い
る
作
品
構
造
の
魅
力
を
、
本
書
は
う
ま
く
伝

え
て
い
る
。

『
奥
の
細
道
』
の
な
か
で
、
象
潟
の
く
だ
り
が
い
ち
ば
ん
好
き
で
あ
る
。「
松
島
は
笑
ふ
が
如
く
、
象
潟
は
う
ら

む
が
ご
と
し
。
寂
し
さ
に
悲
し
び
を
く
は
え
て
、
地
勢
魂
を
な
や
ま
す
に
似
た
り
」
と
書
き
、
象
潟
に
中
国
古
代

の
美
女
西
施
の
な
や
ま
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合
わ
せ
る
そ
の
文
章
は
、
蕭
然
と
し
て
艶
冶
な
色
気
が
あ
る
。
長

谷
川
の
次
の
指
摘
は
、
芭
蕉
が
松
島
と
象
潟
と
を
対
比
し
て
み
せ
た
意
匠
を
巧
み
に
言
い
現
し
て
い
る
。

こ
れ
は
歌
仙
で
い
え
ば
、
初
折
の
裏
に
松
島
が
あ
り
、
名
残
の
表
に
象
潟
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま

る
で
鏡
の
前
の
美
女
と
鏡
に
映
る
そ
の
幻
の
よ
う
に
二
つ
の
多
島
海
が
向
か
い
合
う
。

長
谷
川
櫂
『「
奥
の
細
道
」
を
よ
む
』、
ち
く
ま
新
書6

6
1

、2
0
0
7

年
、p.18

1

。

芭
蕉
の
「
古
池
や
」
の
句
を
現
実
の
風
景
と
心
象
と
の
と
り
あ
わ
せ
と
捉
え
、
蕉
風
の
ひ
と
つ
の
型
と
し
て
分

析
し
て
い
る
部
分
は
、
た
い
へ
ん
興
味
深
か
っ
た
。

Feb.
14,

2
0
0
8.
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エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス

先
日
、
寝
る
直
前
に
妻
と
な
ぜ
か
四
方
山
話
を
す
る
流
れ
に
な
っ
た
。

妻
は
、
少
女
の
こ
ろ
、
父
親
の
目
を
盗
ん
で
、
彼
の
書
斎
で
エ
ロ
週
刊
誌
を
よ
く
盗
み
見
た
、
と
い
う
よ
う
な

話
を
し
た
。
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
宇
野
鴻
一
郎
や
川
上
宗
薫
の
官
能
小
説
を
読
ん
だ
ら
し
い
。
少
年
の
こ
ろ

の
私
な
ど
、
エ
ロ
週
刊
誌
に
つ
い
て
は
、
エ
ロ
・
グ
ラ
ビ
ア
に
し
か
興
味
が
な
か
っ
た
の
と
比
べ
る
と
、
さ
す
が

文
学
少
女
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
妻
の
曰
く
「
裏
口
入
学
で
医
大
に
行
っ
た
よ
う
な
エ
ロ
医
師
が
出
て
来
て
、
看

護
婦
を
一
列
に
並
べ
、
パ
ン
ツ
を
脱
が
せ
て
、
片
っ
端
か
ら
自
分
の
肉
棒
で
『
お
注
射
』
を
し
て
行
く
、
そ
ん
な

ナ
ン
セ
ン
ス
に
た
だ
笑
っ
て
し
ま
っ
た
」。

ピ
ン
ク
映
画
も
、
エ
ロ
小
説
も
、
ゴ
マ
ン
と
観
た
り
読
ん
だ
り
し
て
来
た
私
が
思
う
に
、
こ
の
ナ
ン
セ
ン
ス
は

意
図
的
な
も
の
で
あ
る
。
昔
の
―――
と
く
に
一
九
七
〇
年
代
く
ら
い
の
―――
ポ
ル
ノ
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
興
奮

す
る
よ
り
も
、
笑
う
し
か
反
応
の
し
よ
う
の
な
い
、
い
く
ら
考
え
て
も
ま
っ
た
く
意
味
の
見
出
せ
な
い
」
エ
ロ
断

片
が
必
ず
あ
る
。
要
す
る
に
解
釈
を
拒
絶
す
る
よ
う
なnonsense

の
要
素
で
あ
る
。

「
高
尚
な
芸
術
的
エ
ロ
ス
」
を
求
め
る
、
教
条
主
義
に
毒
さ
れ
た
小
賢
し
い
読
者
は
、
ま
ず
間
違
い
な
く
こ
れ

で
作
品
に
「
低
俗
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
は
ず
で
あ
る
。
思
う
に
、
こ
う
し
て
ポ
ル
ノ
作
者
は
不
純
な
エ
セ
読
者

を
遠
ざ
け
、
真
に
開
か
れ
た
読
者
を
招
き
入
れ
る
の
で
あ
る
。

奇
才
・
神
代
辰
巳
監
督
の
日
活
ロ
マ
ン
ポ
ル
ノ
作
品
に
も
、
か
か
る
ホ
ン
ト
く
だ
ら
な
い
シ
ー
ン
が
い
く
つ
も

あ
っ
た
。
谷
ナ
オ
ミ
主
演
『
悶
絶
‼
ど
ん
で
ん
返
し
』（
一
九
七
七
年
）
に
、
裸
の
女
三
人
が
四
つ
ん
這
い
に
並
ん

で
、
そ
れ
ぞ
れ
伸
縮
ビ
ニ
ル
笛
（
吹
く
と
、
巻
い
た
ビ
ニ
ル
管
が
呼
気
で
伸
び
て
、
ピ
ー
と
音
を
出
す
、
あ
の
子

供
の
オ
モ
チ
ャ
だ
）
を
膣
に
差
し
込
み
、
い
き
ん
で
ピ
ー
プ
ー
鳴
ら
せ
よ
う
と
す
る
シ
ー
ン
が
あ
っ
た
。
コ
ン
テ

ク
ス
ト
に
何
の
意
味
も
齎
さ
な
い
た
だ
の
お
バ
カ
。
む
し
ろ
、
意
味
を
拒
絶
す
る
よ
う
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
。
シ
ュ
ー

ル
で
さ
え
あ
る
。
笑
う
し
か
な
い
ん
で
あ
る
。
通
常
の
思
考
の
限
界
に
突
き
当
た
っ
た
と
き
人
間
は
笑
う
、
と
い
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う
あ
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
風
の
笑
い
に
ち
ょ
っ
と
似
て
い
る
。

で
も
、
こ
う
い
う
要
素
こ
そ
が
、
エ
ロ
を
無
条
件
に
肯
定
す
る
日
本
の
素
晴
ら
し
い
表
現
伝
統
だ
と
、
私
な
ん

か
は
思
う
。
こ
の
神
代
ポ
ル
ノ
の
お
バ
カ
シ
ー
ン
の
趣
向
は
じ
つ
は
ス
ト
リ
ッ
プ
シ
ョ
ー
の
一
演
目
「
花
電
車
」

と
同
じ
で
あ
る
。
性
的
扇
情
に
諧
謔
を
添
え
る
日
本
の
凄
い
伝
統
。

江
戸
初
期
の
草
子
に
『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
こ
ん
な
話
が
あ
る
。
あ
る
男
が
、

自
分
の
女
房
が
間
男
を
通
わ
せ
て
い
る
と
の
風
聞
を
耳
に
し
て
、
そ
い
つ
を
取
っ
捕
ま
え
て
ぶ
ち
殺
し
て
や
る
と

ば
か
り
に
、
外
出
す
る
振
り
を
装
っ
て
間
男
を
待
ち
伏
せ
す
る
。
案
の
定
、
間
男
が
や
っ
て
来
て
、
女
房
と
事
に

及
ぶ
。
そ
れ
を
男
は
覗
き
見
し
て
い
る
。
女
は
間
男
に
、
ア
タ
シ
が
心
底
好
き
な
ら
ア
タ
シ
の
あ
そ
こ
を
舐
め
て

ち
ょ
う
だ
い
と
迫
る
。「
よ
ろ
し
い
」
と
間
男
。

そ
う
言
っ
て
男
は
、
女
房
の
ま
た
ぐ
ら
に
顔
を
さ
し
寄
せ
た
が
、
さ
て
そ
の
臭
い
こ
と
。
と
て
も
舌

で
舐
め
る
気
に
は
な
ら
ず
、
鼻
の
先
で
ち
ょ
い
ち
ょ
い
と
い
じ
っ
て
舐
め
た
ふ
り
を
し
て
お
い
た
。

す
る
と
、
女
房
は
よ
く
感
触
を
分
っ
て
い
る
と
み
え
て
、

「
今
の
は
、
鼻
ぢ
ゃ
」

と
言
う
。
水
掛
け
論
に
な
っ
て
言
い
争
っ
て
い
る
。

二
階
に
隠
れ
て
い
た
亭
主
は
、
節
穴
か
ら
覗
き
、
よ
く
よ
く
観
察
し
て
い
て
叫
ん
だ
。

「
お
れ
は
ど
っ
ち
の
ひ
い
き
で
も
な
い
が
、
今
の
は
鼻
ぢ
ゃ
」

林
望
『
古
典
文
学
の
秘
密
』
光
文
社
、2

0
10

年
、pp.130–

1

。

こ
こ
で
は
「
浮
気
の
証
拠
を
突
き
止
め
て
コ
ロ
ー
ス
」
と
い
う
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
が
あ
っ
た
は
ず
が
、
い
つ
の

間
に
か
、
あ
ら
ゆ
る
焦
点
が
女
の
あ
そ
こ
を
舌
で
舐
め
た
か
鼻
で
い
じ
っ
た
だ
け
か
の
ナ
ン
セ
ン
ス
に
収
斂
し
て

78



い
る
。
こ
の
エ
ロ
の
シ
ュ
ー
ル
さ
は
ま
っ
た
く
見
事
と
い
う
ほ
か
な
い
。
こ
の
無
意
味
さ
こ
そ
、
意
味
以
上
の
一

撃
を
喰
ら
わ
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
江
戸
の
仮
名
草
子
で
よ
く
わ
か
る
。
日
本
人
の
エ
ロ
は
筋
金
が

入
っ
て
い
て
、
凄
い
ん
で
あ
る
。
こ
れ
は
林
望
の
現
代
語
訳
だ
が
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
か
ら
、
こ
の
く

だ
り
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
全
文
を
引
用
し
て
お
き
ま
す
。

「
其
方
、
女
房
を
人
が
盜
む
を
し
ら
ぬ
か
。
さ
て
さ
て
う
つ
け
ぢ
や
。
よ
そ
へ
ゆ
く
て
い
に
、
か
く

れ
居
て
見
付
て
、
打
殺
せ
」
の
、「
叩
け
」
の
と
、
色
々
い
ひ
ふ
く
む
る
。「
心
得
た
る
」
と
て
、
二

階
に
か
く
れ
て
待
つ
所
へ
、
案
の
ご
と
く
間
男
き
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
ち
け
い
﹇
痴
芸
﹈
の
あ
ま
り
に
、

女
申
や
う
、「
眞
實
思
へ
ば
、
前
を
ね
ぶ
る
物
ぢ
や
が
、
そ
も
じ
は
我
々
を
さ
ほ
ど
思
し
召
さ
ぬ
」
と

い
ふ
。
男
の
曰
く
、「
一
命
を
か
け
て
此
ご
と
く
參
る
に
、
御
疑
ひ
な
さ
れ
候
。
今
な
り
と
も
ね
ぶ

ら
ふ
」
と
て
ひ
き
む
く
る
が
、
あ
ま
り
臭
さ
に
鼻
に
て
な
づ
る
。
女
房
よ
く
お
ぼ
え
て
、「
い
ま
の

は
鼻
ぢ
や
」
と
云
。「
い
や
舌
ぢ
や
」
と
い
ふ
。
詮
議
ま
ち
ま
ち
す
る
を
、
此
男
﹇
亭
主
﹈
節
穴
か

ら
の
ぞ
き
、
よ
く
見
て
、「
ど
ち
の
贔
屓
で
も
な
い
が
、
い
ま
の
は
鼻
ぢ
や
鼻
ぢ
や
」
と
い
ふ
た
。

岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
江
戸
笑
話
集
』、
岩
波
書
店
、19

6
6

年
、pp.138–

9

。

妻
の
四
方
山
話
に
、
も
う
ひ
と
つ
、『
岩
手
艶
笑
潭
』
と
い
う
本
を
父
の
書
斎
で
読
ん
だ
と
い
う
の
も
あ
っ
た
。

体
で
文
字
を
表
し
て
み
よ
と
い
う
お
題
が
あ
っ
た
。
赤
子
を
抱
い
た
女
は
す
か
さ
ず
、「『
好
く
』
と
い
う
文
字
で

ご
ざ
い
ま
す
」
と
や
っ
た
。
続
い
て
、
あ
る
女
が
片
足
を
真
っ
直
ぐ
水
平
に
さ
し
伸
ば
し
て
言
う
に
は
、「『
可
』

と
い
う
文
字
で
ご
ざ
い
ま
す
」。
い
か
な
る
解
釈
も
超
越
し
た
、
意
味
の
な
い
エ
ロ
の
哄
笑
。

こ
ん
な
感
じ
で
―――
漢
字
で
―――
、
深
夜
に
腹
を
捩
っ
て
大
笑
い
し
て
、
私
は
そ
の
夜
、
な
か
な
か
寝
付
け
な

か
っ
た
。
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こ
う
し
て
少
女
時
代
の
妻
は
思
春
期
の
ス
ケ
ベ
心
で
父
の
書
斎
に
忍
び
込
ん
だ
わ
け
だ
け
ど
、
少
年
の
こ
ろ
の

私
は
と
い
う
と
、
妻
と
は
違
っ
て
、
盗
み
見
た
と
い
う
よ
り
も
、
父
が
堂
々
と
週
刊
誌
の
ヌ
ー
ド
・
グ
ラ
ビ
ア
を

広
げ
て
「
え
ら
い
綺
麗
や
な
ー
」
と
ま
じ
ま
じ
と
見
蕩
れ
て
い
る
の
を
、
横
で
一
緒
に
眺
め
て
い
た
、
そ
う
い
う

記
憶
の
ほ
う
が
鮮
明
で
あ
る
。
父
は
「
こ
ん
な
別
嬪
と
イ
ッ
パ
ツ
や
っ
て
み
た
い
な
ー
」
な
ど
と
平
気
で
口
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
ど
う
も
父
は
子
供
の
私
に
は
意
味
が
通
じ
な
い
と
思
っ
て
い
た
ら
し
い
。

私
の
父
は
、
中
学
卒
業
と
同
時
に
、
当
時
米
国
に
占
領
さ
れ
て
い
た
奄
美
徳
之
島
か
ら
大
阪
に
働
き
に
出
て
、

大
い
に
苦
労
し
た
田
舎
者
で
、
ま
っ
た
く
衒
い
が
な
か
っ
た
。
お
ま
け
に
彼
は
一
種
独
特
の
女
評
目
線
を
持
っ
て

い
た
。
ど
こ
に
で
も
い
そ
う
な
無
個
性
な
美
人
（
そ
れ
で
も
、
自
分
で
自
分
が
美
人
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
よ
く
い

る
タ
イ
プ
）
を
認
め
る
と
、「
ダ
イ
エ
ー
の
マ
ネ
キ
ン
み
た
い
な
別
嬪
や
な
ー
」
と
巧
み
な
形
容
を
し
た
。「
ダ
イ

エ
ー
の
」
と
い
う
表
現
が
、
そ
の
安
っ
ぽ
さ
を
強
烈
に
突
い
て
い
た
。

私
も
こ
う
い
う
つ
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
け
は
父
を
受
け
継
い
だ
よ
う
で
あ
る
。

A
ug.

5,
2
0
10.

ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
『
日
本
の
文
学
』

本
日
二
月
二
十
四
日
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
が
亡
く
な
っ
た
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

高
校
二
年
の
と
き
、
彼
の
『
日
本
の
文
学
』
を
吉
田
健
一
訳
、
中
公
文
庫
（
昭
和
五
十
四
年
）
で
読
ん
だ
。
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高
校
の
古
文
の
授
業
で
日
本
の
古
典
和
歌
な
ど
を
学
ぶ
わ
け
だ
が
、
掛
詞
や
縁
語
、
枕
詞
な
ど
の
わ
が
国
の
特

殊
な
文
藝
手
法
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
伝
統
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
文
藝
学
的
意
味
論
な
ど
に
つ
い
て
ほ

と
ん
ど
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
こ
う
い
う
の
が
伝
統
」
で
ほ
ぼ
お
し
ま
い
。
文
藝
手
法
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の

観
点
で
、
現
代
文
学
、
世
界
文
学
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
文
藝
的
意
義
や
特
長
が
あ
る
の
か
、
な
ん
て
ほ
と
ん

ど
ま
っ
た
く
ス
ル
ー
さ
れ
る
の
が
常
で
は
な
い
か
と
思
う
。

掛
詞
な
ん
て
、
日
本
語
は
音
の
種
類
が
少
な
く
同
じ
音
の
言
葉
が
多
い
の
で
地
口
、
ダ
ジ
ャ
レ
が
容
易
で
あ
り
、

日
本
古
典
に
お
い
て
も
面
白
半
分
の
言
葉
遊
び
が
文
学
的
手
法
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
、
程
度
の
想
像
を

個
人
的
に
は
し
て
い
た
。

で
も
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
の
『
日
本
の
文
学
』
を
読
ん
で
は
じ
め
て
、
掛
詞
や
縁
語
等
の
日
本
の
レ
ト
リ
ッ

ク
が
、
西
欧
文
学
の
知
性
で
捉
え
て
も
、
日
本
の
文
学
表
現
を
驚
く
ほ
ど
豊
か
に
、
複
雑
に
、
高
度
に
洗
練
さ
せ

て
い
る
こ
と
を
、「
わ
か
り
や
す
く
」
説
明
し
て
も
ら
っ
た
よ
う
に
思
う
。
高
校
生
の
こ
ろ
の
そ
の
感
動
を
今
で

も
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
る
。
日
本
人
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
日
本
の
古
典
の
凄
さ
を
教
え
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。

悲
劇
的
な
印
象
を
さ
ら
に
深
く
す
る
た
め
の
掛
け
言
葉
も
発
達
し
て
、
時
に
は
、
詩
人
が
一
篇
の
詩

の
終
わ
り
ま
で
全
く
違
っ
た
二
組
の
影
像
を
並
行
さ
せ
て
、
少
し
も
破
綻
を
来
さ
ず
に
い
る
こ
と
も

あ
る
。
例
え
ば
、

消
え
わ
び
ぬ
う
つ
ろ
ふ
人
の
秋
の
色
に
身
を
こ
が
ら
し
の
森
の
下
露

定
家

と
い
う
歌
は
そ
の
よ
う
に
二
通
り
に
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
て
、
そ
の
一
つ
は
、
自
分
は
死
に
た

く
て
、
心
変
り
し
や
す
い
相
手
に
も
う
飽
き
ら
れ
た
の
が
辛
く
て
自
分
は
森
に
降
り
た
露
も
同
様
に

弱
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
の
歌
の
音
を
別
な
意
味
に
取
れ
ば
、
風
が
吹
き
荒
ぶ
森
の
露

は
秋
の
色
が
変
る
の
と
と
も
に
消
え
て
ゆ
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
何
れ
の
解
釈
も
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完
全
な
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
詩
人
の
精
神
の
う
ち
で
は
言
葉
は
絶
え
ず
こ
う
い
う
二
組
の
影

像
の
間
を
往
復
し
、
そ
の
た
め
に
、
秋
風
に
吹
か
れ
て
た
ち
ま
ち
消
え
て
し
ま
い
そ
う
な
露
は
、
恋

人
に
捨
て
ら
れ
て
、
自
分
が
何
故
ま
だ
生
き
て
い
る
の
か
解
ら
な
い
女
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
露
は
単
に
女
の
状
態
を
語
る
の
に
（
ま
た
、
女
が
流
す
涙
を
暗
示
す
る
の
に
）
比
喩
的
に

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
自
然
現
象
と
し
て
の
露
で
も
あ
り
、
詩
人
は
こ
の
歌
で

そ
の
両
方
に
表
現
を
与
え
、
い
わ
ば
、
何
れ
も
そ
れ
だ
け
で
完
全
で
あ
り
な
が
ら
、
互
い
に
離
れ
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
二
つ
の
同
心
円
を
、
言
葉
の
上
で
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
『
日
本
の
文
学
』
吉
田
健
一
訳
、
中
公
文
庫
、

昭
和
五
十
四
年
、p.16

。
強
調
筆
者
。

僕
が
強
調
を
付
し
た
よ
う
な
明
解
な
論
理
で
も
っ
て
、
掛
詞
の
影
像
の
往
復
あ
る
い
は
同
心
円
構
造
の
性
質
を

伝
え
て
く
れ
た
先
生
が
い
た
だ
ろ
う
か
。
な
ん
で
こ
の
よ
う
に
、「
伝
統
」
で
す
ま
さ
ず
ロ
ゴ
ス
で
も
っ
て
対
象
の

特
長
を
き
ち
ん
と
日
本
人
が
教
え
て
く
れ
な
い
の
か
。
高
校
生
の
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
に
思
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
ま

た
別
の
と
こ
ろ
で
「
日
本
語
の
こ
う
い
う
性
格
は
時
に
、
そ
し
て
殊
に
能
楽
で
は
、
絃
楽
の
三
重
奏
か
四
重
奏
を

聞
い
て
い
る
よ
う
な
効
果
を
生
じ
る
こ
と
に
な
り
」
云
々
と
い
う
よ
う
な
美
し
い
譬
で
、
日
本
語
と
日
本
文
学
の

特
性
を
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
は
教
え
て
く
れ
る
。

日
本
の
古
典
の
特
徴
を
説
明
す
る
に
際
し
て
、
欧
米
の
文
学
観
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
の
演
劇
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
オ
ペ
ラ
と
ひ
き
比
べ
る
比
較
文
学
観
点
も
あ
り
、
わ
が
国
の
古
典
の
偉
大
さ

を
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
単
な
る
自
画
自
賛
と
し
て
で
は
な
く
、
理
解
さ
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

本
書
の
解
説
を
書
い
て
い
る
の
は
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
の
友
人
で
も
あ
っ
た
三
島
由
紀
夫
で
あ
る
。
三
島
の

自
己
流
に
し
て
、
従
っ
て
表
層
的
な
―――
作
家
で
あ
る
か
ら
に
は
己
の
美
的
感
覚
で
古
典
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る

82



の
は
致
し
方
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
―――
日
本
古
典
文
学
理
解
に
比
べ
て
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
の
解
説
は
視

野
も
よ
り
広
く
か
つ
深
い
、
と
い
ま
だ
に
僕
は
思
っ
て
い
る
。
日
本
人
で
は
な
く
ア
メ
リ
カ
人
―――
そ
の
後
ド
ナ

ル
ド
・
キ
ー
ン
は
東
北
大
震
災
後
日
本
に
帰
化
し
た
の
で
、
名
実
と
も
に
日
本
人
な
の
だ
が
―――
に
よ
っ
て
日
本

古
典
文
学
の
蒙
を
啓
か
れ
た
、
と
い
う
の
が
、
思
う
に
、
わ
が
国
の
（
わ
が
国
ら
し
い
）
皮
肉
で
あ
る
。

海
外
の
友
人
か
ら
日
本
古
典
文
学
に
つ
い
て
何
か
一
冊
お
薦
め
の
解
説
書
が
な
い
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
迷
う
こ

と
な
く
、ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
の
本
書
の
も
と
に
な
っ
た«JapaneseLiterature:A

n
Introduction

forW
estern

R
eaders»

を
薦
め
る
。
日
本
人
も
き
ち
ん
と
理
解
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
日
本
人
よ
り
も
深
く
理
解
し
て
い
る
欧

米
人
が
解
り
や
す
く
解
説
し
た
本
と
し
て
。

い
ま
ア
マ
ゾ
ン
で
調
べ
た
ら
、『
日
本
の
文
学
』
中
公
文
庫
版
は
古
書
で
し
か
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
ド
ナ
ル

ド
・
キ
ー
ン
は
『
日
本
文
学
史
』
と
い
う
大
著
に
お
い
て
、
包
括
的
に
、
詳
細
に
、
専
門
的
に
日
本
文
学
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
一
方
、『
日
本
の
文
学
』
は
、
も
と
も
と
、
西
欧
の
知
識
人
向
け
に
日
本
文
学
の
美
点
を
明
確
に

か
つ
わ
か
り
や
す
く
書
い
て
い
る
名
著
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
手
軽
に
入
手
で
き
る
版
が
今
の
と
こ
ろ
古
書
で
し
か

手
に
入
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
残
念
で
あ
る
。
新
刊
で
は
、
新
潮
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
著
作
集
第
一
巻

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

Feb.
2
4,

2
0
19.
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亡
父
の
初
盆
―――
芥
川
龍
之
介
『
蜘
蛛
の
糸
』

八
月
四
日
、
大
暑
末
候
、
気
温36

度
の
猛
暑
に
噎
せ
返
る
く
ら
い
の
日
和
に
、
大
阪
東
住
吉
に
あ
る
お
寺
で
、

今
年
四
月
に
逝
っ
た
父
の
初
盆
会
。

お
坊
さ
ん
に
　う盂　
　ら蘭　
　ぼ

ん盆　
経
を
読
経
い
た
だ
い
た
。
地
方
に
よ
っ
て
、
お
盆
会
は
旧
暦
七
月
十
五
日
に
執
り
行
う
習

わ
し
で
、
盂
蘭
盆
経
に
も
七
月
十
五
日
の
日
付
が
頻
繁
に
出
て
来
る
。
ま
、
お
寺
と
の
日
程
調
整
で
こ
の
日
に
お

願
い
し
た
次
第
で
あ
る
。
盂
蘭
盆
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語ullam

bana

に
由
来
す
る
も
の
で
、
餓
鬼
道
に
堕
ち

た
亡
者
の
苦
し
み
を
除
こ
う
と
し
た
供
養
が
始
ま
り
、
と
の
お
坊
さ
ん
の
お
話
だ
っ
た
。

芥
川
龍
之
介
の
蜘
蛛
の
糸
、
盂
蘭
盆
経
に
あ
る
地
獄
に
堕
ち
た
目
連
尊
者
の
母
に
つ
い
て
の
法
話
は
、
興
味
深

か
っ
た
。
芥
川
の
有
名
な
小
説
の
逸
話
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
自
分
だ
け
救
わ
れ
よ
う

と
し
た
が
た
め
に
、
主
人
公
・
カ
ン
ダ
タ
は
蜘
蛛
の
糸
が
切
れ
て
し
ま
い
地
獄
か
ら
救
わ
れ
ず
に
終
わ
る
。
目
連

尊
者
の
母
が
餓
鬼
道
に
堕
ち
た
そ
の
理
由
と
い
う
の
は
、
母
子
家
庭
で
あ
っ
た
目
連
の
母
が
我
が
子
を
思
う
あ
ま

り
の
現
世
の
業
だ
っ
た
。
貧
困
母
子
家
庭
が
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
頭
を
過
る
。
カ
ン
ダ
タ
は
窃
盗
、

殺
人
も
犯
し
て
お
り
地
獄
堕
ち
は
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
に
、
踏
み
つ
ぶ
す
の
を
や
め
て
蜘
蛛
を
救
っ
た
た

だ
一
回
の
善
行
に
よ
り
、
お
釈
迦
様
の
思
し
召
し
で
蜘
蛛
の
糸
の
チ
ャ
ン
ス
を
得
た
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
目
連

の
母
の
餓
鬼
道
堕
ち
は
非
情
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
恣
意
的
で
は
な
い
か
。
御
仏
は
酷
な
り
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
若
い
お
坊
さ
ん
、
法
話
の
語
り
始
め
に
落
語
の
枕
の
よ
う
に
語
っ
た
と
こ
ろ
と
し
て
、
先
日

ミ
ナ
ミ
で
終
電
に
遅
れ
て
タ
ク
シ
ー
を
使
っ
た
ら
、
ウ
ン
ち
ゃ
ん
が
道
を
知
ら
ず
南
も
北
も
わ
か
ら
ず
、
往
生
し

ま
し
て
ん
と
の
由
。「
夜
中
ま
で
ミ
ナ
ミ
で
ナ
ニ
し
と
っ
た
ん
や
、
袈
裟
の
な
か
に
ホ
ス
テ
ス
抱
え
と
っ
た
ん
と

ち
ゃ
う
か
ぁ
」
と
、
俺
は
生
臭
さ
に
ち
ょ
っ
と
笑
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
お
坊
さ
ん
、
俺
の
腕
時
計
（
去
年
の
誕
生

日
に
妻
か
ら
貰
っ
たPierretalam

on

製
品
）
を
認
め
て
、「
も
し
や
旦
那
は
ん
、
そ
れ
パ
テ
ッ
ク
フ
ィ
リ
ッ
プ
や

お
ま
へ
ん
か
」。
ブ
ラ
ン
ド
に
も
目
敏
い
。「
ち
ゃ
い
ま
す
、
ピ
エ
ー
ル
タ
ラ
モ
ン
い
う
て
、
ハ
ッ
キ
リ
い
う
て
パ
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テ
ッ
ク
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
紛
い
物
で
す
」。
生
臭
さ
に
ち
ょ
っ
と
笑
っ
て
し
ま
う
。

そ
う
い
え
ば
、
堂
に
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
な
写
真
（
い
ろ
ん
な
目
が
あ
ん
た
の
悪
さ
見
と
る
で
ぇ
、
な
の
か
、
な

ん
で
も
お
見
通
し
、
な
の
か
は
わ
か
ら
ん
が
、
目
、
目
、
目
の
写
真
）
が
飾
っ
て
あ
っ
た
り
、
古
風
な
柱
時
計
や

黒
電
話
が
備
え
付
け
ら
れ
て
あ
っ
た
り
と
、
個
性
的
な
お
寺
で
あ
っ
た
。
黒
電
話
な
ん
て
、
こ
の
ご
ろ
は
北
朝
鮮

の
キ
ム
く
ん
の
頭
に
し
か
な
い
も
の
と
思
っ
て
い
た
。「
金
正
恩
っ
て
ネ
ッ
ト
で
黒
電
話
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
の

知
っ
て
る
？
」
と
い
う
と
、
さ
す
が
に
妻
は
知
ら
な
か
っ
た
。「
あ
の
髪
型
、
ま
る
で
黒
電
話
の
受
話
器
み
た
い

じ
ゃ
ね
え
か
。
エ
リ
ン
ギ
っ
て
言
う
ヤ
ツ
も
い
る
ら
し
い
け
ど
」。
受
け
た
。

帰
り
の
タ
ク
シ
ー
の
な
か
で
母
が
と
ポ
ツ
ン
と
言
う
。
―――
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
亡
く
な
る
と
き
、
う
ち
が
『
こ

れ
か
ら
ど
な
い
し
た
ら
え
え
ね
ん
』
言
う
た
ら
、『
ど
う
で
も
え
え
わ
』
言
い
よ
っ
た
…
…
」。
今
際
の
際
の
親
父

に
俺
は
「
ほ
ら
、『
ボ
ロ
ク
ソ
や
』
言
う
て
み
！
」
と
叫
ん
で
、
励
ま
し
た
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
が
、
親
父
は
「
も

う
死
ぬ
。
ど
う
で
も
え
え
わ
」
と
静
か
に
口
に
し
て
亡
く
な
っ
た
。
母
は
ま
さ
に
そ
の
と
き
の
親
父
の
こ
と
ば
を

「
死
ん
だ
あ
と
の
う
ち
の
こ
と
な
ん
か
ど
う
で
も
い
い
」
と
受
け
取
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
そ
ん
な
こ
と
あ
ら
へ
ん

で
」
と
俺
。

親
父
は
、
自
分
の
死
ぬ
と
こ
ろ
を
き
ち
ん
と
家
族
に
見
せ
つ
け
て
、
あ
の
世
に
行
っ
た
。
俺
は
そ
れ
で
十
分
で

あ
る
。

実
家
に
帰
宅
し
て
ふ
と
カ
レ
ン
ダ
ー
に
目
を
や
る
と
「
鳴
か
ぬ
蛍
が
身
を
焦
が
す
」
と
の
こ
と
わ
ざ
。
人
の
心

の
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
に
つ
い
て
少
し
考
え
た
。

A
ug.

6,
2
0
17.
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夏
の
終
わ
り
に
―――
日
影
丈
吉
『
ふ
か
い
穴
』

終
戦
の
日
を
過
ぎ
、
夏
の
甲
子
園
の
サ
イ
レ
ン
も
消
え
、
熱
い
地
面
を
秋
霖
が
潤
す
八
月
の
末
に
な
る
と
、
ふ
っ

と
少
年
の
こ
ろ
の
記
憶
が
降
っ
て
来
て
郷
愁
に
か
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
友
人
と
喧
嘩
し
て
唾
を
互
い
の
顔
に
何

度
も
吐
き
か
け
合
っ
た
感
触
が
突
然
生
々
し
く
蘇
っ
て
来
た
り
す
る
。
そ
の
あ
と
家
に
帰
り
母
親
か
ら
叱
ら
れ
呆

れ
ら
れ
、「
あ
ん
た
、
な
ん
べ
ん
い
う
た
ら
わ
か
ん
ね
ん
…
…
」。
ひ
ぐ
ら
し
に
母
の
小
言
や
生
返
事
。
そ
う
し
た

記
憶
に
胸
が
締
め
付
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
耳
鳴
り
に
襲
わ
れ
る
と
き
の
よ
う
に
前
触
れ
も
な
く
訪
れ
る
。

夏
の
終
わ
り
の
郷
愁
。
日
影
丈
吉
（19

0
8–
19
9
1

）
は
、
胸
ふ
た
ぐ
ほ
ど
に
、
切
な
く
な
る
ま
で
に
、
そ
れ
を
感

じ
さ
せ
る
、
私
の
も
っ
と
も
愛
す
る
作
家
で
あ
る
。
彼
の
処
女
作
『
か
む
な
ぎ
う
た
』（
昭
和
二
十
四
年
、『
別
冊

宝
石
』
初
出
）
ほ
か
、
未
刊
行
短
篇
を
集
め
た
『
暗
黒
回
帰
』（
昭
和
四
十
九
年
、
牧
神
社
刊
）
は
、
大
人
に
な
っ

て
か
ら
己
の
孤
独
な
少
年
時
代
の
未
分
化
の
生
を
紡
い
だ
、
郷
愁
の
ア
ラ
ベ
ス
ク
と
で
も
い
う
べ
き
傑
作
で
あ
る
。

発
表
当
時
に
江
戸
川
乱
歩
を
し
て
絶
賛
さ
せ
た
『
か
む
な
ぎ
う
た
』
が
こ
の
短
篇
集
の
筆
頭
を
飾
る
に
相
応
し
く

か
つ
支
持
す
る
フ
ァ
ン
の
多
い
作
品
で
あ
る
わ
け
だ
け
ど
、
こ
こ
で
は
『
暗
黒
回
帰
』
所
収
の
一
篇
『
ふ
か
い
穴
』

（
昭
和
四
十
三
年
、『
推
理
界
』
初
出
）
を
取
り
上
げ
る
。
文
庫
で
わ
ず
か
三
十
二
頁
の
短
篇
で
あ
る
。

語
り
手
「
私
」
の
伯
父
・
蕗
谷
貞
吉
の
明
治
の
こ
ろ
の
昔
話
。
貞
吉
は
、
西
郷
隆
盛
に
共
鳴
す
る
国
事
犯
と
し

て
獄
中
に
い
た
そ
の
父
（「
私
」
か
ら
す
れ
ば
母
方
の
祖
父
）
か
ら
、
あ
る
女
殺
人
犯
の
斬
首
の
有
様
を
聞
か
さ

れ
た
。
刀
を
前
に
女
が
男
の
名
前
を
し
き
り
に
叫
ん
で
取
り
乱
す
の
で
、
首
切
り
役
人
が
幾
度
か
切
り
損
じ
た
後

に
よ
う
や
く
女
の
首
を
落
と
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
「
私
」
は
貞
吉
伯
父
に
連
れ
ら
れ
て
上
野
の
博
覧
会
に
行
き
、

そ
こ
で
陳
列
さ
れ
て
い
た
女
の
見
事
な
刺
青
の
皮
膚
に
非
常
な
印
象
を
受
け
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
目
に
し
て
何

か
に
打
ち
拉
が
れ
た
よ
う
な
伯
父
を
怪
し
む
。
博
覧
会
観
覧
の
あ
と
に
入
っ
た
料
理
屋
で
、
伯
父
は
あ
る
女
の
思

い
出
を
「
私
」
に
語
っ
て
聞
か
せ
る
―――

貞
吉
は
、
神
田
の
貧
し
い
下
町
で
母
と
二
人
で
暮
ら
し
て
い
た
七
歳
く
ら
い
の
こ
ろ
、
近
所
の
友
人
・
炭
団
子
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（
そ
の
母
が
炭
団
作
り
を
内
職
と
し
て
い
た
か
ら
付
い
た
渾
名
）
に
連
れ
ら
れ
て
入
っ
た
蕪
雑
な
駅
舎
敷
地
内
―――

し
か
し
子
供
に
と
っ
て
は
薮
の
深
い
山
奥
の
よ
う
な
魔
所
―――
で
、
大
き
な
深
い
穴
に
落
ち
る
。
炭
団
子
は
貞
吉

を
見
捨
て
て
逃
げ
て
し
ま
う
。
そ
こ
へ
「
伊
万
里
焼
の
陶
器
の
よ
う
な
」
白
い
手
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
貞
吉
は
助

け
ら
れ
る
。
そ
の
手
の
持
ち
主
は
「
凄
い
ほ
ど
美
し
い
顔
」
を
し
た
女
だ
っ
た
。
貞
吉
は
彼
女
か
ら
「
叱
ら
れ
る

か
ら
こ
こ
に
は
二
度
と
来
て
は
い
け
な
い
」
と
優
し
く
諭
さ
れ
る
。

こ
の
事
件
を
契
機
に
貞
吉
は
、
か
つ
て
芝
居
で
み
た
子
持
山
姥
（
こ
も
ち
や
ま
ん
ば
―――
一
子
・
怪
童
丸
と
と

も
に
都
を
追
わ
れ
、
世
を
呪
い
人
を
恨
ん
で
、
信
州
の
山
奥
で
山
賊
と
化
し
た
女
の
物
語
。
源
頼
光
の
武
勇
に
屈

服
し
た
際
に
、
山
姥
は
己
の
命
を
差
し
出
し
て
わ
が
子
・
怪
童
丸
の
助
命
を
乞
う
。
古
来
、
神
楽
舞
の
演
目
と
し

て
有
名
で
あ
る
）
の
幻
影
を
彼
女
に
重
ね
、「
恐
ろ
し
い
魔
所
」
に
棲
む
、
現
実
を
越
え
た
美
し
い
女
と
し
て
、
恐

れ
と
憧
れ
の
混
じ
っ
た
思
慕
を
抱
く
。
女
へ
の
関
心
に
突
き
動
か
さ
れ
る
貞
吉
は
、
炭
団
子
に
導
か
れ
て
覗
き
見

し
た
銭
湯
で
、
女
が
背
一
面
に
天
女
の
文
身
を
施
し
て
い
る
の
を
知
る
。
そ
の
後
、
炭
団
子
と
と
も
に
女
の
家
を

覗
き
見
し
て
、
異
様
な
光
景
を
見
て
し
ま
う
―――
行
燈
の
弱
い
灯
火
ひ
と
つ
の
蚊
帳
の
薄
闇
の
な
か
で
、
裸
の
女

が
何
か
に
股
が
り
体
を
上
下
に
揺
ら
し
な
が
ら
両
手
を
そ
れ
に
押
し
付
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
炭
団
子
は
、

こ
れ
は
女
が
男
の
首
を
締
め
て
殺
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
。

し
ば
ら
く
し
て
貞
吉
は
大
人
た
ち
の
噂
話
を
耳
に
す
る
。
お
絹
と
い
う
そ
の
女
は
、
病
気
の
亭
主
を
抱
え
て
仲

睦
ま
じ
く
暮
ら
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
一
方
で
、
羽
振
り
の
い
い
商
売
人
と
出
来
て
い
る
ら
し
い
。
最
近
亭
主
の

姿
を
見
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
炭
団
子
は
、
お
絹
が
鬼
婆
の
よ
う
な
悪
い
女
で
、
あ
の
宵
に
亭
主
を
締
め
殺
し
た

に
違
い
な
い
、
羅
卒
（
警
察
）
に
訴
え
出
て
褒
美
を
貰
う
と
言
い
張
る
。

貞
吉
は
お
絹
を
救
い
た
い
一
心
か
ら
、
あ
の
深
い
穴
に
炭
団
子
を
落
と
し
て
そ
の
口
を
封
じ
よ
う
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
い
ざ
と
い
う
段
に
な
っ
て
炭
団
子
を
陥
れ
る
に
躊
躇
い
、
逆
に
自
分
が
ま
た
も
や
穴
に
―――
今
度
は

底
ま
で
―――
落
ち
て
し
ま
う
。
穴
の
底
に
は
お
絹
の
亭
主
の
屍
体
が
あ
っ
た
。
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『
ふ
か
い
穴
』
の
筋
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

語
り
手
「
私
」
が
震
災
前
の
大
正
時
代
に
聞
い
た
、
伯
父
の
明
治
の
幼
少
時
の
思
い
出
話
を
語
る
、
と
い
う
再

話
の
手
法
に
よ
っ
て
、
時
代
を
手
繰
る
扉
が
重
層
し
、
時
代
風
俗
の
相
貌
の
み
な
ら
ず
人
間
精
神
も
杳
と
し
て
昏

く
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
よ
う
な
朧
に
霞
む
遠
い
時
空
に
お
い
て
、
家
屋
、
道
、
空
気
み
な
が
炭
団
く
ず
に
汚
れ
た

よ
う
な
見
窄
ら
し
く
貧
し
い
世
界
と
、
極
彩
色
の
絢
爛
た
る
文
身
を
彫
れ
た
晧
白
の
美
女
の
姿
が
そ
の
暗
闇
に
揺

曳
す
る
幻
想
的
・
耽
美
的
世
界
と
が
対
立
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
世
界
の
強
烈
な
ギ
ャ
ッ
プ
と
緊
張
と
が
、
二

つ
に
共
通
す
る
失
わ
れ
た
時
代
に
特
有
の
世
態
風
俗
と
い
う
通
奏
低
音
に
よ
っ
て
、
主
人
公
の
抒
情
的
郷
愁
と
し

て
聖
化
さ
れ
る
。

こ
の
昏
眊
と
鮮
明
と
の
共
存
を
可
能
と
し
た
の
は
、
語
り
の
巧
み
さ
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
女
の
文
身
の
描
き

方
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
少
年
貞
吉
の
視
点
か
ら
、
彼
が
垣
間
見
た
生
き
た
女
の
文
身
の
一
瞬
の
残
像
に
よ
っ

て
物
語
の
遠
い
過
去
の
記
憶
の
朧
な
幻
影
性
を
表
現
す
る
一
方
で
、
語
り
手
「
私
」
の
視
点
か
ら
、
女
の
死
後
展

示
さ
れ
た
刺
青
の
詳
細
な
図
柄
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ォ
ー
カ
ス
の
鮮
や
か
な
現
実
感
を
印
象
付
け
る
の
で

あ
る
。
女
の
文
身
は
、
語
り
手
「
私
」
が
自
分
の
目
に
収
め
た
唯
一
の
物
語
の
よ
す
が
、「
私
」
と
伯
父
と
が
唯

一
現
実
的
に
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
作
品
の
カ
バ
ー
シ
ョ
ッ
ト
と
で
も
い
う
べ
き
象
徴
的
絵
を
構
成
す
る
に
、

心
憎
い
設
定
で
あ
る
。

物
語
の
焦
点
に
あ
る
女
主
人
公
の
相
貌
に
お
い
て
、
世
間
か
ら
み
た
毒
婦
・
犯
罪
者
と
、
貞
吉
個
人
に
と
っ
て

の
運
命
的
女
、
と
い
う
対
立
が
読
み
取
れ
る
。
世
間
を
代
表
す
る
周
囲
の
大
人
た
ち
は
、
お
絹
の
艶
っ
ぽ
い
外
見

と
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
し
か
関
心
が
な
い
。
炭
団
子
は
貞
吉
と
同
じ
年
頃
で
は
あ
る
が
「
世
間
」
側
の
立
場
に
い
る
。

炭
団
子
に
と
っ
て
お
絹
は
「
鬼
婆
み
た
い
な
」「
わ
る
い
女
」
で
あ
る
。
貞
吉
の
情
念
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
要

素
は
ま
っ
た
く
意
味
を
も
た
な
い
。
―――

に
お
い
、
ぬ
く
も
り
、
肌
ざ
わ
り
、
眼
つ
き
…
…
そ
れ
は
彼
が
は
じ
め
て
感
覚
し
た
女
で
あ
る
。
そ
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し
て
、
い
く
ぶ
ん
は
、
あ
の
薮
か
げ
の
草
立
っ
た
土
地
の
主
、
野
槌
と
か
い
う
神
の
眷
属
か
と
も
思

え
る
の
だ
っ
た
。

『
日
影
丈
吉
全
集
第
六
巻
』
国
書
刊
行
会
、2

0
0
2

年
、p.12

9

。

と
い
う
、
お
絹
に
対
す
る
個
人
的
・
主
観
的
な
表
象
が
、
貞
吉
に
と
っ
て
の
す
べ
て
で
あ
る
。
子
持
山
姥
へ
の

言
及
に
よ
っ
て
、
貞
吉
の
目
か
ら
見
た
お
絹
に
は
、
疎
外
さ
れ
神
格
化
さ
れ
た
危
険
な
フ
ァ
ム
フ
ァ
タ
ー
ル
的
美

貌
と
同
時
に
、
ほ
の
か
な
母
性
を
も
付
加
さ
れ
て
い
る
。
子
持
山
姥
は
、
疎
外
す
る
世
界
へ
の
呪
い
、
悪
と
母
性

を
体
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
母
性
の
要
素
は
、
物
語
の
進
行
と
直
接
的
な
関
り
を
も
つ
こ
と
は
な
い
が
、
母

子
家
庭
の
貞
吉
の
潜
在
的
な
心
的
傾
向
の
特
徴
描
写
と
し
て
心
を
打
つ
も
の
が
あ
る
。

貞
吉
が
炭
団
子
を
穴
に
陥
れ
て
殺
そ
う
と
す
る
の
は
、
こ
の
世
間
と
個
人
の
対
立
の
モ
チ
ー
フ
の
現
れ
で
あ
る
。

こ
の
対
立
の
破
局
的
終
末
に
、
最
高
の
世
間
た
る
国
家
権
力
に
よ
っ
て
お
絹
が
殺
人
犯
と
し
て
斬
首
さ
れ
る
図
が

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
ふ
か
い
穴
』
の
語
り
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
貞
吉
個
人
の
心
の
諸
相
で
あ
る
。
事
件
の
リ
ア
ル

な
描
写
、
解
明
に
至
る
た
め
の
事
実
の
伏
線
を
張
る
こ
と
よ
り
も
、
主
人
公
の
世
界
表
象
を
描
く
こ
と
に
注
力
し

て
い
る
。
こ
れ
は
貞
吉
が
世
間
の
言
う
こ
と
を
ま
っ
た
く
意
に
介
さ
な
い
の
と
相
応
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
貞

吉
が
深
い
穴
か
ら
女
に
助
け
ら
れ
た
あ
と
の
次
の
描
写
―――

家
に
た
ど
り
つ
く
と
同
時
に
、
彼
は
発
熱
し
て
倒
れ
、
そ
れ
か
ら
二
日
、
夢
う
つ
つ
の
う
ち
に
過
ご

し
た
。
そ
の
あ
い
だ
苦
痛
と
陶
酔
の
ま
ざ
り
あ
っ
た
夢
を
見
続
け
た
。
彼
は
山
の
中
で
、
し
ど
け
な

い
恰
好
を
し
た
女
と
遊
ん
で
い
た
。
そ
れ
が
二
、
三
年
前
に
、
父
や
母
と
山
村
座
へ
行
っ
た
時
に
見

た
「
子
持
山
姥
」
の
幻
影
だ
と
は
、
彼
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
山
姥
は
も
ち
ろ
ん
例
の
女

だ
っ
た
。
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だ
が
、
彼
の
夢
は
、
四
季
の
山
め
ぐ
り
の
踊
り
の
よ
う
に
、
な
が
な
が
と
し
な
や
か
に
続
く
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
幻
燈
の
人
物
の
よ
う
に
、
ぎ
ご
ち
な
く
、
打
ち
あ
げ
花
火
の
よ
う
に
放
胆
に
、
万

華
鏡
の
よ
う
に
意
味
が
な
い
。
そ
れ
は
空
に
散
る
大
き
な
花
弁
の
よ
う
な
、
花
紋
の
あ
る
白
い
腕
や

脚
の
…
…
関
節
の
は
ず
れ
た
、
ば
ら
ば
ら
の
人
体
の
…
…
ひ
ど
く
空
想
的
な
か
た
ち
の
性
器
の
…
…

無
意
味
に
分
裂
す
る
細
胞
の
…
…
ス
ラ
イ
ド
的
幻
影
に
似
て
い
た
。

同
書
、p.12

9

。

こ
の
よ
う
に
、事
件
の
過
程
で
主
人
公
の
想
像
力
が
幻
想
的
に
駆
け
巡
る
。
そ
し
て
、事
件
の
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
解
明
よ
り
も
、
事
件
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
る
主
人
公
の
想
像
力
の
発
露
に
こ
そ
、
作
品
の
イ
ン
タ
レ
ス

ト
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
思
う
に
、
こ
こ
に
日
影
ミ
ス
テ
リ
ー
の
大
き
な
特
長
、
美
点
が
あ
る
。

な
ぜ
に
女
は
亭
主
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
（
貞
吉
の
言
う
よ
う
に
、
も
し
女
が
病
気
の
亭
主

を
邪
魔
者
だ
と
疎
ん
じ
て
い
た
の
だ
と
し
た
ら
、
亭
主
を
見
捨
て
て
情
夫
と
逃
げ
れ
ば
済
む
話
じ
ゃ
な
い
か
？
）。

そ
も
そ
も
、
本
当
に
犯
人
は
女
な
の
か
。
ど
の
よ
う
に
し
て
犯
行
に
及
ん
だ
の
か
。
さ
ら
に
は
、
女
が
死
に
臨
ん

で
叫
ん
だ
男
の
名
は
、
亭
主
と
情
夫
の
ど
ち
ら
だ
っ
た
の
か
。
通
常
の
ミ
ス
テ
リ
ー
で
は
必
ず
詳
ら
か
に
さ
れ
る
、

動
機
や
、
手
口
や
、
証
拠
隠
滅
手
法
（
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
べ
き
か
）
や
と
い
っ
た
「
事
件
」
の
核
心
は
、
謎
の
ま

ま
残
る
。
な
の
に
、
そ
ん
な
こ
と
に
は
文
章
の
運
び
は
ま
っ
た
く
関
心
を
向
け
て
い
な
い
。「
本
格
も
の
」
を
指

向
す
る
ミ
ス
テ
リ
ー
フ
ァ
ン
は
こ
の
側
面
を
否
定
的
に
捉
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
に
『
ふ
か
い
穴
』
に
限
定
さ
れ
な
い
日
影
ミ
ス
テ
リ
ー
作
品
の
顕
著
な
特
質
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
ミ
ス
テ
リ
ー
の
カ
タ
ル
シ
ス
の
核
心
に
あ
る
の
は
、
事
件
の
謎
の
解
明
で
は
な
く
、
人
間
の
昏
い
心
模
様
の

描
出
な
の
で
あ
る
。
猟
奇
的
事
件
の
真
実
の
異
様
な
発
火
で
は
な
く
、
事
件
の
様
相
に
応
じ
て
揺
れ
動
く
人
間
的

情
動
の
、
破
局
へ
と
向
か
っ
て
突
き
進
む
期
待
感
な
の
で
あ
る
。
事
件
の
謎
の
ま
ま
残
さ
れ
る
要
素
は
、
却
っ
て
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人
間
の
深
層
の
闇
、
女
の
ミ
ス
テ
リ
ア
の
魅
惑
の
色
を
い
よ
い
よ
深
め
、
奥
ゆ
か
し
い
読
後
感
を
も
た
ら
し
て
い

る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。

*
*
*

日
影
丈
吉
作
品
は
私
に
と
っ
て
ど
れ
も
一
級
品
な
の
だ
が
、
と
く
に
『
ふ
か
い
穴
』
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
こ

れ
が
私
自
身
の
幼
い
こ
ろ
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
し
揺
さ
ぶ
る
作
品
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
私
」（
括
弧
付
き
は
『
ふ
か
い
穴
』
の
語
り
手
の
ほ
う
。
た
だ
の
私
は
た
だ
の
私
。
や
や
こ
し
い
）
が
小
学

生
の
こ
ろ
に
、
五
十
二
、
三
に
な
る
伯
父
か
ら
、
魔
性
の
女
を
巡
る
、
七
歳
く
ら
い
の
こ
ろ
の
思
い
出
話
を
聞
く
。

そ
れ
を
「
私
」
が
大
人
に
な
っ
て
か
ら
語
る
。
こ
れ
が
『
ふ
か
い
穴
』
の
作
品
構
造
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
「
私
」
も

伯
父
と
ほ
ぼ
同
じ
歳
に
こ
の
物
語
を
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
語
り
手
の
現
在
と
幼
年
時
、「
私
」

に
語
っ
た
当
時
の
伯
父
の
現
在
と
語
り
の
な
か
の
幼
年
時
―――
こ
れ
ら
四
つ
の
相
が
あ
た
か
も
同
じ
ス
ク
リ
ー
ン

上
に
分
ち
難
く
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
抒
情
と
記
憶
の
表
象
と
が
曖
昧
に
配
置
さ
れ
た
独
特
の
遠
近
法
・
モ

ン
タ
ー
ジ
ュ
が
あ
り
、
思
う
に
、
こ
の
手
法
こ
そ
が
い
ま
現
在
の
生
に
強
烈
に
作
用
す
る
郷
愁
を
表
現
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
読
ん
で
い
る
私
自
身
、
語
り
手
「
私
」
と
「
過
去
に
生
き
て
い
る
」
伯
父
と
ほ
ぼ
同
じ
年
で
あ
り
、
貞

吉
と
同
じ
年
頃
に
、
貞
吉
と
同
じ
よ
う
に
、
い
ま
も
脳
裏
に
生
き
て
い
る
妖
し
い
白
い
肢
体
に
心
を
動
か
さ
れ
た

と
来
れ
ば
、
作
品
の
表
象
は
―――
四
つ
の
相
に
も
う
二
つ
の
読
み
手
の
相
が
加
わ
る
の
だ
か
ら
―――
た
だ
な
ら
ぬ

様
相
を
帯
び
て
、
私
は
異
様
な
気
分
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ん
で
あ
る
。
再
話
と
い
う
構
造
が
、
語
る
者

（
作
者
と
は
言
わ
な
い
が
）、
語
ら
れ
る
者
（
対
象
）、
語
り
を
聞
く
者
（
読
者
）
の
三
者
が
同
じ
生
（
過
去
と
現

在
）
を
生
き
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
を
生
み
出
し
て
い
る
、
と
で
も
い
う
よ
う
な
。

小
学
生
に
上
が
る
少
し
前
、
ア
パ
ー
ト
暮
ら
し
だ
っ
た
わ
が
家
は
銭
湯
を
使
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
の
大
阪
の

下
町
（
大
阪
市
東
住
吉
区
瓜
破
）
は
内
風
呂
の
な
い
家
が
多
か
っ
た
と
思
う
。
父
と
男
湯
に
入
る
の
だ
が
、
幼
い
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私
は
ふ
る
ち
ん
で
番
台
前
の
仕
切
を
潜
っ
て
女
湯
の
ほ
う
に
行
き
、「
も
う
上
が
る
で
」
と
母
に
伝
え
に
行
く
こ

と
も
あ
っ
た
。
子
供
な
の
で
誰
も
見
咎
め
な
か
っ
た
。

そ
ん
な
と
き
女
湯
で
み
た
、『
ふ
か
い
穴
』
に
あ
る
よ
う
な
「
凄
い
ほ
ど
美
し
い
顔
」
を
し
た
、
肩
の
辺
り
で

髪
を
切
り
そ
ろ
え
た
、
透
き
通
る
よ
う
に
肌
の
白
い
若
い
女
の
記
憶
が
、
い
ま
だ
に
頭
か
ら
離
れ
な
い
。
南
国
育

ち
の
肌
の
浅
黒
い
母
と
比
べ
る
と
、
そ
の
白
さ
は
薄
い
青
に
さ
え
見
え
た
。
男
湯
で
し
ば
し
ば
目
に
す
る
、
全
身

に
昇
龍
の
文
身
を
入
れ
た
角
刈
り
の
男
と
連
れ
立
っ
て
、
こ
の
女
が
藤
色
の
銘
仙
姿
―――
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
の

当
時
、
昭
和
四
〇
年
代
の
は
じ
め
ご
ろ
は
、
普
段
着
に
和
服
を
着
け
る
女
性
は
ま
だ
珍
し
く
な
か
っ
た
―――
で
大

和
川
の
堤
防
か
ら
続
く
坂
を
下
っ
て
風
呂
屋
に
歩
い
て
来
る
の
を
、
私
は
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

頸
元
か
ら
乳
首
へ
と
放
出
さ
れ
る
流
曲
線
。
鎖
骨
か
ら
肩
先
に
向
け
て
や
や
盛
り
上
が
り
二
の
腕
へ
と
落
ち
る
、

も
う
ひ
と
つ
の
優
し
い
曲
線
。
秘
所
を
手
拭
で
隠
し
た
輝
か
し
い
白
い
裸
体
。
女
と
並
ん
で
歩
く
極
道
者
の
恐
ろ

し
い
刺
青
。『
ふ
か
い
穴
』
を
は
じ
め
て
読
ん
だ
学
生
時
代
、『
ふ
か
い
穴
』
の
銭
湯
の
お
絹
は
私
の
白
い
女
の
記

憶
と
一
直
線
で
結
び
付
い
た
の
だ
っ
た
。

『
ふ
か
い
穴
』
が
書
か
れ
た
こ
ろ
は
、
銭
湯
で
私
と
同
じ
よ
う
な
体
験
を
し
た
読
者
は
決
し
て
少
な
く
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
確
信
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
私
の
読
み
方
・
思
い
入
れ
は
私
の
個
人
的
経
験
に
依
存

し
た
独
り
よ
が
り
で
は
な
い
に
違
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
勝
手
に
思
っ
て
い
る
。

Sept.
6,

2
0
14.
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太
宰
治
『
パ
ン
ド
ラ
の
匣
』

太
宰
治
の
『
パ
ン
ド
ラ
の
匣
』
は
彼
の
戦
後
ま
も
な
く
の
作
品
で
あ
る
。
戦
争
の
災
禍
を
経
た
一
般
的
日
本
人

を
登
場
人
物
に
配
し
、
絶
望
的
境
遇
か
ら
さ
さ
や
か
な
努
力
を
し
つ
つ
未
来
へ
と
歩
い
て
行
こ
う
と
す
る
新
し
い

生
を
描
く
。
楽
観
的
で
、
人
の
生
に
対
し
て
前
向
き
で
あ
り
、
と
り
わ
け
て
優
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
ご
く
普

通
の
人
々
の
人
間
的
機
微
の
微
笑
ま
し
い
造
形
が
あ
り
、
明
る
い
作
品
で
あ
る
。
晩
年
の
『
斜
陽
』、『
人
間
失
格
』

と
い
っ
た
傑
作
の
、
底
抜
け
に
暗
い
文
学
的
性
格
と
は
対
極
に
あ
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

東
日
本
大
震
災
の
悲
劇
の
あ
と
、
未
来
へ
の
再
生
、
希
望
、
人
と
の
絆
、
と
い
っ
た
、
人
の
根
源
的
な
と
こ
ろ

に
触
れ
る
も
の
を
求
め
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
太
宰
治
の
『
パ
ン
ド
ラ
の
匣
』
に
、
震
災
直
後
に
覚
え
た
の
と
非

常
に
よ
く
似
た
、
人
へ
の
懐
か
し
さ
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
。
想
像
す
る
に
、
作
家
も
太
平
洋
戦
争
の
苦

し
み
を
経
て
戦
後
を
歩
き
始
め
た
日
本
人
同
胞
が
愛
お
し
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

作
品
の
題
名
『
パ
ン
ド
ラ
の
匣
』
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
取
ら

れ
て
い
る
。

君
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
パ
ン
ド
ラ
の
匣
と
い
う
物
語
を
ご
存
知
だ
ろ
う
。
あ
け
て
は
な
ら
ぬ
匣
を
あ

け
た
ば
か
り
に
、
病
苦
、
悲
哀
、
嫉
妬
、
貪
欲
、
猜
疑
、
陰
険
、
飢
饉
、
憎
悪
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
不

吉
の
虫
が
這
い
出
し
、
空
を
覆
っ
て
ぶ
ん
ぶ
ん
飛
び
廻
り
、
そ
れ
以
来
、
人
間
は
永
遠
に
不
幸
に
悶

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
匣
の
隅
に
、
け
し
粒
ほ
ど
の
小
さ
い
光
る
石
が

残
っ
て
い
て
、
そ
の
石
に
幽
か
に
「
希
望
」
と
い
う
字
が
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
話
。﹇
…
﹈
人
間
に

は
絶
望
と
い
う
事
は
あ
り
得
な
い
。
人
間
は
、
し
ば
し
ば
希
望
に
あ
ざ
む
か
れ
る
が
、
し
か
し
、
ま

た
「
絶
望
」
と
い
う
観
念
に
も
同
様
に
あ
ざ
む
か
れ
る
事
が
あ
る
。
正
直
に
言
う
事
に
し
よ
う
。
人

間
は
不
幸
の
ど
ん
底
に
つ
き
落
さ
れ
、
こ
ろ
げ
廻
り
な
が
ら
も
、
い
つ
し
か
一
縷
の
希
望
の
糸
を
手
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さ
ぐ
り
で
捜
し
当
て
て
い
る
も
の
だ
。
そ
れ
は
も
う
パ
ン
ド
ラ
の
匣
以
来
、
オ
リ
ム
ポ
ス
の
神
々
に

依
っ
て
も
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
事
実
だ
。

太
宰
治
『
パ
ン
ド
ラ
の
匣
』
新
潮
文
庫
、19

7
3

年
、pp.18

7–
8

。

こ
れ
は
書
簡
体
作
品
の
手
紙
の
書
き
手
で
あ
る
主
人
公
の
言
葉
だ
が
、「
希
望
」
の
捉
え
方
は
本
作
品
全
体
に

通
底
す
る
明
る
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
纏
っ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
不
幸
に
塗
れ
た
現
実
で
、
一
縷
の
希
望
を
頼
ん
で
慎

ま
し
く
前
を
向
く
潔
さ
で
、
作
品
の
色
調
が
貫
か
れ
て
い
る
。
戦
前
・
戦
中
の
思
想
的
・
政
治
的
悔
恨
な
ど
と
い

う
受
け
売
り
の
下
品
な
思
考
様
式
に
塗
れ
る
こ
と
な
く
、「
民
衆
」
の
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
情
緒
と
行
動
様
式

の
観
察
に
支
え
ら
れ
て
い
て
、
慎
ま
し
い
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
時
局
を
越
え
た
上
品
な
味
わ
い
が
あ
る
。

し
か
し
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
本
来
の
意
味
を
こ
こ
で
考
え
て
み
る
。
パ
ン
ド
ラ
が
あ
け
た
匣
（
壷
）
か
ら
は
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
災
厄
が
飛
び
出
し
て
来
た
。
彼
女
は
戦
慄
と
と
も
に
慌
て
て
蓋
を
し
た
と
こ
ろ
、
唯
一
「
希
望
」

だ
け
が
残
っ
た
。
普
通
の
思
考
に
基
づ
く
限
り
、
災
厄
が
閉
じ
込
め
ら
れ
た
匣
だ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
最
後
に
残

さ
れ
た
「
希
望
」
も
ま
た
「
災
厄
」
の
ひ
と
つ
だ
と
い
う
解
釈
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
希
望
と
い
う
も
の

が
人
間
に
と
っ
て
災
い
と
な
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

人
間
万
事
塞
翁
馬
と
い
う
故
事
が
あ
り
、
物
事
は
禍
福
の
両
面
性
を
持
つ
と
い
う
教
訓
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
う

な
ん
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
希
望
と
い
う
言
葉
に
対
し
、
明
る
い
未
来
へ
の
肯
定
的
な
信
念
と
と
る
か
、
何
か
し
ら

災
い
を
も
た
ら
す
否
定
的
な
も
の
と
と
る
か
。
希
望
と
い
う
言
葉
の
正
反
対
な
解
釈
を
前
に
す
る
と
、
少
し
た
じ

ろ
い
で
し
ま
う
。
こ
の
両
極
端
の
ど
ち
ら
に
引
か
れ
る
の
か
は
、
時
代
が
決
め
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
太

宰
の
生
き
た
、
戦
禍
の
な
か
で
ゼ
ロ
か
ら
歩
き
始
め
る
よ
う
な
時
代
は
前
者
に
傾
く
の
だ
ろ
う
。

さ
て
俺
は
ど
ち
ら
だ
と
自
問
す
る
。
普
通
の
思
考
に
基
づ
く
俺
に
と
っ
て
、
パ
ン
ド
ラ
の
匣
の
寓
意
に
お
い
て
、

「
希
望
」
は
災
厄
で
あ
る
。
希
望
が
は
か
な
く
壊
れ
た
と
き
の
落
胆
は
、
堪
え
難
い
で
は
な
い
か
。
希
望
は
適
わ
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ぬ
の
が
デ
フ
ォ
ル
ト
な
ん
て
、
こ
の
デ
フ
レ
時
代
に
ピ
ッ
タ
リ
で
は
な
い
か
。
夢
や
希
望
を
諦
め
き
れ
ず
に
人
生

を
不
幸
に
し
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
で
は
な
い
か
。
受
か
り
も
し
な
い
の
に
め
げ
ず
に
医
学
部
を
め
ざ
す
五

浪
、
六
浪
の
浪
人
生
の
よ
う
に
。
寺
山
修
司
も
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
―――
「
人
類
が
最
後
に
か
か
る
、
一

番
重
い
病
気
は
『
希
望
』
と
い
う
病
気
で
あ
る
」。

A
ug.

1,
2
0
17.

森
鷗
外
『
舞
姫
』

森
鷗
外
『
舞
姫
』
を
、
な
ん
と
は
な
し
に
、
久
し
ぶ
り
に
、
も
う
何
回
目
か
、
再
読
し
た
。
な
に
を
い
ま
さ
ら

鷗
外
、O

h,G
ay!

と
は
言
う
な
か
れ
。
鷗
外
は
明
治
・
大
正
の
文
豪
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼
が
描
い
た
人
間
像

は
こ
ん
に
ち
の
日
本
人
の
性
格
を
も
よ
く
現
し
て
い
る
、
と
改
め
て
驚
い
た
の
で
あ
る
。

『
舞
姫
』
は
鷗
外
が
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
し
て
一
、
二
年
し
か
経
て
い
な
い
明
治
二
十
三
年
に
発
表
さ
れ
た
。

こ
の
作
品
と
そ
れ
に
続
く
『
う
た
か
た
の
記
』（
明
治
二
十
三
年
）、『
文
づ
か
ひ
』（
明
治
二
十
四
年
）
を
合
わ
せ

て
ド
イ
ツ
土
産
三
部
作
と
称
さ
れ
て
い
る
。
鷗
外
二
十
八
、
九
歳
の
初
期
小
説
作
品
で
あ
る
。

『
舞
姫
』
は
一
人
称
体
の
短
篇
小
説
で
あ
る
。
そ
の
和
漢
混
淆
の
擬
古
文
体
は
ド
イ
ツ
土
産
三
部
作
に
共
通
す

る
文
体
的
特
徴
で
あ
る
。
日
本
の
過
去
を
描
く
の
な
ら
ま
だ
し
も
、
西
洋
の
同
時
代
の
風
俗
と
近
代
的
自
我
と
を

描
く
に
、
古
め
か
し
い
文
体
を
択
ん
だ
の
は
、
ち
ょ
う
ど
言
文
一
致
の
新
文
体
が
現
れ
は
じ
め
た
日
本
近
代
文
学

の
草
創
期
に
お
い
て
は
、
若
い
作
家
特
有
の
文
学
的
衒
い
か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
こ
そ
伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
っ
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た
。
そ
れ
で
も
、
漢
文
訓
読
体
の
傾
向
の
強
い
雅
文
様
式
に
、
一
九
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
の
文
物
・
風
俗
が
織
り
込

ま
れ
て
い
る
と
、
現
代
人
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
却
っ
て
一
種
独
特
の
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
が
印
象
付
け
ら
れ
る
。
当

時
の
読
書
人
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
文
体
を
受
け
止
め
た
か
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
思
う
に
、
そ
こ

に
作
品
の
大
き
な
魅
力
が
あ
る
。

明
治
中
期
の
前
途
有
望
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
あ
る
主
人
公
・
太
田
豊
太
郎
は
、
官
費
留
学
中
の
ベ
ル
リ
ン
で
、
貧

し
い
け
れ
ど
も
若
く
美
し
い
踊
り
子
・
エ
リ
ス
と
出
逢
い
、
恋
に
落
ち
る
。
賤
し
い
踊
り
子
に
現
を
抜
か
し
て
い

る
の
を
同
僚
の
留
学
生
に
よ
っ
て
上
長
に
告
げ
口
さ
れ
た
彼
は
役
所
を
解
雇
さ
れ
て
し
ま
う
。
友
人
の
紹
介
で
新

聞
記
者
と
し
て
働
く
う
ち
、
語
学
力
を
買
わ
れ
て
在
独
大
使
に
外
交
官
と
し
て
重
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
使

か
ら
彼
の
片
腕
と
し
て
共
に
日
本
に
帰
ろ
う
と
誘
い
を
受
け
る
。
官
僚
と
し
て
の
出
世
か
、
エ
リ
ス
と
の
幸
福
な

生
活
か
、
い
ず
れ
を
採
る
か
で
太
田
は
悩
み
、
心
労
で
病
に
倒
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
病
床
の
間
に
、
友
人
・
相
沢

謙
吉
は
エ
リ
ス
に
対
し
、
太
田
が
彼
女
を
捨
て
て
日
本
に
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
、
エ
リ
ス
は
太
田
に

裏
切
ら
れ
た
と
思
い
、
精
神
を
病
ん
で
し
ま
う
。
太
田
は
エ
リ
ス
と
別
れ
て
帰
国
す
る
。

あ
ら
す
じ
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
高
校
の
教
科
書
な
ど
で
誰
も
が
一
度
は
読
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、

改
め
て
し
る
す
必
要
は
な
か
っ
た
か
も
？
）。
出
世
か
、
恋
人
か
を
迫
ら
れ
前
者
を
選
択
し
た
、
と
い
う
、
ま
、
よ

く
あ
る
話
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
明
治
の
気
風
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
西
欧
文
化
を
吸
収
し
立
身
出
世
を
果
た
す
こ
と
が
、
最

高
の
男
の
生
き
方
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
が
個
人
に
留
ま
ら
な
い
家
・
眷
属
か
ら
の
強
い
圧
力
を
受
け
る
べ
き
価
値

で
あ
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、「
出
世
」
は
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
以
上
に
エ
リ
ー
ト
に
と
っ
て
恐
ろ
し
い
要

請
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
踊
り
子
な
ど
と
い
う
職
業
の
女
性
（
売
春
婦
と
ほ
ぼ
同
じ
蔑
み
を
受
け
た
時

代
だ
）
あ
る
い
は
出
自
の
い
か
が
わ
し
い
外
国
人
女
性
を
正
妻
と
し
て
迎
え
る
こ
と
は
、
封
建
秩
序
の
著
し
い
当

時
の
日
本
で
は
「
出
世
」
と
は
相
容
れ
な
い
事
態
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
太
田
は
エ
リ
ス
と
の
関
係
が
露
見
し
て
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現
に
解
雇
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
太
田
の
選
択
は
二
者
択
一
、
二
律
背
反
だ
っ
た
。
エ
リ
ス
と
出
世
を
両
立
す

る
と
い
う
道
筋
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
太
田
は
「
腸
日
ご
と
に
九
廻
す
と
も
い
ふ
べ
き
惨
痛
」（
は

ら
わ
た
が
何
度
も
捩
れ
る
く
ら
い
甚
だ
し
い
苦
痛
）
と
、
―――
現
代
人
か
ら
す
れ
ば
ち
ょ
っ
と
大
げ
さ
で
は
な
い

か
と
さ
え
思
わ
れ
る
―――
悔
恨
を
吐
露
す
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
太
田
の
選
択
の
仕
方
は
新
し
い
時
代
の
日
本
人
の
心
性
を
鮮
や
か
に
示
し
て
い
る
。
太
田
は
学
力
に
秀

で
語
学
に
堪
能
で
、
明
治
の
帝
国
大
学
法
科
出
身
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
あ
る
。
し
か
し
本
人
が
「
所
動
的
、
器
械

的
の
人
物
に
な
り
て
自
ら
悟
ら
ざ
り
し
」
と
自
己
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
、
言
わ
れ
る
こ
と
、
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と

を
完
璧
に
こ
な
せ
る
だ
け
の
「
活
き
た
る
辞
書
」、「
活
き
た
る
法
律
」
に
過
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
、
お
勉
強
は
で

き
る
が
、「
独
立
の
思
想
を
懐
き
て
」「
人
な
み
な
ら
ぬ
」
こ
と
を
敢
え
て
な
す
主
体
性
・
能
動
性
に
は
決
定
的
に

欠
け
る
、
弱
い
人
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
る
。

こ
う
い
う
人
間
が
、
西
洋
の
文
化
に
触
れ
て
、
自
由
・
独
立
の
精
神
に
富
む
西
洋
と
、
己
を
「
活
き
た
る
辞
書
」、

「
活
き
た
る
法
律
」
の
鋳
型
に
嵌
め
よ
う
と
す
る
偏
狭
な
日
本
社
会
（
作
者
は
太
田
の
母
と
官
長
の
意
向
に
よ
っ

て
、
社
会
の
傾
向
を
見
事
に
代
表
さ
せ
て
い
る
）
と
の
は
ざ
ま
で
、
引
き
裂
か
れ
て
い
る
。
太
田
は
明
治
の
目
覚

め
た
日
本
人
の
悲
観
的
肖
像
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
倫
な
ら
ぬ
愛
と
世
間
と
の
二
律
背
反
の
葛
藤
は
、
も
し
江
戸

の
近
松
の
手
に
か
か
っ
た
の
な
ら
、
太
田
と
エ
リ
ス
は
ベ
ル
リ
ン
の
道
行
き
を
し
て
シ
ュ
プ
レ
ー
河
あ
た
り
で
情

死
、
っ
て
な
究
極
の
愛
の
姿
で
涙
を
誘
っ
た
だ
ろ
う
が
、
立
身
出
世
至
上
の
明
治
日
本
で
は
そ
れ
も
時
代
錯
誤
で

あ
る
。

こ
の
弱
い
人
間
は
人
生
の
選
択
に
お
い
て
も
、
主
体
性
に
欠
け
、
決
然
た
る
態
度
が
取
れ
な
い
。
エ
リ
ス
か
、
出

世
か
。
結
局
、
覚
悟
を
も
っ
て
決
断
を
せ
ず
、
曖
昧
な
ま
ま
、
日
本
の
鋳
型
に
嵌
め
ら
れ
る
道
に
い
る
己
を
悔
い

て
い
る
。
気
が
つ
け
ば
石
炭
を
積
み
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
悔
恨
の
因
を

ど
こ
か
友
人
・
相
沢
の
所
為
に
す
ら
し
て
い
る
卑
怯
者
で
あ
る
。
旗
色
を
鮮
明
に
せ
ず
、
半
ば
成
り
行
き
任
せ
に
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し
、
エ
リ
ス
を
見
捨
て
た
こ
と
を
友
人
の
行
為
に
帰
せ
し
め
る
、
責
任
回
避
の
狡
い
選
択
の
仕
方
。
思
え
ば
、
こ

の
曖
昧
な
態
度
に
つ
い
て
、
い
ま
の
日
本
人
も
同
じ
だ
、
と
は
言
え
な
い
か
？

決
め
な
い
こ
と
で
、
関
与
す
る

他
者
を
最
悪
の
事
態
に
追
い
込
む
無
責
任
は
、
よ
く
目
に
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
？

こ
う
い
う
近
代
日
本
の
病
的
性
質
に
目
を
向
け
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
思
う
に
、
鷗
外
の
近
代
的
作
家
と
し
て
の

眼
差
し
の
鋭
さ
が
あ
る
。
洋
行
し
た
現
地
で
恋
を
し
た
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
に
せ
よ
、
太
田

と
作
者
・
鷗
外
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、
鷗
外
は
自
分
の
な
か
の
類
似
の
弱
さ
を
自
覚

し
て
い
た
、
と
私
は
思
う
。
鷗
外
も
ド
イ
ツ
で
エ
リ
ス
と
い
う
、
小
説
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
同
名
の
恋
人
が
い
た
が
、
彼

女
を
見
捨
て
て
帰
国
し
た
。
そ
の
経
緯
が
『
舞
姫
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
ど
こ
ま
で
関
連
し
て
い
る
か
は
別
と
し
て
、

の
ち
に
エ
リ
ス
が
突
然
日
本
に
や
っ
て
来
て
鷗
外
に
会
お
う
と
し
た
際
、
鷗
外
は
直
接
彼
女
に
会
う
こ
と
を
せ
ず
、

親
族
に
対
応
さ
せ
て
彼
女
を
帰
国
さ
せ
た
。
こ
う
い
う
、
自
ら
決
然
と
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
く
ウ
ヤ
ム

ヤ
の
ま
ま
に
事
を
収
拾
さ
せ
る
や
り
方
は
、
太
田
と
相
通
じ
る
無
責
任
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は

『
舞
姫
』
の
文
学
的
価
値
・
面
白
さ
を
な
ん
ら
貶
め
は
し
な
い
。

*
*
*

可
哀
想
な
エ
リ
ス
。
彼
女
に
代
わ
っ
て
ち
ょ
っ
と
太
田
に
復
讐
し
た
く
な
っ
て
来
た
ぞ
…
…
。
さ
て
、
以
下
は
、

わ
が
『
舞
姫
後
刻
』。
こ
れ
く
ら
い
の
悪
女
で
な
い
と
フ
ァ
ム
フ
ァ
タ
ー
ル
に
相
応
し
か
ら
ず
、
と
い
う
の
が
私

の
趣
味
で
あ
る
。舞

姫
後
刻

エ
リ
ス
は
癲
狂
院
の
ベ
ッ
ド
で
掛
布
団
を
被
っ
て
ほ
く
そ
笑
ん
だ
。
あ
の
太
田
っ
て
日
本
人
は
つ
く
づ
く
哀
れ

な
男
。
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ウ
ン
タ
ー
・
デ
ン
・
リ
ン
デ
ン
の
寺
院
で
、
似
合
い
も
し
な
い
立
派
な
洋
服
を
着
た
、
田
舎
者
と
い
う
の
か
な
、

あ
の
男
が
こ
っ
ち
に
歩
い
て
来
る
の
を
見
た
と
き
は
、
い
い
カ
モ
見
つ
け
た
と
ピ
ン
と
来
た
。
東
洋
人
が
私
の
よ

う
な
金
髪
で
青
い
瞳
の
女
に
弱
い
の
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
座
に
来
る
日
本
の
留
学
生
の
様
子
で
よ
お
く
知
っ
て
い

た
か
ら
、
啜
り
泣
い
て
ち
ょ
っ
と
色
目
を
使
っ
た
ら
す
ぐ
に
引
っ
か
か
っ
た
。
不
幸
な
境
遇
を
訴
え
、
甘
え
と
羞

恥
と
を
交
互
に
使
い
分
け
る
の
が
、
こ
う
い
う
ク
ソ
真
面
目
タ
イ
プ
の
相
手
に
対
す
る
と
き
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
な
の
。

父
さ
ん
の
葬
式
代
。
太
田
の
腕
時
計
を
売
っ
た
金
で
お
釣
り
が
来
た
も
ん
だ
か
ら
驚
い
た
。
日
本
の
留
学
生
は

国
か
ら
費
用
が
出
て
い
る
わ
り
に
は
意
外
と
金
持
ち
だ
っ
た
。
私
の
眼
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
っ
て
わ
け
だ
。

は
じ
め
て
太
田
に
や
ら
せ
た
と
き
は
も
っ
と
驚
い
た
。
二
十
五
に
も
な
っ
て
ま
だ
童
貞
だ
っ
た
だ
な
ん
て
。
な
ん

て
可
愛
い
の
？

東
洋
の
神
秘
っ
て
こ
れ
の
こ
と
？

私
は
ま
だ
十
七
な
の
に
、
こ
ん
な
大
き
な
子
供
と
し
た
っ

て
感
じ
？

神
様
の
お
許
し
を
さ
す
が
に
乞
う
た
。
そ
ん
な
子
供
が
シ
ラ
ー
や
ら
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
ら
を

読
め
っ
て
諭
す
も
ん
だ
か
ら
、
私
は
吹
き
出
す
の
を
堪
え
る
の
が
た
い
へ
ん
だ
っ
た
。
そ
ん
な
世
迷
い
事
は
学
校

に
通
っ
て
い
た
時
分
だ
け
で
十
分
な
の
に
。

私
と
の
関
係
が
バ
レ
て
太
田
が
役
所
を
ク
ビ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
は
、
ち
ょ
っ
と
焦
っ
た
。
私
も
、
口
う

る
さ
い
母
も
、
こ
ん
な
金
蔓
、
ラ
ク
な
稼
ぎ
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら
。
ま
た
ぞ
ろ
、
好
色
で
、
オ
ヤ
ジ
く
さ

く
、
ケ
チ
な
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
座
支
配
人
の
好
き
に
さ
せ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
か
、
っ
て
腹
を
括
っ
た
。
で
も
、
太

田
は
仲
間
の
相
沢
の
世
話
で
新
聞
社
通
信
員
の
仕
事
に
あ
り
つ
き
、
給
金
は
か
な
り
減
っ
た
け
ど
、
新
し
い
身
入

り
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
お
ま
け
に
相
沢
ま
で
私
に
ゾ
ッ
コ
ン
に
な
っ
て
援
助
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
、
こ
っ
ち
は
前
よ
り
も
稼
が
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

相
沢
は
ウ
ブ
な
太
田
と
違
っ
て
遊
び
慣
れ
て
い
て
、
私
が
太
田
の
女
と
知
っ
た
上
で
、
体
を
求
め
て
来
や
が
っ

た
。「
さ
あ
、
僕
の
た
め
だ
け
の
ダ
ン
ス
を
見
せ
て
よ
」
な
ん
て
、
気
障
っ
た
ら
し
い
野
郎
だ
。
ま
、
金
は
持
っ

て
い
た
。
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太
田
の
ヤ
ツ
。
相
沢
が
し
ば
ら
く
太
田
を
追
っ
払
い
た
い
一
心
で
大
使
に
同
行
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、

私
み
た
い
な
ダ
ン
サ
ー
―――
そ
う
、
昼
は
舞
台
で
、
夜
は
ベ
ッ
ド
で
踊
ら
さ
せ
ら
れ
る
、
い
か
が
わ
し
い
、
賤
し

い
女
―――
な
ん
か
と
不
名
誉
な
愛
欲
に
明
け
暮
れ
る
よ
り
も
、
偉
い
お
役
人
の
地
位
の
ほ
う
が
自
分
に
合
っ
て
る
、

そ
う
思
い
直
し
は
じ
め
た
み
た
い
だ
っ
た
。
日
本
と
い
う
国
で
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
の
だ
け
ど
、
お
役
人
が
お
勉

強
の
出
来
る
だ
け
で
王
侯
貴
族
や
将
校
み
た
い
に
威
張
っ
て
い
る
っ
て
ん
だ
か
ら
、
そ
れ
も
無
理
な
い
か
。
私
で

な
く
た
っ
て
、
日
本
に
も
綺
麗
な
女
は
た
く
さ
ん
い
る
だ
ろ
う
し
。
じ
ゃ
あ
、
手
切
れ
に
ど
こ
ま
で
踏
ん
だ
く
る

か
、
っ
て
こ
と
に
私
は
頭
を
切
り
替
え
る
こ
と
に
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
太
田
の
ヤ
ツ
。
煮
え
切
ら
な
い
あ
の
態
度
は
何
？

相
沢
の
話
で
は
一
緒
に
日
本
に
帰
る
っ

て
大
使
と
約
束
し
て
い
る
ら
し
い
の
に
、「
私
を
捨
て
な
い
で
」
っ
て
私
が
泣
き
の
演
技
を
し
た
ら
、「
き
み
を
守

る
か
ら
」
と
か
何
と
か
カ
ッ
コ
付
け
て
泣
く
ん
だ
か
ら
。

な
ん
で
は
っ
き
り
し
な
い
の
か
ね
え
こ
の
男
は
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
私
も
キ
レ
た
。
そ
こ
で
、
そ
ん
な
苛
立
ち
は

露
に
も
面
に
出
さ
ず
に
、「
あ
な
た
の
赤
ち
ゃ
ん
が
で
き
ち
ゃ
っ
た
」
と
さ
も
嬉
し
そ
う
に
告
げ
て
、
太
田
の
反

応
を
見
た
。
本
当
に
守
っ
て
く
れ
る
つ
も
り
あ
ん
の
？

懐
妊
の
診
断
書
を
、
そ
う
そ
う
、
一
晩
寝
て
や
っ
た
見

返
り
と
し
て
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
座
付
き
の
ス
ケ
ベ
医
師
・
ハ
ン
ス
に
書
か
せ
た
紙
を
、
見
た
と
き
の
太
田
の
あ
の
恐

怖
の
表
情
。
忘
れ
ら
れ
な
い
。

そ
れ
で
太
田
は
卒
倒
し
て
、
な
ん
と
、
何
週
間
も
寝
込
ん
で
ベ
ッ
ド
で
囈
言
を
言
っ
て
た
。
何
な
ん
だ
、
こ
い

つ
。
ど
こ
ま
で
ヤ
ワ
な
ん
だ
。
精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
で
気
絶
す
る
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
貴
族
女
の
使
う
手
だ
よ
。
あ
ん

た
男
だ
ろ
？

よ
し
。
仕
上
げ
は
、
私
が
捨
て
ら
れ
た
女
の
気
狂
い
を
演
じ
て
、
う
ち
の
婆
が
大
金
の
慰
謝
料
を

太
田
か
ら
い
た
だ
く
、
っ
て
こ
と
に
し
た
。
孕
ま
せ
、
気
を
狂
わ
さ
せ
、
捨
て
た
、
と
来
り
ゃ
、
高
く
付
く
は
ず

だ
。
癲
狂
院
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
か
じ
め
、
や
っ
ぱ
り
ス
ケ
ベ
な
ド
ク
ト
ル
・
カ
ー
ル
に
一
発
や
ら
せ
て
、
―――

パ
ラ
ノ
イ
ア
っ
て
の
？
―――
そ
れ
ら
し
い
病
名
を
診
断
さ
せ
て
し
ば
ら
く
入
院
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
い
た
。
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太
田
は
私
の
狂
女
の
演
技
に
ま
ん
ま
と
騙
さ
れ
て
、
傷
心
の
ま
ま
日
本
に
帰
っ
て
行
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
太
田

が
払
う
べ
き
金
は
、
相
沢
の
タ
ヌ
キ
が
大
使
と
掛
け
合
っ
て
工
面
し
て
く
れ
た
。
こ
の
金
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
太

田
に
請
求
が
行
く
の
か
し
ら
。
そ
れ
と
も
、
大
使
の
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
か
し
ら
。
そ
れ
と
も
、
日
本
国
民
の
払
っ

た
税
金
か
ら
出
た
の
か
し
ら
。
だ
と
し
た
ら
、
日
本
と
い
う
国
は
な
ん
と
面
白
い
国
な
ん
だ
ろ
う
。
あ
り
が
と
う

日
本
！

東
洋
の
神
秘
。

そ
う
、
相
沢
が
い
ま
の
私
の
情
夫
、
金
蔓
っ
て
わ
け
。

い
ま
、
ベ
ッ
ド
で
考
え
て
い
る
。
さ
て
、
次
は
、
ほ
と
ぼ
り
が
冷
め
て
太
田
の
地
位
も
少
し
上
が
っ
た
頃
合
い

に
、
日
本
に
押
し
掛
け
て
た
か
る
と
す
る
か
。
日
出
ず
る
国
に
も
行
っ
て
み
た
い
。
情
け
な
い
豊
太
郎
、
バ
カ
な

豊
太
郎
。
私
は
あ
ん
た
に
母
性
本
能
を
く
す
ぐ
ら
れ
る
の
。
だ
か
ら
、
ず
っ
と
、
ず
っ
と
、
こ
れ
か
ら
も
た
く
さ

ん
い
た
だ
く
わ
。
も
ち
ろ
ん
、
い
く
ら
で
も
抱
か
せ
て
あ
げ
る
わ
。
そ
れ
く
ら
い
、
心
底
、
愛
し
て
し
ま
っ
た
の
。

Sept.
11,

2
0
14.

樋
口
一
葉
『
に
ご
り
え
』

十
一
月
二
十
二
日
、
小
雪
初
候
、
虹
蔵
れ
て
見
え
ず
。
こ
こ
数
週
間
、
左
側
頭
の
偏
頭
痛
に
悩
ま
さ
れ
、
午
前

中
、
散
歩
を
兼
ね
て
妻
と
二
人
で
武
蔵
小
杉
の
病
院
に
行
く
。
雲
一
つ
な
い
快
晴
、
暖
か
い
小
春
日
和
。
病
院
の

近
く
に
あ
る
喫
茶
店
で
辛
い
ビ
ー
フ
カ
レ
ー
、
ガ
ー
リ
ッ
ク
ト
ー
ス
ト
を
食
す
。

樋
口
一
葉
の
『
に
ご
り
え
』、『
た
け
く
ら
べ
』
を
読
む
。
樋
口
一
葉
『
に
ご
り
え
・
た
け
く
ら
べ
』
岩
波
文
庫
、

19
9
9

年
改
版
。
一
葉
、
奇
跡
の
十
四
ヶ
月
の
遺
産
。
と
く
に
、『
に
ご
り
え
』
は
、
切
な
く
て
途
方
に
暮
れ
て
し
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ま
う
く
ら
い
、
哀
し
く
美
し
い
作
品
で
あ
る
。
自
ら
の
思
い
を
言
語
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
低
社
会
層
の
女
の
、

複
雑
な
心
の
陰
翳
を
、
江
戸
の
人
情
本
の
伝
統
に
あ
る
、
和
文
脈
の
し
な
や
か
な
語
り
で
描
く
。

銘
酒
屋
（
飲
み
屋
を
装
い
ひ
そ
か
に
売
春
を
行
う
店
）
の
私
娼
で
あ
る
主
人
公
・
お
力
は
、
か
つ
て
自
分
に
入

れ
込
ん
で
散
財
し
仕
事
を
失
い
す
か
ん
ぴ
ん
に
落
ち
た
客
・
源
七
に
よ
っ
て
、
無
理
心
中
の
よ
う
な
形
で
殺
さ
れ

て
し
ま
う
。
作
品
の
語
り
は
、
お
力
が
金
持
ち
の
客
・
結
城
朝
之
助
に
気
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
お
力
の
仕

事
仲
間
・
お
高
が
冷
や
か
す
よ
う
に
、
源
七
に
い
ま
だ
に
未
練
を
残
し
て
い
る
の
か
、
定
か
で
は
な
い
よ
う
な
描

き
方
を
し
て
い
る
。

い
や
。
お
力
に
と
っ
て
、
朝
之
助
も
、
源
七
も
、
た
だ
の
客
で
し
か
な
か
っ
た
。
ど
ち
ら
も
彼
女
に
と
っ
て
は

対
岸
に
棲
む
人
間
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
お
力
は
世
界
そ
の
も
の
が
彼
岸
に
あ
る
か
よ
う
な
絶
望
感
に
捕
ら

わ
れ
て
い
る
。
私
娼
の
身
上
を
運
命
と
諦
め
て
生
き
て
行
く
し
か
な
い
思
い
が
す
べ
て
の
よ
う
で
あ
る
。

な
れ
ど
我
身
の
上
に
も
知
ら
れ
ま
す
る
と
て
物
思
は
し
き
風
情
、
お
前
は
出
世
を
望
む
な
と
　だ

し
ぬ
け

突
然　
に

朝
之
助
に
言
は
れ
て
、
ゑ
ツ
と
驚
き
し
様
子
に
見
え
し
が
、
私
等
が
身
に
て
望
ん
だ
処
が
味
噌
こ
し

が
落
、
何
の
玉
の
輿
ま
で
は
思
ひ
が
け
ま
せ
ぬ
と
い
ふ
、
嘘
を
い
ふ
は
人
に
依
る
始
め
か
ら
何
も
見

知
つ
て
ゐ
る
に
隠
す
は
野
暮
の
沙
汰
で
は
な
い
か
、
思
ひ
切
つ
て
や
れ
や
れ
と
あ
る
に
、
あ
れ
そ
の

や
う
な
け
し
か
け
詞
は
よ
し
て
下
さ
れ
、
ど
う
で
こ
ん
な
身
で
ご
ざ
ん
す
る
に
と
打
し
ほ
れ
て
又
も

の
言
は
ず
。

樋
口
一
葉
『
に
ご
り
え
・
た
け
く
ら
べ
』
岩
波
文
庫
、19

9
9

年
改
版
、p.31

。

体
を
売
っ
て
生
き
る
し
か
な
い
閉
塞
感
に
苛
ま
れ
る
人
間
を
前
に
し
て
、「
お
前
は
出
世
を
望
む
な
」
と
か
、「
嘘

を
い
ふ
は
人
に
依
る
始
め
か
ら
何
も
見
知
つ
て
ゐ
る
に
隠
す
は
野
暮
の
沙
汰
で
は
な
い
か
、
思
ひ
切
つ
て
や
れ
や
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れ
」
な
ど
と
、
臆
面
も
な
く
ず
け
ず
け
言
う
朝
之
助
。
お
力
へ
の
愛
欲
で
身
を
持
ち
崩
し
女
房
に
逃
げ
ら
れ
た
挙

げ
句
に
自
分
勝
手
な
無
理
心
中
を
強
い
る
源
七
。
ど
ち
ら
も
最
低
の
男
に
見
え
る
。

二
人
は
買
春
客
の
両
極
的
タ
イ
プ
で
あ
る
。
源
七
は
売
春
婦
の
恋
愛
演
技
を
真
に
受
け
、
金
を
溶
か
し
て
破
滅

す
る
愚
者
。
朝
之
助
は
売
春
婦
を
、
客
の
歓
心
を
惹
く
ウ
ソ
に
塗
れ
た
遊
び
相
手
だ
と
、
心
の
底
で
蔑
む
偽
善
的

実
際
家
。
こ
れ
ら
愛
欲
に
群
が
る
男
と
、
そ
れ
を
生
業
と
し
て
受
け
入
れ
愛
欲
を
演
ず
る
女
と
の
、
心
の
隔
絶
感

が
い
い
よ
う
も
な
く
哀
れ
で
あ
る
。『
に
ご
り
え
』
論
に
は
、
お
力
が
朝
之
助
を
愛
し
た
か
の
よ
う
な
解
釈
を
な

す
も
の
が
あ
る
が
、
笑
止
の
愚
論
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
作
品
の
構
造
が
ま
っ
た
く
見
え
て
い
な
い
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
の
本
当
の
凄
さ
は
、
思
う
に
、
私
娼
・
お
力
と
、
源
七
の
貧
乏
女
房
・
お
初
と
の

視
点
か
ら
、
行
き
場
を
失
っ
た
女
の
も
の
思
う
姿
を
描
い
た
点
に
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
い
か
に
現
代
的
か

と
い
う
こ
と
は
、『
に
ご
り
え
』
を
、
た
と
え
ば
、
江
戸
人
情
本
、
近
松
門
左
衛
門
の
心
中
も
の
、
永
井
荷
風
の

花
柳
小
説
、
泉
鏡
花
の
女
妖
怪
異
潭
と
読
み
比
べ
る
と
、
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。
一
葉
以
外
の
こ
れ
ら
の
作
品
で

は
、
華
魁
、
遊
女
や
銘
酒
屋
私
娼
は
、
徹
頭
徹
尾
、
男
か
ら
見
ら
れ
愛
さ
れ
る
存
在
で
し
か
な
く
、「
な
に
か
を

考
え
、
思
う
」
人
間
と
し
て
は
描
か
れ
な
か
っ
た
、
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
、『
に
ご
り
え
』
の
凄
さ
は
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
あ
る
。
江
戸
の
近
松
の
時
代
な
ら
ば
遊
女
が
愛

の
積
極
的
主
体
と
な
り
世
の
不
条
理
の
論
理
的
か
つ
破
滅
的
な
解
決
と
し
て
「
情
死
」
と
い
う
カ
タ
ル
シ
ス
が
あ

り
え
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
葉
の
現
実
的
眼
差
し
を
通
す
と
、
客
と
売
春
婦
と
の
相
思
相
愛
の
ロ
マ
ン
ス
は
あ

り
え
な
か
っ
た
。
近
松
の
情
死
は
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
無
理
心
中
」
に
変
容
し
た
の
だ
。

さ
ら
に
、
一
葉
は
、
お
力
の
主
体
的
愛
な
ん
ぞ
は
語
ろ
う
と
は
せ
ず
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
も
、
徹
底
的
に

恋
愛
演
技
の
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
の
相
貌
を
女
主
人
公
に
与
え
た
。

口
奇
麗
な
事
は
い
ひ
ま
す
と
も
こ
の
あ
た
り
の
人
﹇
私
娼
﹈
に
泥
の
中
の
蓮
と
や
ら
、
悪
業
に
染
ま
ら
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ぬ
女
子
が
あ
ら
ば
、
繁
昌
ど
こ
ろ
か
見
に
来
る
人
も
あ
る
ま
じ
、﹇
中
略
﹈
そ
れ
か
と
言
つ
て
来
る
ほ

ど
の
お
人
に
無
愛
想
も
な
り
が
た
く
、
可
愛
い
の
、
い
と
し
い
の
、
見
初
め
ま
し
た
の
と
出
鱈
目
の

お
世
辞
を
も
言
は
ね
ば
な
ら
ず
、
数
の
中
に
は
真
に
う
け
て
こ
ん
な
　や

く
ざ

厄
種　
を
女
房
に
と
言
ふ
て
下
さ

る
方
も
あ
る
、
持
た
れ
た
ら
嬉
し
い
か
、
添
う
た
ら
本
望
か
、
そ
れ
が
私
に
は
分
か
り
ま
せ
ぬ
…
…

同
書
、p.2

9

。

お
力
は
客
を
、
恋
愛
対
象
な
ん
ぞ
で
は
な
く
、
金
を
払
っ
て
己
を
抱
く
男
と
し
て
し
か
見
て
い
な
い
、
恋
愛
演

技
の
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
こ
の
お
力
の
独
白
は
こ
れ
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
美
し
い

娼
婦
の
イ
メ
ー
ジ
に
、
男
性
の
視
線
に
の
み
立
っ
た
、
根
拠
の
な
い
、
自
分
勝
手
な
感
傷
的
ロ
マ
ン
ス
を
紛
れ
込

ま
せ
な
い
で
は
お
れ
な
い
男
性
文
学
に
は
、
決
し
て
見
い
だ
さ
れ
な
い
醒
め
た
現
実
性
が
、
思
う
に
、
こ
こ
に
は

あ
る
。
新
時
代
の
新
し
い
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
像
が
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
鷗
外
、
漱
石
よ
り
も
前
に
「
も
の
思
う
」
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
新
し
い
女
性
像
を
―――
し
か

も
、
わ
ず
か
二
十
三
歳
で
―――
創
造
し
た
樋
口
一
葉
は
、
西
欧
文
学
に
毒
さ
れ
て
い
な
い
点
と
合
わ
せ
て
も
、
日

本
近
代
文
学
の
奇
蹟
で
あ
る
。

N
ov.

2
2,

2
0
14.
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泉
鏡
花
『
紫
障
子
』

『
鏡
花
全
集
』
巻
十
九
に
『
紫
障
子
』
と
い
う
怪
異
小
説
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
大
正
八
年
発
表
の
作
。
八
十

二
頁
と
い
う
分
量
か
ら
す
れ
ば
中
篇
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
泉
鏡
花
作
品
の
な
か
で
は
マ
イ
ナ
ー
な
一
篇
で
、
彼
の

代
表
作
に
あ
げ
る
フ
ァ
ン
は
数
少
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
中
期
の
か
な
り
力
の
入
っ
た
作
品
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
く
、
ま
た
、
思
う
に
、
鏡
花
怪
異
譚
の
構
造
的
特
徴
を
き
わ
め
て
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
。

京
都
の
宿
。
男
が
悪
夢
の
よ
う
な
嘔
吐
感
と
と
も
に
目
覚
め
る
と
、
横
に
慄
然
と
す
る
ほ
ど
の
美
人
が
眠
っ
て

い
る
。
物
語
の
は
じ
ま
り
方
が
異
様
、
凄
い
。

作
者
の
親
友
・
　み

み
ず
く

木
菟　
（
風
貌
が
ミ
ミ
ズ
ク
の
よ
う
だ
か
ら
作
者
は
こ
う
呼
ぶ
）
は
、
友
人
の
実
業
家
・
　そ

や
征
矢　
の

計
ら
い
で
、
大
阪
南
地
の
妖
艶
な
藝
妓
・
蘆
絵
と
二
人
で
奈
良
・
京
都
の
小
旅
行
に
出
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
蘆

絵
の
美
貌
に
悶
々
と
し
、
食
っ
た
玉
子
焼
の
悪
腥
さ
で
嘔
吐
感
に
苦
し
む
木
菟
は
、
旅
の
宿
で
、
蛇
を
提
げ
た
白

呈
晧
研
の
年
増
美
人
（「
年
増
」
と
い
っ
て
も
、
当
時
は
二
十
五
、
六
歳
だ
ろ
う
）、
碁
石
で
歯
を
叩
く
二
人
の
綾

羅
金
繍
の
舞
妓
少
女
を
幻
に
見
る
。
蛇
の
女
妖
―――
蛇
で
美
人
を
縛
っ
て
そ
の
油
を
絞
り
取
り
、
油
を
舐
め
、
あ

る
い
は
、
碁
石
に
絡
め
そ
れ
で
歯
を
磨
く
こ
と
に
よ
っ
て
己
の
淫
性
を
高
め
る
と
い
う
、
遊
女
・
藝
妓
の
蛇
神
信

仰
に
つ
い
て
、
物
語
の
最
後
に
因
縁
が
語
ら
れ
る
―――
に
魅
入
ら
れ
、
蘆
絵
は
儚
く
な
る
。

ご
く
ご
く
切
り
詰
め
る
と
『
紫
障
子
』
の
あ
ら
す
じ
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
主
人
公
・
木
菟
の
異
様
な

現
在
状
況
を
説
明
す
る
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
と
妖
艶
な
女
の
幻
影
と
が
交
錯
し
た
、
鏡
花
怪
異
譚
に
相
応
し
い

構
造
を
も
つ
物
語
で
あ
る
。
シ
ン
プ
ル
な
筋
の
わ
り
に
伏
線
が
多
く
、
そ
の
語
り
の
細
部
の
共
鳴
ゆ
え
に
複
雑
で

入
り
組
ん
だ
印
象
が
あ
る
。
日
常
的
情
景
と
怪
異
と
の
媒
介
を
な
す
形
象
に
碁
石
を
使
う
意
外
性
が
、
物
語
の
異

様
・
恐
怖
を
掻
き
立
て
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
が
作
品
で
何
よ
り
も
異
様
に
思
う
の
は
、
い
つ
も
の
あ
の
艶
麗
な
幽
霊
の
姿
―――
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
は
そ
れ
で
読
む
快
楽
を
覚
え
る
ん
だ
け
ど
―――
で
は
な
い
。
木
菟
と
極
上
の
藝
妓
・
蘆
絵
と
の
男
女
二
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人
旅
で
、
男
女
の
関
係
が
何
も
起
こ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

蘆
絵
は
大
阪
南
の
有
名
な
藝
妓
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
大
阪
行
き
汽
車
の
食
堂
車
で
蘆
絵
を
認
め
た
給

仕
二
人
が
「
南
地
だ
」、「
蘆
絵
さ
ん
だ
」
と
口
に
す
る
場
面
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
蘆
絵
は
相
当
な
有
名
人
と
い
う

わ
け
だ
。
い
ま
の
世
態
風
俗
で
喩
え
る
と
、
主
人
公
は
有
力
者
の
コ
ネ
で
人
気
ア
イ
ド
ル
タ
レ
ン
ト
と
二
人
旅
を

さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
と
ま
さ
に
同
じ
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。「
南
地
だ
」、「
蘆
絵
さ
ん
だ
」
は
、「
N
M
B
や
」、

「
山
本
　さ

や
か彩　や

ん
け
」
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
女
は
タ
ク
シ
ー
を
探
す
な
ど
旅
の
世
話
を
焼
き
、
万

事
に
好
意
的
に
木
菟
を
扱
っ
て
く
れ
る
。
そ
れ
く
ら
い
非
日
常
的
で
羨
ま
し
い
く
ら
い
の
幸
運
な
状
況
に
あ
り
な

が
ら
、
お
ま
け
に
、
ベ
ッ
ド
の
上
で
も
恋
愛
遊
戯
を
演
ず
る
職
業
的
覚
悟
を
備
え
た
で
あ
ろ
う
藝
妓
と
相
対
し
な

が
ら
、
木
菟
は
、「
あ
の
婦
を
我
が
も
の
に
」
と
頭
の
な
か
で
は
悶
々
と
す
る
ば
か
り
で
、
実
際
に
は
愛
の
行
動
を

何
も
起
こ
さ
な
い
。
超
豪
華
な
膳
を
饗
応
さ
れ
て
箸
を
付
け
な
い
。
私
か
ら
す
れ
ば
、
　・こ
・れ
・こ
・そ
・が
・怪
・異　
で
あ
る
。

空
想
に
遊
ぶ
ば
か
り
で
、
目
の
前
に
い
る
女
に
指
一
本
触
れ
ら
れ
な
い
、
こ
の
ウ
ブ
な
小
心
者
。
目
の
前
に
い

る
蘆
絵
の
美
し
い
姿
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
主
人
公
の
幻
想
の
な
か
で
天
翔
る
妖
艶
な
姿
に
つ
い
て
語
る
と
き
、

蘆
絵
は
い
つ
も
眠
っ
て
い
て
（
あ
る
い
は
独
り
で
化
粧
な
ど
を
し
て
い
て
）、
人
間
と
し
て
主
人
公
と
対
峙
し
て

い
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
蘆
絵
が
話
す
内
容
や
仕
草
か
ら
、
そ
の
人
と
な
り
、
感
情
を
観
察
し
、
生

き
て
い
る
人
間
と
し
て
蘆
絵
の
美
点
を
理
解
す
る
―――
そ
の
よ
う
な
人
間
的
交
感
に
は
、
何
ら
の
関
心
も
払
わ
れ

て
い
な
い
の
だ
。

木
菟
は
、
語
り
合
う
相
手
の
反
応
を
観
察
し
な
が
ら
相
手
に
魅
せ
ら
れ
て
行
く
の
で
は
な
く
、
自
己
と
の
人
間

的
関
係
性
を
喪
失
し
た
、
死
に
も
擬
せ
ら
れ
る
眠
れ
る
姿
に
ば
か
り
、
女
の
美
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
生

き
て
い
る
女
は
ま
る
で
、
こ
の
世
の
も
の
と
も
思
わ
れ
ぬ
至
高
の
妖
美
に
昇
華
す
る
様
を
頭
の
な
か
で
想
像
す
る

た
め
の
契
機
で
し
か
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
目
の
前
の
美
人
に
は
目
も
く
れ
ず
、
ひ
た
す
ら
己
の

理
想
美
を
頭
の
な
か
で
追
い
求
め
る
か
の
よ
う
な
、
非
行
動
的
な
柔
弱
男
子
。
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こ
の
主
人
公
の
柔
弱
さ
、
優
し
さ
、
性
的
不
能
ぶ
り
（
い
ま
な
ら
草
食
系
男
子
と
い
う
の
だ
ろ
う
が
）
は
、
し

か
し
な
が
ら
、
鏡
花
怪
異
譚
主
人
公
の
典
型
で
あ
る
。
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
と
評
し
て
も
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
。
行
動

し
な
い
が
ゆ
え
に
、
フ
ァ
ム
フ
ァ
タ
ー
ル
的
女
人
と
情
交
に
及
ば
な
い
が
ゆ
え
に
、
主
人
公
は
無
傷
の
ま
ま
「
生

還
」
で
き
る
の
で
あ
る
。『
高
野
聖
』（
明
治
三
十
三
年
）
の
僧
も
、
目
の
前
の
裸
の
美
人
に
途
方
も
な
く
心
を
奪

わ
れ
な
が
ら
指
一
本
触
れ
ら
れ
な
い
小
心
者
だ
が
、
女
と
一
儀
に
及
ば
な
か
っ
た
お
か
げ
で
、
畜
生
に
変
じ
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
を
免
れ
、
語
り
の
現
在
に
生
き
延
び
て
い
る
。

こ
の
不
能
・
不
作
為
を
「
精
神
的
美
し
さ
・
高
潔
さ
」
と
評
す
る
―――
失
笑
す
ら
催
さ
せ
る
―――
愚
か
な
批
評

が
多
い
。
と
思
わ
れ
る
の
も
、
泉
鏡
花
批
評
の
権
威
者
で
あ
る
吉
田
精
一
が
『
高
野
聖
』
の
僧
の
不
能
・
不
作
為

を
「
そ
の
愛
情
が
淸
く
美
し
か
っ
た
た
め
で
あ
る
」（『
高
野
聖
・
眉
か
く
し
の
霊
』
岩
波
文
庫
版
解
説
）
な
ど
と

断
定
し
て
い
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
の
「
淸
く
美
し
い
」
な
ぞ
と
い
う
馬
鹿
馬
鹿
し
い
説
は
、「
汚
ら
は
し

い
欲
の
あ
れ
ば
こ
そ
恁
う
な
つ
た
上
に
躊
躇
す
る
わ
、
其
顏
を
見
て
聲
を
聞
け
ば
、
渠
等
夫
婦
が
同
衾
す
る
の
に

枕
を
竝
べ
て
差
支
へ
ぬ
、
そ
れ
で
も
汗
に
な
つ
て
修
行
を
し
て
、
坊
主
で
果
て
る
よ
り
は
餘
程
の
增
ぢ
や
」
と
い

う
僧
の
苦
悶
の
言
と
矛
盾
す
る
。
旅
僧
は
「
汚
ら
は
し
い
」
欲
望
を
遂
げ
た
い
と
思
い
な
が
ら
つ
い
に
な
し
得
な

か
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

鏡
花
怪
異
譚
主
人
公
の
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
を
考
え
れ
ば
、
行
動
な
き
柔
弱
者
で
し
か
な
い
こ
と
が
自
ず
と
わ
か
る

の
で
あ
る
。
行
動
し
な
い
が
ゆ
え
に
無
傷
で
帰
還
で
き
、
だ
か
ら
こ
そ
わ
れ
わ
れ
に
「
語
る
」
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。『
幻
往
来
』（
明
治
三
十
二
年
）
の
医
学
生
も
、
記
憶
に
あ
る
理
想
的
女
性
を
追
い
か
け
て
吉
原
遊
郭
に

通
い
な
が
ら
、
金
で
買
っ
て
お
き
な
が
ら
、
理
想
美
と
食
い
違
う
遊
女
と
一
儀
に
及
ぶ
こ
と
が
な
い
。

こ
ん
な
男
っ
て
い
る
の
か
？
―――
ま
っ
た
く
信
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
い
う
非
現
実
的
な
ま
で

に
「
行
動
し
な
い
、
一
線
を
越
え
な
い
」
男
、
美
人
を
前
に
し
て
何
も
で
き
な
い
気
の
弱
い
男
と
い
う
性
格
こ
そ
、

そ
の
奔
放
な
想
像
力
が
怪
異
に
昇
華
す
る
た
め
の
幻
視
装
置
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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私
に
は
と
て
も
共
感
で
き
な
い
主
人
公
で
あ
る
次
第
な
の
だ
が
、
そ
の
主
人
公
の
幻
の
至
高
の
妖
美
に
は
陶
然

と
さ
せ
ら
れ
る
。

ほ
の
明
り
に
綠
を
籠
め
た
、
薄
紫
の
春
雨
に
、
障
子
さ
へ
細
目
に
開
け
て
、
霞
の
流
る
ゝ
庭
の
樹
立

の
梢
に
對
し
、
立
つ
と
人
た
け
ば
か
り
の
黑
檀
の
綠
の
姿
に
片
膝
立
て
ゝ
、
朱
鷺
色
に
白
で
　ど

っ
こ

獨
鈷　
の

博
多
の
伊
達
卷
、
ず
る
り
と
　よ

わ
ご
し

弱
腰　
、
　み

ぞ
お
ち

鳩
尾　
を
　く

び縊　
ら
し
、
長
襦
袢
の
ま
ゝ
で
、
朝
湯
の
あ
と
の
薄
化
粧

を
、
い
ま
仕
澄
ま
し
て
、
ト
肱
を
　た
わ
わ撓　に
　わ
き
あ
き

脇
明　
を
雪
の
や
う
に
覗
か
せ
な
が
ら
、
油
の
や
う
な
濡
髮
を
、

兩
手
に
紅
を
飜
し
て
撫
付
け
な
が
ら
、

「
ほ
ゝ
ゝ
、
貴
方
の
方
が
色
が
白
い
。」

「
　ご

じ
ょ
う
だ
ん

御
串
戲　
も
ん
だ
、
鬼
が
笑
ひ
ま
す
。」

『
鏡
花
全
集
』
巻
十
九
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
年
、p.6

18

。
原
典
の
総
ル
ビ
は
割
愛
。

こ
の
『
紫
障
子
』
で
も
っ
と
も
美
し
い
く
だ
り
の
直
前
に
、
木
菟
の
幻
想
の
な
か
で
、
空
を
飛
ん
で
行
く
木
菟

と
蘆
絵
と
が
履
物
を
取
り
替
え
る
場
面
が
あ
る
。『
高
野
聖
』
に
も
主
人
公
の
僧
が
清
水
で
女
に
清
め
ら
れ
た
あ

と
の
帰
路
で
女
と
履
物
を
交
換
す
る
く
だ
り
が
あ
る
。
ど
う
も
、
泉
鏡
花
に
と
っ
て
、
男
女
が
履
物
を
取
り
替
え

る
行
為
は
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
濃
密
な
行
為
の
シ
ン
ボ
リ
カ
で
あ
る
ら
し
い
。

June
30,

2
0
13.
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泉
鏡
花
『
眉
か
く
し
の
靈
』

梅
雨
だ
と
い
う
の
に
雨
霽
れ
て
涼
し
い
日
曜
日
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
後
期
交
響
曲
集
を
聴
き
な
が
ら
、
岩
波
『
鏡

花
全
集
』
第
二
十
二
巻
所
収
の
怪
異
潭
『
眉
か
く
し
の
靈
』
を
再
読
し
た
。『
鏡
花
全
集
』
は
、
雲
母
を
ひ
い
た

地
の
上
に
、
桜
、
桃
、
梅
と
、
紅
葉
賀
の
源
氏
香
文
様
と
を
表
カ
バ
ー
に
あ
し
ら
っ
た
、
美
し
い
装
丁
で
あ
る
。

作
品
の
季
節
は
冬
で
、
こ
の
日
の
夏
の
小
休
止
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
と
こ
ろ
荷
風
や
江
戸

の
暑
苦
し
い
淫
靡
な
文
藝
に
浸
っ
て
い
た
だ
け
に
、
水
も
滴
る
鏡
花
怪
談
の
冷
気
を
浴
び
た
く
な
っ
た
。

『
眉
か
く
し
の
靈
』
の
舞
台
は
木
曾
街
道
・
奈
良
井
宿
山
中
の
旅
館
。
主
人
公
・
境
は
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』

の
弥
次
郎
兵
衛
と
喜
多
八
の
顰
に
倣
っ
て
、
奈
良
井
宿
で
蕎
麦
二
膳
を
食
い
た
く
な
り
、
宿
を
探
し
歩
く
。
よ
う

や
く
探
し
当
て
た
宿
で
、
鶇
料
理
に
舌
鼓
を
打
つ
う
ち
、
料
理
人
・
伊
作
、
女
中
・
お
米
を
相
手
に
、
あ
る
藝
妓

が
木
曾
山
中
の
霧
深
い
空
に
美
人
の
首
を
見
た
と
い
う
怪
異
を
語
る
。

翌
日
、
境
は
腹
を
壊
し
て
宿
に
逗
留
す
る
こ
と
に
決
め
る
。
彼
は
ふ
と
、
伊
作
が
鷺
に
鯉
を
食
わ
れ
ぬ
よ
う
池

を
注
視
す
る
の
を
、
中
年
増
女
中
（
中
年
増
と
い
っ
て
も
二
十
六
、
七
だ
ろ
う
）
と
商
人
客
と
が
床
の
間
の
炬
燵

を
挟
ん
で
語
り
合
っ
て
い
る
の
を
垣
間
見
る
。
洗
面
所
の
蛇
口
が
三
本
無
駄
に
水
を
垂
れ
流
す
の
を
不
審
に
思
い
、

栓
を
締
め
る
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
ま
た
水
が
出
し
っ
ぱ
な
し
に
な
っ
て
い
る
。

水
は
、
泉
鏡
花
に
あ
っ
て
、
幻
想
的
世
界
へ
移
行
す
る
ス
イ
ッ
チ
で
あ
る
。

そ
の
夜
、
境
は
自
分
一
人
だ
と
思
っ
て
湯
に
入
ろ
う
と
す
る
と
、
女
が
湯
を
使
う
気
配
。
引
き
返
す
。
他
の
客

は
そ
の
湯
に
入
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
女
中
の
話
。
ち
ょ
っ
と
し
た
幽
霊
騒
ぎ
。
夕
食
の
あ
と
湯
殿
に
行
く
と
果

た
し
て
ま
た
女
が
い
た
。
今
度
は
「
入
り
ま
す
よ
、
御
免
」
と
思
い
切
る
も
、「
い
け
ま
せ
ん
」
と
女
に
は
っ
き
り

と
拒
絶
さ
れ
、
境
は
怒
っ
て
部
屋
に
戻
る
。
す
る
と
そ
こ
で
、
部
屋
の
鏡
の
な
か
に
、
鏡
台
を
斜
め
に
し
て
、
眉

を
懐
紙
で
か
く
し
た
、
鷺
の
化
身
の
よ
う
な
白
面
の
美
し
い
女
の
姿
が
現
れ
る
。
境
は
い
つ
し
か
鯉
の
姿
と
な
っ

て
、
女
の
袖
に
抱
き
上
げ
ら
れ
て
空
高
く
ま
で
釣
り
上
げ
ら
れ
る
…
…
。
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そ
の
怪
異
の
あ
と
に
、
伊
作
の
語
り
が
続
く
。
桔
梗
ヶ
原
の
美
し
い
奥
方
と
彼
女
を
虐
げ
る
婆
の
生
活
に
つ
い

て
。
婆
の
息
子
の
学
士
が
不
在
の
間
に
起
き
た
、
彼
の
友
人
画
家
と
嫁
・
奥
方
と
の
姦
通
事
件
に
つ
い
て
。
画
家

の
情
婦
で
あ
る
柳
橋
藝
妓
・
お
艶
が
彼
の
間
男
疑
惑
を
解
こ
う
と
伊
作
に
案
内
さ
せ
て
桔
梗
ヶ
原
に
往
く
途
中
、

伊
作
が
お
艶
を
ひ
と
り
に
し
て
し
ま
っ
た
間
に
、
彼
女
が
猟
師
に
猟
銃
で
射
殺
さ
れ
た
顛
末
に
つ
い
て
。
境
の
見

た
眉
か
く
し
の
美
し
い
女
妖
は
お
艶
の
幽
霊
だ
っ
た
と
落
ち
の
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、
物
語
は
終
わ
る
。

幽
霊
の
因
縁
が
明
ら
か
に
な
る
最
後
の
伊
作
の
語
り
は
、
人
間
関
係
が
か
な
り
入
り
組
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
作

品
に
は
、
主
人
公
・
境
の
幻
想
と
、
も
う
ひ
と
つ
、
桔
梗
ヶ
原
の
奥
方
と
お
艶
と
の
凄
艶
な
る
姿
が
も
た
ら
し
た

伊
作
の
狂
と
、
二
つ
の
円
環
が
あ
る
と
わ
か
る
。
思
う
に
、
そ
の
二
つ
の
円
環
が
妖
艶
な
眉
か
く
し
の
女
妖
と
い

う
同
心
で
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
こ
の
作
品
の
恐
ろ
し
さ
が
あ
る
。

物
語
の
発
端
に
『
膝
栗
毛
』
の
弥
次
・
喜
多
が
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
単
な
る
飾
り
で
は
な
く
、
文
学
的
パ
ラ

レ
ル
と
な
っ
て
物
語
の
二
つ
の
円
環
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
境
と
伊
作
は
、
弥
次
・
喜
多
の
パ
ラ
レ
ル
で

あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
『
膝
栗
毛
』
は
、
日
本
の
街
道
沿
い
の
宿
を
舞
台
に
、
遊
女
、
飯
盛
女
、
湯
女
な
ど
の

風
俗
を
巡
っ
て
、
抱
腹
絶
倒
の
珍
道
中
を
繰
り
広
げ
る
物
語
で
あ
る
。『
膝
栗
毛
』
の
言
及
は
旅
に
お
け
る
色
事

ア
ヴ
ァ
ン
チ
ュ
ー
ル
の
雰
囲
気
を
『
眉
か
く
し
の
靈
』
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
導
入
す
る
。『
膝
栗
毛
』
コ
ン
テ
ク

ス
ト
と
い
う
視
点
で
『
眉
か
く
し
の
靈
』
を
見
直
す
と
、
境
の
期
待
感
の
な
か
で
、
お
米
が
湯
女
に
、
中
年
増
女

中
が
宿
で
客
と
閨
を
共
に
す
る
飯
盛
女
に
、
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。

「
そ
れ
が
ね
、
旦
那
、
大
笑
ひ
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
…
…
誰
方
も
在
ら
つ
し
や
ら
な
い
と
思
つ

て
、
申
上
げ
ま
し
た
の
に
、
御
婦
人
の
方
が
入
つ
て
お
い
で
だ
つ
て
、
旦
那
が
お
つ
し
や
つ
た
と
言

ふ
の
で
、
米
ち
や
ん
、
大
變
な
臆
病
な
ん
で
す
か
ら
。
…
…
久
し
く
つ
か
ひ
ま
せ
ん
湯
殿
で
す
か
ら
、

内
の
お
上
さ
ん
が
、
念
の
た
め
に
、
―――
」
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「
あ
ゝ
然
う
か
、
…
…
私
は
ま
た
、
一
寸
出
る
の
か
と
思
つ
た
よ
。」

「
大
丈
夫
、
湯
ど
の
へ
は
出
ま
せ
ん
け
ど
、
そ
の
か
は
り
お
座
敷
へ
は
こ
ん
な
の
が
、
ね
、
貴
方
。」

「
い
や
、
結
構
。」

『
鏡
花
全
集
』
巻
二
十
二
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
年
、p.4

7
0

。
引
用
元
の
ル
ビ
は
省
略
。

商
人
客
と
炬
燵
を
囲
ん
で
い
た
中
年
増
女
中
と
、
境
の
会
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
女
が
「
今
夜
、
私

を
買
わ
な
い
か
」
と
艶
め
い
て
境
を
誘
っ
て
い
る
の
に
、
彼
は
、
わ
か
っ
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
、「
い
や
、
結

構
」
と
あ
い
ま
い
に
断
っ
て
い
る
。
そ
の
直
後
に
湯
殿
で
女
の
気
配
を
感
じ
て
「
お
米
さ
ん
か
」
と
問
う
の
は
、

お
米
＝
湯
女
、
も
し
く
は
ア
ヴ
ァ
ン
チ
ュ
ー
ル
へ
の
意
識
せ
ざ
る
期
待
感
の
現
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
湯
殿
の
女
が

「
い
ゝ
え
」
と
返
答
し
た
の
を
受
け
、
ア
ヴ
ァ
ン
チ
ュ
ー
ル
へ
の
期
待
感
の
ま
ま
、
決
意
を
も
っ
て
身
を
委
ね
よ

う
と
「
入
り
ま
す
よ
」
と
「
思
ひ
切
つ
て
」
言
い
放
っ
た
と
こ
ろ
が
、
女
か
ら
「
い
け
ま
せ
ん
」
と
境
は
き
っ
ぱ

り
拒
絶
さ
れ
る
。
こ
こ
で
温
厚
そ
う
な
人
柄
の
境
が
「
勝
手
に
し
ろ
」、「
馬
鹿
に
し
や
が
る
」
と
意
外
の
口
ぶ
り

で
も
っ
て
怒
り
を
露
に
す
る
気
持
ち
は
、
よ
く
わ
か
る
。
誘
っ
て
お
い
て
断
る
か
ら
「
馬
鹿
に
し
や
が
る
」
と
い

う
怒
り
に
な
る
の
だ
。
こ
れ
、
逡
巡
の
挙
句
に
意
を
決
し
て
遊
女
を
買
い
に
登
楼
し
た
の
に
、
素
っ
気
な
く
遊
女

に
振
ら
れ
た
の
と
、
ま
さ
に
同
じ
よ
う
な
状
況
に
見
え
る
の
で
あ
る
（
読
み
な
が
ら
私
は
吹
き
出
し
て
し
ま
っ
た
。

断
り
な
く
一
緒
に
風
呂
に
入
れ
ば
い
い
じ
ゃ
ね
え
か
、
こ
の
草
食
男
子
が
！
）。

色
事
へ
の
期
待
感
は
あ
る
の
に
倫
理
観
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
に
邪
魔
さ
れ
て
、
正
直
に
目
の
前
に
い
る
女
に
手
が

出
せ
な
い
、
そ
う
い
う
真
面
目
で
初
心
な
、
い
く
ぶ
ん
見
栄
を
張
る
、
若
者
ら
し
く
屈
折
し
た
境
の
性
格
が
、
こ
こ

に
は
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
境
は
『
膝
栗
毛
』
の
ア
ヴ
ァ
ン
チ
ュ
ー
ル
を
ど
こ
か
期
待
し
て
い
な
が
ら
、
そ

の
筋
に
乗
れ
な
い
初
心
な
男
と
い
う
性
格
。
こ
の
矛
盾
し
た
心
の
揺
れ
こ
そ
が
妖
し
い
幻
想
に
化
し
た
と
も
解
釈

で
き
る
。
心
の
う
ち
で
悶
々
と
す
る
男
が
、
頭
の
な
か
で
、
美
女
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
幻
想
（
眉
か
く
し
の
女
妖
）
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に
迷
い
、
他
者
の
恋
路
を
指
を
銜
え
て
見
る
は
め
に
陥
る
（
伊
作
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
と
お
艶
の
幽
霊
を
幻
視

す
る
）。
心
理
上
の
幻
想
論
理
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
伊
作
は
、
現
実
に
眼
に
し
た
桔
梗
ヶ
原
の
奥
方
、
お
艶
の
ぞ
っ
と
す
る
妖
し
い
美
に
狂
わ
さ
れ
る
。

お
一
人
、
何
と
も
お
う
つ
く
し
い
御
婦
人
が
、
鏡
臺
を
置
い
て
、
斜
に
向
つ
て
、
お
化
粧
を
な
さ
つ

て
在
ら
つ
し
や
い
ま
し
た
。

お
髮
が
何
う
や
ら
、
お
召
も
の
が
何
や
ら
、
一
目
見
ま
し
た
、
其
の
時
の
凄
さ
、
　お

そ
ろ
し

可
恐　
さ
と
言
つ

て
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
唯
今
思
出
し
ま
し
て
も
御
酒
が
氷
に
成
つ
て
胸
へ
沁
み
ま
す
。
　ぞ
つ
と

慄
然　
し
ま

す
。
…
…
そ
れ
で
居
て
そ
の
お
美
し
さ
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
勿
體
な
い
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
家
の
な
い
も
の
の
お
佛
壇
に
、
う
つ
し
た
お
姿
と
存
じ
ま
し
て
、
一
日
で
も
、
此
の
池
の
水

を
　な

が視　
め
ま
し
て
、
そ
の
面
影
を
思
は
ず
に
は
居
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

同
書
、p.4

8
2

。
引
用
元
の
総
ル
ビ
は
割
愛
。

伊
作
が
宿
の
池
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
理
由
―――
鷺
が
鯉
を
食
ら
わ
な
い
か
監
視
す
る
の
だ
と
い
う
の
で
は
な
い

本
当
の
理
由
が
、
明
ら
か
に
な
る
。
一
方
で
、
伊
作
は
お
艶
の
眉
か
く
し
の
化
粧
の
場
に
居
合
わ
せ
「
似
合
ひ
ま

す
か
」
の
台
詞
を
直
接
聞
い
て
い
る
。
伊
作
は
現
実
の
女
の
凄
艶
を
　・眼
・の
・当
・り
・に
・し
・て　
、
狂
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
が
　・幻
・視
・す
・る
・だ
・け　
の
境
の
狂
と
の
根
本
的
な
違
い
で
あ
る
。
性
格
の
異
な
る
伊
作
と
境
と
は
、
別
の
途
を
辿
っ

て
同
じ
女
妖
に
狂
わ
さ
れ
る
。
こ
の
同
心
円
の
か
ら
く
り
が
見
事
で
あ
る
。

『
眉
か
く
し
の
靈
』
に
は
、
思
う
に
、
遊
女
・
藝
妓
と
い
っ
た
玄
人
女
の
も
の
あ
わ
れ
が
あ
る
。
お
艶
は
、
旦

那
の
画
家
の
疑
惑
を
晴
ら
し
に
往
く
準
備
で
化
粧
を
す
る
に
際
し
、
柳
橋
の
藝
妓
で
あ
り
な
が
ら
、
眉
を
剃
り
、

　お
は
ぐ
ろ

鉄
漿　
を
付
け
、
そ
う
し
て
伊
作
に
「
似
合
ひ
ま
す
か
」
と
言
う
。
こ
こ
に
は
、
察
す
る
に
、
作
品
が
書
か
れ
た
震
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災
後
の
大
正
で
は
廃
れ
て
し
ま
っ
た
既
婚
女
性
の
化
粧
の
習
慣
へ
の
、
作
者
の
懐
旧
の
情
が
現
れ
て
い
る
。
と
同

時
に
、
藝
妓
で
あ
る
お
艶
の
こ
と
さ
ら
に
素
人
の
既
婚
女
性
を
装
い
た
く
な
る
心
理
が
、
正
妻
へ
の
憧
れ
を
現
し

て
い
る
か
の
よ
う
で
、
も
の
あ
わ
れ
な
の
で
あ
る
。

「
似
合
ひ
ま
す
か
」
と
い
う
台
詞
は
、
己
の
非
日
常
的
装
い
に
つ
い
て
の
他
者
へ
の
問
い
か
け
で
あ
る
―――
非

日
常
的
世
界
に
棲
む
遊
女
・
藝
妓
に
と
っ
て
、
地
女
＝
素
人
・
普
通
の
妻
の
日
常
的
装
い
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
非

日
常
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
似
合
う
か
ど
う
か
を
確
か
め
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。
遊
女
や
藝
妓
は
引
眉
を

し
な
か
っ
た
。

女
の
も
の
あ
わ
れ
な
情
念
と
、
男
の
現
実
的
狂
（
実
際
に
妖
艶
な
女
の
姿
に
触
れ
た
が
ゆ
え
に
、
　・外
・側
・か
・ら　
狂

わ
さ
れ
る
伊
作
）・
幻
想
的
狂
（
耽
美
的
想
像
ゆ
え
に
、
　・内
・側
・か
・ら　
狂
う
境
）
と
が
、「
似
合
ひ
ま
す
か
」
と
い
う

台
詞
に
結
晶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
眉
か
く
し
の
靈
』
の
い
ち
ば
ん
の
怖
さ
が
あ
り
、
ド
ラ
マ
が
あ
り
、

造
形
の
妙
味
が
あ
る
。

June
4,

2
0
13.

谷
崎
潤
一
郎
『
白
日
夢
』

谷
崎
潤
一
郎
全
集
旧
版
を
読
ん
で
い
る
。
昭
和
三
〇
年
代
に
中
央
公
論
社
か
ら
出
た
も
の
で
、
当
時
ま
だ
作
家

が
存
命
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
全
集
と
い
う
の
は
名
ば
か
り
で
、
戦
後
の
代
表
作
『
鍵
』、『
瘋
癲
老
人
日

記
』
が
未
収
録
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
書
判
の
判
型
は
私
の
よ
う
な
通
勤
電
車
で
本
を
読
む
者
に
と
っ
て
扱
い
や
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す
く
、
棟
方
志
功
に
よ
る
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
た
そ
の
装
丁
は
た
い
へ
ん
魅
力
的
で
あ
る
。
谷
崎
小
説
は
た
い
て
い
読
ん

で
し
ま
っ
た
の
で
、
今
回
手
に
取
っ
た
の
は
大
正
・
昭
和
初
期
の
戯
曲
。
全
集
第
十
三
巻
。
そ
の
な
か
か
ら
『
白

日
夢
』
に
つ
い
て
の
み
記
し
て
お
く
。

『
白
日
夢
』
は
一
幕
、
四
場
か
ら
な
る
戯
曲
で
あ
る
。
大
正
十
五
年
九
月
に
『
中
央
公
論
』
に
発
表
さ
れ
た
。

第
一
場
は
、
夏
の
都
会
の
歯
科
医
院
で
の
治
療
風
景
。
人
工
的
・
機
械
的
な
医
療
器
具
・
調
度
、
薬
品
の
無
機

的
な
臭
気
、
無
表
情
な
歯
科
医
と
看
護
婦
と
い
う
歯
科
医
院
の
雰
囲
気
。
歯
痛
と
い
う
不
快
か
ら
解
放
さ
れ
た
い

が
ゆ
え
の
激
痛
を
伴
う
治
療
と
い
う
、
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
恐
怖
感
。
日
常
の
な
か
の
異
様
な
非
日
常
的
状
況
は
、

歯
医
者
に
痛
い
目
に
遇
わ
さ
れ
た
者
な
ら
誰
し
も
納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。
歯
科
治
療
の
乾
い
た
、
殺
伐
と
し
た
痛

み
へ
の
期
待
感
と
、
麻
酔
に
よ
る
陶
酔
と
の
あ
わ
い
に
、
二
人
の
患
者
が
治
療
台
で
白
昼
夢
を
視
る
。

第
二
場
は
令
嬢
・
千
枝
子
の
幻
視
。
ド
ク
ト
ル
と
不
倫
関
係
に
あ
る
己
を
幻
想
し
、
そ
の
不
道
徳
に
対
し
て
自

責
の
念
に
駆
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
そ
の
堕
落
し
た
関
係
に
絆
さ
れ
て
い
る
。
第
三
場
は
青
年
・

倉
橋
の
幻
視
。
彼
は
、
ド
ク
ト
ル
と
淫
乱
・
背
徳
の
不
義
を
働
い
た
令
嬢
を
、
大
都
会
の
賑
々
し
い
街
路
上
で
刺

殺
し
、
警
察
に
逮
捕
さ
れ
る
。

ド
ク
ト
ル
が
支
配
願
望
の
あ
る
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
愛
人
で
あ
る
、
と
い
う
妄
想
が
二
人
の
幻
視
に
共
通
し

て
お
り
、
こ
れ
を
軸
に
し
て
二
人
の
幻
が
不
即
不
離
の
内
的
恋
愛
関
係
に
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
生
み
出
す
。

そ
こ
に
面
白
み
が
あ
る
。
男
と
女
の
想
像
力
は
す
れ
違
っ
て
い
る
。
女
は
不
倫
関
係
に
繋
が
れ
る
こ
と
に
ど
こ
か

悦
び
を
見
出
し
、
一
方
、
男
は
そ
ん
な
女
の
姿
を
「
淫
婦
」
と
極
め
付
け
、
罵
り
、
殺
害
に
ま
で
及
ん
で
し
ま
う
。

不
幸
な
恋
愛
を
巡
っ
て
は
、
女
は
い
つ
で
も
感
情
と
矛
盾
し
た
行
動
を
取
り
、
男
は
い
つ
で
も
己
の
極
め
付
け
に

依
っ
て
軽
卒
に
振
る
舞
い
か
つ
被
害
者
面
を
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

街
路
の
中
央
に
令
孃
の
屍
骸
が
仰
向
け
に
臥
て
ゐ
る
。
屍
骸
は
第
一
場
と
同
じ
服
裝
を
し
、
髮
を
振

り
亂
し
、
襟
を
は
だ
け
、
片
膝
を
立
て
、
足
袋
が
半
分
脱
げ
か
ゝ
り
、
兩
手
は
握
り
拳
を
作
つ
て
、
左
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右
に
伸
び
て
ゐ
る
。
襟
元
と
手
頸
に
血
痕
が
あ
る
が
、
顏
に
は
苦
痛
の
跡
方
も
な
く
、
安
ら
か
に
眠

つ
て
ゐ
る
か
の
や
う
。
皮
膚
は
光
澤
を
失
つ
た
純
白
、
豚
の
白
味
を
連
想
さ
せ
る
。﹇
…
﹈
が
、
通

行
人
は
誰
も
令
孃
の
屍
骸
を
顧
み
な
い
。
彼
等
に
は
そ
れ
が
眼
に
入
ら
な
い
の
か
、
或
は
屍
骸
の
あ

る
こ
と
を
當
然
と
思
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
そ
し
て
何
人
も
何
人
も
平
氣
で
街
路
を
通
り
過
ぎ
た

り
、
商
店
か
ら
出
た
り
這
入
つ
た
り
す
る
。

『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
十
三
巻
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
三
十
四
年
、p.159

。

近
代
的
都
会
の
群
衆
の
な
か
に
埋
も
れ
る
人
間
的
孤
独
と
、
医
師
・
看
護
婦
・
患
者
の
気
狂
い
じ
み
た
エ
ロ

テ
ィ
ッ
ク
な
死
の
幻
想
と
い
う
モ
チ
ー
フ
と
を
組
み
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
が
モ
ダ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
だ
と
思
う
。
女
が

裸
に
近
い
姿
で
殺
さ
れ
て
倒
れ
て
い
る
の
に
、
周
囲
の
群
衆
が
ま
っ
た
く
そ
れ
を
顧
み
な
い
、
と
い
う
シ
ー
ン
に

は
、
他
者
へ
の
無
関
心
と
い
う
酷
薄
な
現
代
的
ド
ラ
マ
を
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
も
女
は
「
顏
に
は
苦
痛

の
跡
方
も
な
く
、
安
ら
か
に
眠
つ
て
ゐ
る
か
の
や
う
」
と
あ
る
。
死
の
イ
メ
ー
ジ
が
エ
ク
ス
タ
シ
ー
と
結
び
つ
い

て
い
る
。
思
う
に
、
こ
こ
に
谷
崎
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
ワ
ー
ル
ド
の
本
領
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
谷
崎
の
『
白
日
夢
』
は
、
現
代
で
は
紋
切
型
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
サ
ド
的
エ
ロ
医
師
も
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ

の
原
型
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現
代
日
本
の
エ
ロ
医
師
も
の
は
、
金
力
と
権
力
と
を
濫
用
す
る
医
者
が
、
看
護
婦
た

ち
を
並
べ
て
尻
を
突
き
出
さ
せ
、
己
の
一
物
で
次
々
と
「
お
注
射
」
し
て
ゆ
く
よ
う
な
、
荒
唐
無
稽
の
諧
謔
的
ポ

ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ば
か
り
な
の
だ
が
（
諧
謔
と
い
う
点
で
わ
が
国
の
「
わ
印
」
の
伝
統
的
要
素
は
健
在
な
ん
だ
が
）。

*
*
*

『
白
日
夢
』
を
読
む
契
機
は
、
じ
つ
は
、
武
智
鉄
二
監
督
映
画
『
白
日
夢
』（
佐
藤
慶
、
愛
染
恭
子
主
演
、
一
九

八
一
年
）
を
久
し
ぶ
り
に
D
V
D
で
再
鑑
賞
し
た
こ
と
に
も
あ
る
。
奇
才
・
武
智
鉄
二
は
、
谷
崎
の
こ
の
『
白
日
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夢
』
の
モ
チ
ー
フ
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
一
九
六
四
年
、
一
九
八
一
年
、
一
九
八
七
年
と
三
度
に
亘
っ
て

映
画
化
し
て
い
る
。
私
は
三
本
と
も
、
学
生
の
こ
ろ
に
映
画
館
で
観
た
。

武
智
鉄
二
は
、
潔
癖
性
に
冒
さ
れ
男
女
の
性
愛
を
扇
情
性
以
外
で
は
直
視
で
き
な
く
な
っ
た
現
代
の
P
T
A
的

柔
弱
日
本
人
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、「
藝
術
的
エ
ロ
ス
」
な
ん
て
こ
と
を
称
揚
す
る
優
等
生
的
映
画
フ
ァ
ン
や
、

女
性
蔑
視
と
ウ
ソ
と
に
塗
れ
た
（
何
故
な
ら
、
女
性
の
肉
体
を
愛
玩
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
い
、
女
性
の
生
理

を
無
視
し
て
男
性
の
欲
望
の
視
点
か
ら
の
み
セ
ッ
ク
ス
を
描
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
）
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
に

し
か
エ
ロ
代
金
を
支
払
わ
な
く
な
っ
た
お
子
ち
ゃ
ま
ス
ケ
ベ
男
に
と
っ
て
も
、
不
快
・
不
潔
・
不
道
徳
・
不
条
理

な
唾
棄
す
べ
き
エ
ロ
映
画
監
督
で
あ
る
。

武
智
鉄
二
は
女
性
の
裸
体
の
映
像
は
「
社
会
的
意
味
」
を
も
つ
と
明
確
に
主
張
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
エ
ロ
映

像
が
、
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
（
あ
る
い
は
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
）
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
専
門
化
さ
れ
た
人
間
の
本
能
的

情
欲
の
消
費
と
い
う
あ
り
方
を
越
え
て
、
時
代
に
対
す
る
怒
り
、
絶
望
、
反
抗
と
い
っ
た
強
烈
な
社
会
的
感
情
の

真
剣
表
現
、
己
の
思
想
の
身
体
的
主
張
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
で
は
も
は
や
理
解
さ
れ

な
い
。

私
は
良
識
あ
る
社
会
人
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
こ
で
は
か
つ
て
武
智
鉄
二
に
魅
せ
ら
れ
た
と

い
う
だ
け
に
留
め
て
お
く
。
も
の
ご
と
を
フ
ラ
ッ
ト
に
眺
め
よ
う
と
思
う
大
人
の
方
は
、
こ
っ
そ
り
ツ
タ
ヤ
か
ら

で
も
D
V
D
を
借
り
て
、
武
智
鉄
二
作
品
を
観
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
精
神
の
安
定
に
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

お
子
ち
ゃ
ま
は
絶
対
に
観
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

一
九
八
一
年
の
『
白
日
夢
』
は
、
和
製
ハ
ー
ド
コ
ア
と
し
て
当
時
大
い
に
話
題
に
な
り
、
愛
染
恭
子
を
一
躍
ス

タ
ー
ダ
ム
に
の
し
上
げ
た
ヒ
ッ
ト
作
品
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
。
令
嬢
・
千
枝
子
が
全
裸
の
ま
ま
真
夜
中
・
無
人
の

デ
パ
ー
ト
の
女
性
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
フ
ロ
ア
で
洋
服
を
物
色
す
る
。
衣
服
が
溢
れ
マ
ネ
キ
ン
が
服
を
着
て
い
る
の
に

購
買
客
が
素
っ
裸
だ
な
ん
て
、
な
ん
と
も
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
の
だ
。
遊
園
地
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
で
人
形
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に
混
じ
っ
て
千
枝
子
が
痴
態
を
造
る
。
こ
う
い
っ
た
、
ま
っ
た
く
意
味
不
明
な
幻
想
的
シ
ー
ン
が
た
い
へ
ん
印
象

的
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
武
智
鉄
二
監
督
作
品
の
出
来
と
し
て
は
昔
日
の
感
が
あ
る
。
青
年
・
倉
橋
役
の
男
優
の
演
技
が
台

本
ボ
ー
読
み
で
、
溜
息
の
出
る
く
ら
い
に
下
手
ク
ソ
だ
っ
た
。
佐
藤
慶
の
堂
々
た
る
演
技
と
の
対
比
で
、
こ
れ

じ
ゃ
女
に
軽
ん
じ
ら
れ
る
の
も
当
然
や
な
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
、
じ
つ
は
監
督
の
意
図
だ
っ
た
の
か
も
と
勘
繰
っ

て
し
ま
う
く
ら
い
だ
っ
た
。
八
〇
年
代
日
本
映
画
凋
落
を
示
す
徒
花
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。A

ug.
2
9,
2
0
13.

安
部
公
房
『
砂
の
女
』

安
部
公
房
の
『
砂
の
女
』
―――
言
わ
ず
と
知
れ
た
、
二
〇
世
紀
日
本
文
学
の
最
高
傑
作
の
ひ
と
つ
―――
は
一
九

六
二
年
に
世
に
出
た
。
私
の
生
ま
れ
た
年
で
あ
る
。
今
年
は
そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
五
十
年
。
半
世
紀
も
経
っ
た
と

い
う
べ
き
か
。
安
部
公
房
は
す
で
に
亡
く
、
私
は
無
駄
に
老
い
た
。
し
か
し
『
砂
の
女
』
は
、
こ
の
、
ク
ソ
面
白

く
な
い
、
壊
れ
て
行
く
現
代
に
あ
っ
て
、
い
よ
い
よ
光
彩
を
放
っ
て
い
る
。
何
故
い
ま
の
日
本
文
学
に
は
安
部
公

房
の
よ
う
な
「
ス
ゲ
ー
」
作
家
が
い
な
い
の
か
。

主
人
公
・
仁
木
順
平
は
実
生
活
・
人
間
関
係
に
イ
ヤ
気
が
さ
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
一
時
的
に
も
逃
れ
た
い
と

の
気
持
ち
か
ら
、
趣
味
の
昆
虫
採
集
の
た
め
に
砂
丘
へ
と
旅
を
す
る
。
砂
の
流
動
的
世
界
―――
不
毛
で
あ
る
が
ゆ

え
に
「
生
存
」
と
「
定
着
」
の
鬱
陶
し
い
現
実
的
し
が
ら
み
と
は
対
蹠
的
に
あ
る
世
界
―――
に
、「
言
い
よ
う
の
な
い
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衝
撃
と
興
奮
」
を
覚
え
て
。
そ
こ
で
新
し
い
昆
虫
種
を
発
見
出
来
れ
ば
自
分
の
名
を
残
す
こ
と
が
で
き
よ
う
…
…
。

と
こ
ろ
が
、
そ
こ
は
生
活
環
境
が
不
断
に
砂
の
底
に
埋
も
れ
て
行
く
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
世
界
だ
っ
た
。
村
人
た

ち
に
よ
っ
て
、
彼
は
穴
の
な
か
の
一
軒
家
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
未
亡
人
の
女
と
と
も
に
住
ま
わ
さ
れ
、
家
が
砂
の

底
に
沈
ま
な
い
よ
う
絶
え
ず
砂
を
掻
き
出
す
作
業
に
従
事
さ
せ
ら
れ
る
。
彼
に
従
順
な
女
は
砂
の
世
界
に
生
ま
れ
、

砂
掻
き
労
働
を
受
入
れ
、
単
調
な
生
活
に
満
足
し
て
い
る
。
彼
は
奴
隷
的
境
遇
を
呪
い
自
由
を
求
め
、
村
人
や
女

に
抵
抗
し
、
幾
度
も
逃
亡
を
試
み
る
が
、
砂
と
村
人
と
の
妨
害
に
よ
り
適
わ
な
い
。
主
人
公
は
そ
の
う
ち
、
砂
掻

き
労
働
と
、
食
事
と
、
女
と
の
砂
ま
み
れ
の
性
交
に
明
け
暮
れ
る
生
活
に
馴
れ
、
砂
丘
の
溜
水
装
置
の
研
究
を
唯

一
の
知
的
生
き
甲
斐
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
彼
が
失
踪
し
て
七
年
が
経
過
し
、
失
踪
宣
告
の
審
判
が
下
る
。

作
品
の
簡
単
な
筋
書
き
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
世
の
中
に
イ
ヤ
気
が
さ
し
て
こ
こ
ろ
の
赴
く
と
こ
ろ
に

行
っ
た
ら
、
さ
ら
に
過
酷
で
恐
ろ
し
い
環
境
に
縛
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、「
自
由
」
を
求
め
て
逆
戻
り
し
た
く
な

る
、
な
の
に
、
人
間
と
は
不
思
議
な
も
の
で
非
現
実
的
境
遇
に
も
適
応
し
て
し
ま
う
―――
何
か
、
身
に
つ
ま
さ
れ

る
寓
話
で
あ
る
。
自
分
が
生
き
て
い
る
の
は
、
彼
が
一
時
的
に
逃
げ
た
く
な
っ
た
「
現
実
」
と
か
い
う
世
界
な
の

か
、
労
働
と
性
交
だ
け
の
単
調
で
、
し
か
も
日
々
流
動
的
で
危
機
に
晒
さ
れ
た
「
砂
」
の
世
界
な
の
か
？

語
り

手
は
こ
の
逆
戻
り
が
保
証
さ
れ
た
人
間
の
社
会
的
表
象
を
「
往
復
切
符
」
と
皮
肉
っ
て
い
る
。
普
通
の
人
は
こ
の

往
復
切
符
を
握
り
し
め
て
片
道
切
符
の
ブ
ル
ー
ス
を
歌
っ
て
精
神
の
平
衡
を
保
っ
て
い
る
…
…
。

で
も
『
砂
の
女
』
の
魅
力
は
寓
意
性
だ
け
で
は
な
い
。
現
実
か
非
現
実
か
境
界
の
定
か
で
は
な
い
が
、
あ
の
間

違
い
な
く
懐
か
し
い
風
景
や
生
々
し
い
人
間
感
情
・
認
識
を
拡
大
表
示
す
る
比
喩
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

や
が
て
、
部
落
の
外
れ
に
出
た
ら
し
く
、
道
が
砂
丘
の
稜
線
に
重
な
り
、
視
界
が
ひ
ら
け
て
、
左
手

に
海
が
見
え
た
。
風
に
辛
い
潮
の
味
が
ま
じ
り
、
耳
や
小
鼻
が
、
鉄
の
独
楽
を
し
ば
い
た
よ
う
な
唸

り
を
あ
げ
た
。
首
に
ま
い
た
手
拭
い
が
は
た
め
い
て
頬
を
う
ち
、
こ
こ
で
は
さ
す
が
に
靄
も
湧
き
立

つ
力
が
な
い
ら
し
い
。
海
に
は
、
鈍
く
、
ア
ル
マ
イ
ト
の
鍍
金
が
か
か
り
、
沸
か
し
た
ミ
ル
ク
の
皮
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の
よ
う
な
小
じ
わ
を
よ
せ
て
い
た
。
食
用
蛙
の
卵
の
よ
う
な
雲
に
、
お
し
つ
ぶ
さ
れ
、
太
陽
は
、
溺

れ
る
の
を
い
や
が
っ
て
駄
々
を
こ
ね
て
い
る
よ
う
だ
。
水
平
線
に
、
距
離
も
大
き
さ
も
分
ら
な
い
、

黒
い
船
の
影
が
、
点
に
な
っ
て
停
っ
て
い
た
。

安
部
公
房
『
砂
の
女
』
新
潮
文
庫
、19

8
1

年
、p.16

8

。

映
画
で
意
味
の
な
い
シ
ー
ン
に
酷
く
感
銘
を
受
け
る
と
き
が
あ
る
。
文
学
に
お
い
て
書
か
れ
た
言
葉
の
列
と
そ

の
喚
起
す
る
表
象
そ
の
も
の
に
ぞ
く
ぞ
く
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
さ
に
、
そ
う
し
た
比
喩
に
満
ち
た
語
り

そ
の
も
の
が
、
安
部
公
房
を
読
む
快
楽
な
の
で
あ
る
。
比
喩
は
そ
の
論
理
を
ど
こ
ま
で
も
追
跡
で
き
る
か
の
よ
う

な
楽
し
さ
に
満
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
性
愛
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
語
り
が
あ
る
。

ど
う
や
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
女
が
、
股
一
つ
ひ
ら
く
に
し
て
も
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
額
縁
の
中
で
な
け
れ

ば
、
自
分
の
値
段
を
相
手
に
認
め
さ
せ
ら
れ
な
い
と
、
思
い
こ
ん
で
い
る
ら
し
い
。
し
か
し
、
そ
の

い
じ
ら
し
い
ほ
ど
無
邪
気
な
錯
覚
こ
そ
、
実
は
女
た
ち
を
、
一
方
的
な
精
神
的
強
姦
の
被
害
者
に
し

た
て
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
…
…

彼
は
、
　・あ
・い
・つ　
と
の
時
に
は
、
い
つ
も
か
な
ら
ず
ゴ
ム
製
品
を
使
う
こ
と
に
し
て
い
た
。
以
前

わ
ず
ら
っ
た
淋
病
が
、
は
た
し
て
全
快
し
た
か
ど
う
か
、
今
も
っ
て
確
信
が
も
て
な
か
っ
た
の
だ
。

﹇
中
略
﹈

「
ま
あ
、
私
た
ち
に
は
、
お
あ
つ
ら
え
む
き
な
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
血
が
す
け
て
見
え
る
よ
う
な
皮

の
薄
い
、
小
さ
な
顎
と
唇
…
…
そ
の
効
果
を
計
算
に
入
れ
た
、
変
に
身
軽
な
意
地
の
悪
さ
で
、「
私

た
ち
の
関
係
は
、
い
ず
れ
商
品
見
本
を
交
換
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
？
…
…
お
気
に
召
さ

な
か
っ
た
ら
、
い
つ
で
も
お
引
き
取
り
い
た
し
ま
す
…
…
封
を
切
ら
ず
に
、
ビ
ニ
ー
ル
の
袋
ご
し
に
、

119



た
め
つ
、
す
が
め
つ
、
値
ぶ
み
し
て
る
っ
て
わ
け
よ
…
…
ど
う
か
し
ら
？
…
…
本
当
に
信
用
で
き
る

の
か
し
ら
？
…
…
う
っ
か
り
買
っ
て
、
あ
と
に
な
っ
て
、
後
悔
し
た
り
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
？
」

し
か
し
、
　・あ
・い
・つ　
が
、
本
心
か
ら
、
そ
ん
な
商
品
見
本
的
な
関
係
に
満
足
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
、
　・あ
・い
・つ　
が
ま
だ
寝
床
の
中
で
、
股
に
手
拭
を
は
さ
ん
だ
ま
ま
、
素
裸
で
い
る
と
い

う
の
に
、
こ
ち
ら
は
す
で
に
、
追
い
立
て
ら
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
で
、
ズ
ボ
ン
の
ボ
タ
ン
を
掛
け
は

じ
め
て
い
る
と
い
っ
た
、
あ
の
過
酸
化
水
素
の
臭
い
が
す
る
時
刻
…
…

「
で
も
、た
ま
に
は
、押
し
売
り
し
て
や
ろ
う
く
ら
い
の
気
持
ち
に
な
っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」

「
い
や
だ
ね
、
押
し
売
り
な
ん
て
…
…
」

「
だ
っ
て
、
も
う
、
な
お
っ
ち
ゃ
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
？
」

「
君
が
本
気
で
そ
う
判
断
す
る
の
な
ら
、
合
意
の
う
え
で
、
素
手
に
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
。」

「
な
ん
で
そ
う
責
任
の
が
れ
す
る
の
よ
？
」

「
だ
か
ら
、
押
し
売
り
は
嫌
だ
っ
て
言
っ
て
い
る
だ
ろ
う
？
」

「
変
ね
え
…
…
あ
な
た
の
淋
病
に
、
私
が
一
体
ど
ん
な
責
任
が
あ
る
の
か
し
ら
？
」

「
あ
る
か
も
し
れ
な
い
さ
…
…
」

「
馬
鹿
言
わ
な
い
で
よ
！
」

「
ま
あ
、
と
に
か
く
、
押
し
売
り
は
願
い
下
げ
だ
っ
て
こ
と
さ
。」

「
そ
れ
じ
ゃ
、
一
生
、
帽
子
は
脱
が
な
い
つ
も
り
？
」

「
ど
う
し
て
、
そ
う
非
協
力
的
な
ん
だ
ろ
う
な
あ
…
…
一
緒
に
寝
て
い
て
、
や
さ
し
い
気
持
ち
が

あ
れ
ば
、
そ
れ
く
ら
い
当
然
じ
ゃ
な
い
か
。」

「
要
す
る
に
、
あ
な
た
は
、
精
神
の
性
病
患
者
な
ん
だ
な
…
…
そ
れ
は
そ
う
と
、
私
、
明
日
は
残

業
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
わ
…
…
」
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同
書
、p.12

8–
30

。
強
調
部
は
原
典
で
は
傍
点
。

男
女
の
情
事
の
真
意
を
「
値
段
」、「
商
品
見
本
」、「
信
用
」、「
ビ
ニ
ー
ル
の
袋
」、「
た
め
つ
、
す
が
め
つ
、
値

ぶ
み
」、「
押
し
売
り
」
と
縁
語
で
一
貫
し
た
商
品
経
済
学
的
比
喩
で
展
開
し
、「
信
用
」
を
「
協
力
」
関
係
で
混

ぜ
っ
返
す
。
こ
の
諧
謔
的
な
や
り
取
り
の
は
て
に
、
性
愛
に
お
け
る
男
の
志
向
に
つ
い
て
「
精
神
の
性
病
患
者
」

と
い
う
本
質
を
ぐ
さ
り
と
刺
す
。「
手
拭
を
股
に
は
さ
ん
だ
ま
ま
」
だ
と
か
、「
あ
の
過
酸
化
水
素
の
臭
い
が
す
る

時
刻
」
だ
と
か
、「
ち
ょ
っ
と
や
め
て
よ
、
恥
ず
か
し
い
」
と
思
う
く
ら
い
に
生
々
し
い
現
実
的
光
景
が
、
こ
の

キ
ツ
い
皮
肉
と
諧
謔
と
に
イ
ヤ
ら
し
い
臭
気
を
添
え
て
い
て
、
私
な
ん
か
は
舌
を
巻
く
。
文
章
を
読
む
楽
し
み
を

覚
え
る
の
で
あ
る
。

砂
の
世
界
。
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
油
断
し
て
放
置
す
る
と
す
ぐ
呑
み
込
ま
れ
て
、
生
き
る
環
境
が
壊
れ
て
し
ま
う

世
界
。
一
九
六
二
年
と
い
う
年
は
、「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」
と
経
済
白
書
で
宣
言
さ
れ
戦
後
の
復
興
が
完
了

し
た
と
さ
れ
る
一
九
五
六
年
か
ら
さ
ら
に
六
年
後
、
さ
ら
な
る
経
済
成
長
の
な
か
で
日
本
が
活
況
あ
る
安
定
期
に

あ
っ
た
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
い
う
時
代
背
景
の
な
か
、
崩
れ
や
す
い
、
流
動
的
な
、「
安
定
」
の
対
極
に
あ
る
、
砂

の
世
界
に
敢
え
て
人
間
を
置
く
作
者
は
、
繁
栄
の
ウ
ラ
の
人
間
的
荒
廃
を
藝
術
的
洞
察
力
に
よ
っ
て
直
視
し
て
い

た
の
だ
と
思
う
。
い
ま
こ
の
現
代
の
日
本
は
、
経
済
的
疲
弊
か
ら
立
ち
直
れ
ず
、
砂
な
ら
ぬ
震
災
の
「
波
」
に
よ

る
破
壊
に
打
ち
の
め
さ
れ
、
ま
さ
に
壊
れ
て
行
く
な
か
に
あ
る
。
砂
の
世
界
こ
そ
が
現
実
で
あ
る
。
私
は
握
り
し

め
た
往
復
切
符
を
使
っ
て
い
ま
往
路
に
あ
る
の
か
、
復
路
に
あ
る
の
か
。
そ
う
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
。
砂
の
世
界
で
は
、
飯
を
食
う
か
、
女
と
性
交
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
何
の
た
め
に
や
っ
て
い

る
の
か
ど
こ
ま
で
自
覚
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
労
働
に
精
を
出
す
か
、
そ
れ
以
外
は
わ
ず
か
に
デ
ィ
ー
プ
な

趣
味
に
沈
潜
す
る
か
の
生
活
。
確
か
に
身
に
つ
ま
さ
れ
る
。
こ
の
危
機
的
日
本
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
が

ら
、
馴
れ
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
作
品
で
は
そ
こ
で
衣
食
住
に
付
随
し
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の
と
し
て
「
ラ
ジ

オ
」
と
「
鏡
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
乾
い
た
情
報
と
自
己
表
層
の
確
認
手
段
。『
砂
の
女
』
は
ま
る
で
時
代
を
予
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見
し
た
か
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
小
説
で
あ
る
。
ん
？

い
や
。
い
ま
の
若
者
は
、
労
働
も
、
食
も
、
性
交
も
与
え

ら
れ
て
い
な
い
。
砂
の
世
界
よ
り
ず
っ
と
悲
惨
と
い
う
こ
と
か
。

Sept.
5,
2
0
12.

朱
川
湊
人
『
か
た
み
歌
』

朱
川
湊
人
『
か
た
み
歌
』
は
連
作
短
編
集
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
昭
和
三
〇
年
・
四
〇
年
代
の
東
京
下
町

の
『
ア
カ
シ
ア
商
店
街
』
と
い
う
商
店
街
を
舞
台
に
し
た
、
ホ
ラ
ー
仕
立
て
の
人
間
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
私
も
妻
も
、

作
者
と
ま
っ
た
く
同
年
代
で
あ
り
、
作
品
に
登
場
す
る
世
相
を
反
映
し
た
事
件
や
歌
謡
曲
の
ど
れ
を
も
、
説
明
抜

き
で
同
じ
共
感
を
も
っ
て
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
実
世
界
の
懐
か
し
い
固
有
名
詞
が

一
種
独
特
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
記
号
に
な
っ
て
い
て
、「
わ
か
る
人
に
は
わ
か
る
」
世
界
を
形
成
し
て
い
る
。
ま
、

ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

専
門
店
の
集
合
と
し
て
の
か
つ
て
の
商
店
街
に
特
有
の
、
生
活
の
た
め
に
物
を
買
い
求
め
る
こ
と
と
、
店
の
主

人
・
店
員
と
の
人
間
関
係
と
が
分
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
た
、
そ
う
い
う
旧
き
良
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
、
朱
川
は

「
そ
う
そ
う
、
あ
っ
た
あ
っ
た
」
と
感
じ
さ
せ
る
ま
で
リ
ア
ル
に
再
現
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
悲

し
い
性
が
も
と
で
起
こ
る
怪
異
の
恐
ろ
し
さ
、
あ
る
い
は
切
な
さ
を
、
さ
ら
に
大
き
な
他
者
へ
の
優
し
さ
・
思
い

や
り
で
包
み
込
む
よ
う
な
物
語
性
こ
そ
が
、
最
近
め
っ
た
に
味
わ
え
な
く
な
っ
た
痛
切
な
感
動
を
も
た
ら
す
の
で

あ
る
。
通
勤
電
車
の
な
か
で
『
お
ん
な
ご
こ
ろ
』、『
枯
葉
の
天
使
』
を
読
み
な
が
ら
、
私
は
不
覚
に
も
泣
い
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
作
品
の
美
点
は
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
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私
は
こ
の
作
品
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
も
っ
と
も
よ
く
共
有
で
き
る
世
代
だ
と
思
う
。
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
こ
の
昭
和
三
〇
年
・
四
〇
年
代
を
単
純
に
美
化
し
た
い
と
は
思
わ
な
い
。
本
書
の
解
説
に
「
私
た
ち
が
便

利
さ
と
ひ
き
換
え
に
失
っ
た
も
の
を
、
本
書
は
改
め
て
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
」
と
あ
る
。
そ
の
通
り
だ
と
思
う

の
だ
け
ど
、
こ
れ
が
昭
和
三
〇
年
・
四
〇
年
代
と
い
う
時
代
に
暮
ら
し
て
い
た
人
々
の
社
会
性
ゆ
え
だ
と
は
ま
っ

た
く
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
昭
和
を
懐
か
し
く
思
い
出
す
の
は
人
情
だ
け
ど
、
一
方
で
い
ま
と
比
べ
て
酷
い
時

代
で
あ
っ
た
こ
と
も
私
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
大
阪
市
住
吉
区
に
生
ま
れ
、
松
原
市
で
育
っ
た
。
こ
の
作
品
で
出
て
来
る
商
店
街
の
よ
う
な
懐
か
し
い
風

景
も
記
憶
の
な
か
に
確
か
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
ま
こ
の
現
代
の
日
本
の
ほ
う
が
よ
い
時
代
な
ん
だ
と
つ
く
づ
く

思
う
こ
と
が
あ
る
。
大
阪
は
朝
鮮
人
差
別
・
部
落
差
別
が
酷
か
っ
た
。
友
人
の
家
に
遊
び
に
行
く
と
、
そ
こ
の
老

婆
な
ど
か
ら
「
あ
ん
た
ど
こ
の
子
ぉ
や
？
」
と
ま
ず
聞
か
れ
る
。「
高
見
で
す
け
ど
」
―――
「
そ
か
。
ほ
ん
な
ら

え
ぇ
わ
」。
そ
の
答
え
に
よ
っ
て
は
二
度
と
家
に
入
れ
て
も
ら
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
家
の
子
供
の

遊
び
相
手
が
部
落
出
身
者
で
は
な
い
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
い
る
ん
で
あ
る
。
友
人
の
親
か
ら
「
あ
そ
こ
の
子
ぉ

と
遊
ん
だ
ら
あ
か
ん
で
ぇ
」
な
ん
て
何
度
言
わ
れ
た
こ
と
か
。

い
ま
は
こ
の
よ
う
な
露
骨
な
差
別
感
情
に
出
会
う
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ネ
ッ
ト
で
は
陰
湿
な
ひ

ね
く
れ
自
己
満
足
の
輩
が
匿
名
で
朝
鮮
人
差
別
発
言
を
書
き
込
ん
だ
り
、
有
名
人
の
在
日
朝
鮮
人
の
リ
ス
ト
な
ど

を
サ
イ
ト
に
掲
載
し
た
り
し
て
い
る
の
を
と
き
お
り
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
自
体
赦
せ
な
い
行
為
で
あ
っ

て
、
差
別
が
根
絶
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
社
会
一
般
のcom

m
on

sense

と
し
て
は
差
別
が
明
確

に
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
考
え
方
は
か
な
り
浸
透
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
点
ひ
と
つ
と
っ

て
も
、
い
ま
の
日
本
の
ほ
う
が
よ
い
と
私
は
確
信
し
て
い
る
。

『
か
た
み
歌
』
に
は
宮
本
輝
の
『
夢
見
通
り
の
人
々
』
の
味
わ
い
が
あ
る
。
し
か
し
宮
本
の
在
日
朝
鮮
人
の
描
写

に
伺
わ
れ
る
よ
う
な
社
会
の
不
条
理
に
対
す
る
現
実
的
視
線
は
、
こ
の
朱
川
作
品
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
も
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ち
ろ
ん
そ
れ
は
そ
れ
で
、
い
さ
さ
か
も
『
か
た
み
歌
』
の
美
点
を
貶
め
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。

「
そ
の
頃
は
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
世
界
に
子
供
が
溢
れ
て
い
た
」
と
本
書
に
あ
る
（p.55

）。
そ
う

だ
。
私
な
ど
の
中
学
校
は
一
学
年
十
ク
ラ
ス
も
あ
っ
た
。
当
時
、
子
供
は
国
の
大
切
な
未
来
の
宝
な
ん
て
誰
も
し

み
じ
み
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
子
供
が
い
て
当
然
」
だ
っ
た
の
だ
。
ガ
キ
ど
も
お
前
ら
う
る
さ

い
！

も
っ
と
静
か
に
遊
ば
ん
か
い
！
―――
そ
ん
な
近
所
の
偏
屈
オ
ヤ
ジ
と
の
バ
ト
ル
は
日
常
茶
飯
だ
っ
た
。
ガ

キ
が
元
気
だ
っ
た
の
だ
。
い
ま
現
在
の
不
幸
が
あ
る
と
し
た
ら
、
少
子
化
の
た
め
に
子
供
が
大
切
に
な
っ
た
が
ゆ

え
に
、
き
ち
ん
と
育
つ
か
ど
う
か
に
怯
え
て
さ
ら
に
子
供
を
生
ま
な
く
な
っ
た
悪
循
環
か
と
考
え
て
し
ま
っ
た
。

O
ct.

14,
2
0
10.

勝
見
洋
一
『
餞
』

勝
見
洋
一
『
餞
』
を
読
ん
だ
。
ひ
と
こ
と
で
い
う
と
、
私
小
説
の
味
わ
い
の
あ
る
幻
想
的
に
し
て
麗
し
い
ポ
ル

ノ
グ
ラ
フ
ィ
。

古
稀
を
過
ぎ
た
老
人
・
欣
哉
は
、
若
か
り
し
こ
ろ
暮
ら
し
た
北
京
を
訪
れ
、
中
国
に
残
し
た
息
子
・
志
徳
（
じ

ゆ
ー
ど
）
の
恋
人
だ
っ
た
中
国
人
女
性
・
麗
倩
（
り
ー
ち
ん
）
と
出
会
う
。
欣
哉
は
彼
女
に
、
若
く
し
て
死
ん
だ

妻
・
鳳
霞
（
ふ
え
ん
し
や
ー
）
の
面
影
を
重
ね
て
し
ま
う
。
麗
倩
も
欣
哉
に
、
文
革
（
文
化
大
革
命
）
の
果
て
に
自

殺
し
て
し
ま
っ
た
志
徳
を
見
出
す
。
こ
う
し
て
自
然
に
―――
そ
う
、
自
然
に
―――
欣
哉
と
麗
倩
は
交
わ
っ
て
、
麗

倩
は
懐
胎
す
る
。
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物
語
は
、
文
革
時
以
来
の
北
京
に
お
い
て
、
欣
哉
が
北
京
料
理
や
変
わ
り
果
て
た
天
橋
の
街
並
に
侵
さ
れ
、
亡

き
中
国
人
妻
の
面
影
を
追
い
求
め
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ー
で
あ
る
。
あ
っ
さ
り
と
し
た
極
上
の
清
蒸

桂
魚
（
ち
ん
じ
よ
う
ご
え
い
ゆ
い
―――
作
品
に
も
登
場
す
る
桂
魚
の
丸
蒸
し
料
理
）
の
よ
う
に
、
抑
制
の
効
い
た

ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
で
あ
る
。
何
か
に
囚
わ
れ
る
心
、
記
憶
と
い
う
奔
放
な
幻
想
装
置
の
み
が
、
動
き
の
な
い
肉
体

の
上
を
激
し
く
駆
け
巡
る
。
日
中
戦
争
と
文
革
と
い
う
暗
い
悲
劇
的
背
景
が
、
登
場
す
る
中
国
美
女
の
肌
の
白
さ

と
滑
り
を
い
や
増
し
に
引
き
立
て
る
、
そ
う
い
う
凄
み
が
あ
っ
た
。

作
者
・
勝
見
洋
一
は
、
本
書
の
経
歴
を
み
る
と
、
中
国
料
理
を
メ
イ
ン
と
す
る
料
理
評
論
家
の
よ
う
だ
が
、
本

作
品
が
初
の
小
説
で
あ
る
。
作
品
に
も
北
京
料
理
の
数
々
が
描
か
れ
て
お
り
、
し
か
も
状
況
に
応
じ
た
心
憎
い
選

定
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
三
島
由
紀
夫
の
小
説
で
は
描
か
れ
る
料
理
が
作
品
世
界
の
お
飾
り
な
い
し
彼
の
文
人

的
教
養
の
披
瀝
で
し
か
な
い
の
に
対
し
、
勝
見
洋
一
で
は
、
谷
崎
潤
一
郎
や
開
高
健
の
作
品
と
同
様
、
食
し
た
こ

と
の
な
い
料
理
の
描
写
で
、
一
度
で
よ
い
か
ら
そ
れ
を
食
っ
て
み
た
い
強
い
衝
動
に
駆
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
女
と

二
人
で
旨
い
料
理
を
食
う
の
は
性
交
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
そ
れ
に
つ
づ
く
清
蒸
桂
魚
は
さ
す
が
に
見
事
な
出
来
だ
っ
た
。
ほ
ん
の
少
し
の
生
姜
と
葱

で
蒸
す
だ
け
で
、
淡
い
く
せ
に
口
の
中
を
切
ら
れ
る
よ
う
な
鋭
い
桂
魚
の
味
が
引
き
出
さ
れ
て
い
た
。

白
身
の
肉
は
締
ま
っ
て
い
た
が
、
自
分
の
舌
よ
り
も
ほ
ん
の
少
し
柔
ら
か
か
っ
た
。
そ
の
白
身
に
ま

と
わ
り
つ
い
て
い
る
さ
ら
り
と
し
た
脂
は
、
胃
か
ら
す
ぐ
に
体
の
隅
々
に
染
み
て
い
く
よ
う
で
、
麗

倩
と
の
会
話
も
な
に
か
そ
ん
な
不
思
議
な
も
の
の
力
で
押
し
流
さ
れ
た
。
桂
魚
の
棲
ん
で
い
た
深
く

て
大
き
な
河
が
、
麗
倩
の
背
後
に
流
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
今
の
十
月
の
大
河
を
疾
走
す
る
緑
色

の
水
の
流
れ
を
、
欣
哉
は
夢
の
よ
う
に
見
た
。﹇
…
﹈

す
る
と
欣
哉
の
口
の
中
に
、
ふ
と
、
さ
っ
き
食
べ
た
大
河
の
水
と
藻
で
育
っ
た
桂
魚
の
味
が
よ
み

が
え
っ
た
。
そ
ん
な
野
卑
と
繊
細
が
入
り
混
じ
っ
た
味
が
、
鳳
霞
の
く
ち
び
る
の
裏
の
柔
ら
か
な
粘
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膜
に
い
つ
も
う
っ
す
ら
と
貼
り
つ
い
て
い
た
の
だ
っ
た
と
思
い
だ
す
。
そ
れ
な
ら
ば
い
ま
の
麗
倩
も
、

大
河
の
水
の
味
と
臭
い
を
満
々
と
か
ら
だ
に
湛
え
て
い
る
の
か
。

勝
見
洋
一
『
餞
』
幻
戯
書
房
、2

0
11

年
、pp.13–

4,pp.30–
1

。

親
子
世
代
の
二
人
の
男
女
の
襷
が
け
の
一
種
倒
錯
し
た
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
関
係
は
、
残
り
の
死
し
た
二
人
の
存

在
へ
の
思
慕
そ
の
も
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
て
来
る
子
供
へ
の
呼
び
か
け
に
そ
の
妄
執
が
収
斂
し
て
、
作
品
は
終
わ

る
。
弦
楽
四
重
奏
の
入
り
乱
れ
た
黝
い
変
奏
が
シ
ン
プ
ル
な
リ
エ
ゾ
ン
で
楽
曲
を
閉
じ
ら
れ
る
よ
う
な
、
明
る
い

余
韻
を
残
す
。PostScriptum

『
餞
』
の
極
上
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
は
、
最
近
で
は
珍
し
い
美
し
い
本
作
り
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
単
調
な
白

の
カ
バ
ー
、
灰
色
ク
ロ
ス
装
表
紙
に
空
押
し
で
「
餞
」
の
エ
ン
ボ
ス
加
工
。
艶
消
し
の
黒
い
帯
。
こ
の
白
と
黒
と

そ
の
中
間
色
・
灰
は
作
品
の
老
嬾
・
艶
容
の
、
死
臭
の
あ
る
エ
ロ
ス
に
相
応
し
い
。
扉
は
題
名
と
い
や
ら
し
さ
を

秘
め
た
赤
の
古
風
な
飾
り
罫
。
こ
の
物
語
性
に
あ
っ
て
、
版
面
の32×

12

文
字
の
活
字
―――
そ
う
、
電
算
写
植
で

は
な
く
活
版
の
活
字
―――
は
、
な
ま
め
く
よ
う
な
い
や
ら
し
い
手
触
り
で
あ
る
（
印
刷
は
内
外
文
字
印
刷
）。
最
近

で
は
稀
に
み
る
本
な
ん
で
あ
る
。
装
丁
家
・
間
村
俊
一
の
名
は
覚
え
て
お
く
と
よ
い
。
ぜ
ひ
、
手
に
取
っ
て
、
装

丁
と
も
ど
も
作
品
を
堪
能
い
た
だ
き
た
い
。

D
ec.

2
5,
2
0
11.
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村
上
春
樹
『
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』

村
上
春
樹
『
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』（
文
藝
春
秋
社
刊
、2

0
13

年
、
初
版
第
一

刷
）
を
妻
か
ら
借
り
て
読
む
。

理
由
の
わ
か
ら
な
い
不
当
な
疎
外
感
の
原
因
を
探
っ
て
、
記
憶
の
人
の
い
る
場
所
を
巡
る
行
為
を
、
巡
礼
と
位

置
づ
け
て
い
る
。
巡
礼
と
は
宗
教
色
の
濃
い
こ
と
ば
で
あ
り
、
人
生
を
ど
こ
か
で
誤
っ
た
魂
の
傷
を
恢
復
さ
せ
よ

う
と
い
う
実
存
的
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。
主
人
公
・
多
崎
つ
く
る
は
、
仲
睦
ま
じ
か
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
友
人
た
ち

か
ら
、
あ
る
日
突
然
、
理
由
を
告
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
絶
縁
さ
れ
る
。
そ
れ
が
深
い
心
の
傷
と
な
る
。
じ
つ
は
、

こ
れ
は
、
彼
が
自
分
の
知
ら
な
い
間
に
、
密
か
に
憧
れ
て
い
た
女
性
シ
ロ
か
ら
レ
イ
プ
行
為
の
あ
ら
ぬ
咎
を
な
す

り
つ
け
ら
れ
た
た
め
だ
っ
た
と
わ
か
る
。

多
崎
つ
く
る
は
、
個
性
豊
か
な
友
人
な
ど
記
憶
の
な
か
の
人
々
が
色
の
付
い
た
名
前
を
持
つ
の
に
対
し
、
自
分

の
名
が
無
色
で
あ
る
こ
と
に
疎
外
感
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
根
拠
の
な
い
け
れ
ど
も
妙
な
こ
だ
わ
り
を
し
な

い
で
は
お
れ
な
い
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
あ
る
も
の
だ
と
思
う
。
色
の
な
い
人
間
で
あ
る
こ
と
。
私
は
作
品
を
読
ん

で
い
て
、
多
崎
つ
く
る
の
妙
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
共
感
を
覚
え
る
と
と
も
に
、
自
分
も
か
つ
て
は
色
の
あ
る
人

間
で
あ
り
た
か
っ
た
、
し
か
し
、
い
ま
は
色
の
な
い
人
間
で
あ
る
こ
と
の
ほ
う
に
意
味
を
見
い
だ
す
よ
う
に
な
っ

た
―――
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
。「
色
」
を
「
個
性
」
と
読
み
替
え
て
も
よ
い
。
こ
う
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は

な
ん
ら
か
の
共
同
体
か
ら
の
疎
外
感
が
あ
る
か
ら
こ
そ
の
も
の
で
あ
る
気
が
す
る
。

多
崎
つ
く
る
は
巡
礼
の
果
て
に
生
を
取
り
戻
し
た
の
か
？

た
し
か
に
な
ぜ
自
分
は
絶
縁
さ
れ
た
の
か
と
い
う

疑
問
は
解
か
れ
た
。
し
か
し
、
結
局
、
自
分
に
レ
イ
プ
さ
れ
た
と
偽
っ
た
可
憐
な
シ
ロ
が
、
な
ぜ
に
殺
害
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
う
い
う
物
語
の
ひ
と
つ
の
悲
劇
的
核
心
が

サ
ス
ペ
ン
ド
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
生
き
る
こ
と
を
巡
る
本
質
的
欠
落
感
と
い
う
も
の
を
知
る
。
わ
か
ら
な
い
こ

と
は
、
わ
か
ら
な
い
で
終
わ
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
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作
品
で
は
駅
や
土
地
が
意
味
の
あ
る
表
象
と
な
っ
て
い
る
。
万
人
が
利
用
す
る
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の
駅
舎
の
設

計
に
携
わ
る
主
人
公
は
、
疎
外
さ
れ
な
が
ら
も
、
世
間
と
ほ
と
ん
ど
交
わ
る
こ
と
が
な
く
て
も
、
な
ん
ら
か
の
社

会
性
の
繋
が
り
を
体
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
旧
友
の
い
る
名
古
屋
、
自
分
の
い
る
東
京
、
そ
し
て
シ
ロ

が
皆
に
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
住
ま
っ
た
浜
松
―――
そ
れ
は
名
古
屋
と
東
京
の
中
間
地
点
で
あ
る
。
シ
ロ
は
名
古

屋
と
東
京
か
ら
の
引
力
に
引
き
裂
か
れ
た
ゆ
え
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
も
妄
想
し
て
し
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
本
作
品
の
お
か
げ
で
リ
ス
ト
『
巡
礼
の
年
、
第
一
年
ス
イ
ス
』
の
C
D
が
よ
く
売
れ
た
そ
う
で

あ
る
。
こ
の
曲
集
の
う
ち
の
第
八
曲«Le

m
aldu

pays»

（
郷
愁
）
が
、
つ
く
る
の
記
憶
の
な
か
で
こ
の
上
も
な

く
美
し
い
シ
ロ
が
奏
で
る
ピ
ア
ノ
曲
で
あ
り
、
ラ
ザ
ー
ル
・
ベ
ル
マ
ン
の
ピ
ア
ノ
演
奏
に
よ
る
レ
コ
ー
ド
が
シ
ロ

の
記
憶
と
結
び
つ
け
て
頻
繁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ン
プ
ル
な
旋
律
線
に
特
徴
の
あ
る
モ
ノ
ロ
ー

グ
の
よ
う
な
物
思
わ
し
い
小
品
で
あ
る
。

う
む
。
私
と
し
て
は
、
ラ
ザ
ー
ル
・
ベ
ル
マ
ン
のD

eutsche
G
ram

m
ophon

盤
よ
り
も
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ブ
レ

ン
デ
ル
のPH

ILIPS

盤
（Franz

Liszt:«A
nnéesde

pèlerinage»,Prem
ière

année:Suisse.A
lfred

Brendel,
piano.

19
8
7

年
、
西
独PH

ILIPS
輸
入
盤
）
が
好
み
で
、
昔
か
ら
後
者
を
聴
い
て
来
た
ん
で
あ
る
。
そ
う
い
う

意
味
で
、
物
語
の
最
後
、
つ
く
る
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ク
ロ
を
訪
れ
た
と
き
、
ク
ロ
が
つ
く
る
の
求
め
に
応
じ
て

『
巡
礼
の
年
』
ブ
レ
ン
デ
ル
盤
を
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
掛
け
る
く
だ
り
に
、
私
は
ビ
ビ
ッ
と
来
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
演

奏
の
違
い
に
魅
力
的
な
女
性
の
存
在
感
の
違
い
を
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
こ
と
が
ら

に
、
な
ん
と
奥
ゆ
か
し
い
意
味
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
と
。

物
語
と
は
、
現
実
と
想
像
と
の
間
を
な
ん
の
根
拠
も
な
く
繋
げ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
勝
手
に
感
じ
入
っ
て
し

ま
っ
た
っ
て
よ
い
で
は
な
い
か
。

Sept.
2
3,
2
0
15.
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山
口
椿
『
ロ
ベ
ル
ト
は
今
夜
』

山
口
椿
と
い
う
作
家
を
ご
存
知
か
。
エ
ロ
テ
ィ
ス
ム
の
画
家
に
し
て
作
家
。
チ
ェ
ロ
も
よ
く
す
る
趣
味
人
で
あ

る
。
こ
の
『
ロ
ベ
ル
ト
は
今
夜
』
は
、
祥
伝
社
文
庫
が
『
山
口
椿
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
の
一
冊

と
し
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
自
身
に
よ
る
カ
バ
ー
画
と
挿
絵
で
彩
ら
れ
、
な
お
か
つ
半
透
明
の
硼
酸
紙

に
よ
る
帯
に
く
る
ま
れ
、
文
庫
本
と
し
て
は
な
か
な
か
洒
落
て
い
る
。

本
書
は
、連
作
短
編『
罌
粟
の
よ
う
にLesC

oquelicots

』と
二
つ
の
戯
曲『
薔
薇
と
夜
鶯R

osentetM
erleuse

』、

『
ロ
ベ
ル
ト
は
今
夜R

oberte
ce

Soir

』
か
ら
成
る
。
こ
れ
ら
は
、
西
欧
の
淫
靡
な
エ
ロ
ス
の
伝
統
に
一
度
は
嵌
っ

た
こ
と
の
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、「
あ
あ
、
こ
れ
こ
れ
！
」
式
の
　・紋
・切
・型
・で
・あ
・る
・が
・ゆ
・え
・に
・こ
・そ　
、
堪
ら
な
い
蠱
惑

を
湛
え
た
官
能
文
学
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
エ
ロ
文
学
」。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
大
衆
文
学
の
一
大
ジ
ャ

ン
ル
・
官
能
小
説
と
変
わ
り
が
な
い
。

こ
こ
で
直
ち
に
、
大
衆
官
能
小
説
と
山
口
椿
作
品
と
の
違
い
は
何
か
、
と
の
疑
問
が
起
こ
る
。
と
い
う
の
も
、
前

者
が
、
ほ
ぼ
ス
ケ
ベ
・
オ
ヤ
ジ
で
占
め
ら
れ
る
読
者
た
ち
が
暇
潰
し
に
楽
し
む
、
機
能
的
に
は
エ
ロ
・
グ
ラ
ビ
ア

週
刊
誌
、
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
「
興
奮
道
具
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く

「
趣
味
と
教
養
あ
る
大
人
」
の
た
め
の
頽
廃
美
を
装
い
、
ど
う
も
知
的
で
若
い
女
性
（
そ
う
そ
う
、
女
子
大
学
生
な

ど
）
が
堂
々
と
読
む
べ
き
気
品
と
風
格
と
を
備
え
て
い
る
―――
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
。
現
に
、
こ
の
文
庫
本
の
解

説
を
書
い
て
い
る
の
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
の
光
野
桃
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
、
若
い
「
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
」
女
性
の
趣
味
を
代
表
し
て
い
る
証
左
と
い
っ
て
よ
い
。
な
ぜ
同
じ
「
エ
ロ
」
で
、
こ
ん
な
こ
と

が
起
き
る
の
か
。

文
庫
の
帯
文
に
は
、
光
野
桃
の
『
エ
レ
・
マ
ニ
日
記
』
か
ら
の
一
文
が
引
か
れ
て
い
る
。

時
代
物
か
ら
精
神
病
理
学
、
デ
カ
ダ
ン
の
香
り
高
い
幻
想
潭
ま
で
、
山
口
椿
の
知
識
と
趣
味
は
広
大
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な
地
平
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
不
倫
小
説
が
流
行
し
、
貧
し
い
官
能
と
、
肉
体
の
な
い
男
女
の

絡
み
が
横
行
し
て
い
る
こ
の
世
紀
末
、
素
人
臭
い
性
の
世
界
に
は
も
う
、
う
ん
ざ
り
だ
と
思
う
。

山
口
椿
『
ロ
ベ
ル
ト
は
今
夜
』
祥
伝
社
文
庫
、19

9
9

年
、
光
野
桃
に
よ
る
帯
文
よ
り
。

「
貧
し
い
官
能
と
、
肉
体
の
な
い
男
女
の
絡
み
」
で
し
か
な
い
不
倫
小
説
＝
大
衆
官
能
小
説
が
コ
キ
下
ろ
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
で
も
、「
貧
し
い
官
能
と
、
肉
体
の
な
い
男
女
の
絡
み
」
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と

か
。「
肉
体
の
な
い
」、
つ
ま
り
リ
ア
リ
テ
ィ
に
欠
け
る
こ
と
を
「
貧
し
い
」
と
言
い
た
い
の
か
。
こ
の
帯
文
か
ら

だ
け
で
は
判
断
し
よ
う
が
な
く
、
光
野
桃
『
エ
レ
・
マ
ニ
日
記
』
そ
の
も
の
を
読
ま
な
い
と
い
け
な
い
の
だ
ろ
う

け
れ
ど
、
ど
う
も
き
ち
ん
と
し
た
定
義
が
で
き
る
と
は
思
わ
れ
な
い
曖
昧
な
表
現
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
山
口
椿

作
品
の
「
知
識
と
趣
味
」
こ
そ
が
現
実
味
の
欠
如
し
た
大
衆
官
能
小
説
と
の
決
定
的
な
違
い
だ
、
と
い
う
の
が
光

野
の
意
見
だ
と
読
み
と
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
が
ス
ケ
ベ
・
オ
ヤ
ジ
と
知
的
な
若
い
女
性
と
の
読
者
趣
味
を
截

然
と
分
断
す
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。

そ
う
、「
知
識
と
趣
味
」。
欧
州
の
「
香
り
高
い
」
頽
廃
趣
味
と
文
学
的
・
精
神
病
理
学
的
ハ
イ
ブ
ロ
ウ
は
、
確

か
に
山
口
椿
作
品
に
横
溢
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
光
野
は
こ
れ
を
も
っ
て
こ
そ
山
口
椿
作
品
が
「
高
尚
な
エ
ロ

テ
ィ
ス
ム
」
で
あ
り
、
大
衆
官
能
小
説
の
下
劣
な
「
素
人
臭
い
性
の
世
界
」
と
は
違
う
、
と
で
も
言
い
た
い
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
口
椿
作
品
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
属
性
―――
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
、
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
デ
ィ
ア
ル
グ
、
ア

ン
リ
・
バ
ル
ビ
ュ
ス
、
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
、
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
な
ど
な
ど
の
名
前
は
、
西
欧
の
エ
ロ

テ
ィ
ッ
ク
文
学
の
聖
化
さ
れ
た
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
糞
尿
と
サ
デ
ィ
ズ
ム
に
充
ち
た
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
嗜

好
も
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
を
は
じ
め
と
す
る
「
悪
の
文
学
」
の
論
客
に
よ
っ
て
理
論
的
筋
道
を
付
け
ら
れ

て
久
し
い
、
い
ま
や
　・安
・心
・で
・き
・る　
「
　・伝
・統　
」
で
あ
り
、
新
機
軸
が
纏
う
危
険
性
は
ど
こ
に
も
な
い
。
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そ
し
て
、
あ
の
性
臭
が
、
濃
い
霧
の
よ
う
に
、
ロ
ベ
ル
ト
の
下
半
身
を
掩
っ
て
く
る
。

そ
れ
は
、
い
さ
さ
か
忌
ま
わ
し
げ
な
匂
い
だ
っ
た
。﹇
…
﹈

そ
の
匂
い
は
、
と
て
も
高
価
な
香
水
、
た
と
え
ば
ゲ
ラ
ン
や
、
コ
テ
ィ
の
あ
る
も
の
に
よ
く
似
て
い

る
。

そ
れ
は
、
注
意
深
く
嗅
い
で
み
る
と
、
微
か
に
糞
便
の
匂
い
が
入
り
ま
じ
っ
た
も
の
だ
…
…

同
書
『
ロ
ベ
ル
ト
は
今
夜
』、pp.18

4–
5.

糞
便
と
香
水
と
い
う
「
性
臭
」
の
陰
湿
な
取
り
合
わ
せ
は
、
現
実
の
あ
の
匂
い
を
現
代
の
知
性
に
よ
っ
て
精
密

化
し
た
表
現
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
バ
タ
イ
ユ
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
解
毒
さ

れ
た
、
一
九
世
紀
末
以
来
の
頽
廃
文
学
の
伝
統
的
「
紋
切
型
」
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
現
代
的
リ
ア
リ
テ
ィ

か
ら
遠
い
と
い
う
点
で
は
、
山
口
椿
作
品
の
エ
ロ
ス
は
、「
貧
し
い
官
能
と
、
肉
体
の
な
い
男
女
の
絡
み
」
た
る

大
衆
官
能
小
説
と
本
質
的
に
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
む
し
ろ
、「
肉
体
の
な
い
」
性
質
は
、
海
外
文
学
伝
統
に

よ
っ
て
聖
化
さ
れ
て
い
る
分
、
山
口
椿
作
品
の
ほ
う
が
遥
か
に
強
い
。

伝
統
に
よ
っ
て
権
威
付
け
ら
れ
た
頽
廃
な
ん
て
、「
頽
廃
」
だ
ろ
う
か
？

名
辞
矛
盾
と
い
う
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
？

西
欧
の
「
高
尚
」
な
伝
統
の
雰
囲
気
に
騙
さ
れ
て
い
な
い
か
？

権
威
付
け
ら
れ
た
頽
廃
美
に
た
だ

「
感
心
」
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
？

日
本
の
女
性
は
、
か
つ
て
、
神
代
辰
巳
監
督
の
日
活
ロ
マ
ン
ポ
ル
ノ

に
は
眉
を
顰
め
な
が
ら
、
一
方
で
、
お
フ
ラ
ン
ス
製un

ciném
a
pornographique

『
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
夫
人
』
の

上
映
に
は
映
画
館
に
列
を
な
し
て
恥
じ
な
か
っ
た
、
そ
う
い
う
不
思
議
な
習
性
が
あ
る
。
イ
ヤ
ら
し
さ
の
本
質
は

ど
っ
ち
も
同
じ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

山
口
椿
と
大
衆
官
能
小
説
作
家
の
「
エ
ロ
」
そ
の
も
の
に
は
何
の
違
い
も
な
い
。
型
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
本

質
は
同
じ
で
あ
る
。
光
野
の
い
わ
ゆ
る
「
知
識
と
趣
味
」
の
味
付
け
に
よ
っ
て
―――
西
洋
起
源
で
あ
る
こ
と
が
明
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ら
か
な
ゆ
え
に
！
―――
山
口
椿
作
品
が
ハ
イ
ブ
ロ
ウ
に
み
え
る
だ
け
で
あ
る
。
山
口
椿
作
品
の
美
点
は
、
じ
つ
は

そ
の
「
権
威
付
け
ら
れ
た
頽
廃
」、
す
な
わ
ち
西
欧
的
エ
ロ
ス
の
「
紋
切
型
」
が
、
や
は
り
堪
ら
な
い
魅
力
を
失
っ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
あ
る
の
だ
。
た
だ
の
ス
ケ
ベ
が
日
本
人
で
な
く
西
欧
人
に
関
係
し
て
い
る
な
ら
サ

マ
に
な
る
と
い
う
美
学
が
、
西
欧
崇
拝
の
伝
統
化
し
た
日
本
人
に
は
あ
る
。
光
野
の
論
理
は
ま
さ
に
そ
の
美
学
に

幻
惑
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
山
口
椿
は
そ
の
美
学
を
　・意
・図
・的
・に　
操
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
一
種
独
特
の
読
ま
せ
る
作
家
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
作
品
中
に
フ
ロ
イ
ト
ほ
か
、
先
に
挙
げ
た
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
の
名
前
が
不
必
要
に
言
及
さ
れ
て

い
る
こ
と
―――
こ
れ
が
パ
ロ
デ
ィ
ー
的
感
性
に
よ
る
構
成
上
の
意
図
的
寄
り
道
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
西
欧
文
学
ぶ
り
の
本
質
は
パ
ロ
デ
ィ
ー
に
あ
る
わ
け
だ
。

日
本
人
が
西
洋
の
美
少
女
の
透
き
通
る
よ
う
な
白
い
肌
（「
白
い
裸
身
の
仄
青
い
翳
だ
け
が
、
記
憶
の
な
か
で

ひ
り
ひ
り
す
る
」
―――
同
書
、p.9

8

）、
碧
い
瞳
（「
人
間
と
い
う
暖
か
な
生
き
も
の
に
、
鉱
物
質
の
ブ
ル
ー
が
あ

る
こ
と
に
私
は
感
動
し
た
」
―――
同
書
、p.8

3

）、
ブ
ロ
ン
ド
の
髪
（「
琥
珀
の
玉
座
に
坐
っ
て
い
る
人
魚
の
髪
」

―――
同
書
、p.151

）
に
憧
れ
る
こ
と
。
括
弧
の
な
か
に
入
れ
た
こ
れ
ら
魅
力
あ
る
表
現
は
「
知
識
」
と
は
無
関
係

で
あ
る
。
そ
れ
で
い
い
で
は
な
い
か
。
な
の
に
そ
れ
を
、
光
野
ば
り
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
文
学
評
論

風
に
―――
光
野
は
山
口
椿
の
小
説
を
「
美
し
い
叔
母
」
に
喩
え
、「
女
の
自
由
な
魂
」
の
発
露
だ
と
称
賛
し
て
い

る
（
同
書
、「
解
説
」、p.2

4
1

）
―――
正
当
化
し
て
も
、
山
口
椿
文
学
の
備
え
た
堪
ら
な
い
イ
ヤ
ら
し
さ
は
説
明
で

き
な
い
。
日
本
の
イ
ン
テ
リ
は
「
高
尚
な
エ
ロ
テ
ィ
ス
ム
」
を
云
々
す
る
の
に
な
ぜ
か
急
が
な
い
で
は
お
れ
な
い
。

ど
う
し
て
エ
ロ
を
エ
ロ
と
し
て
肯
定
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

山
口
椿
と
大
衆
官
能
小
説
作
家
と
は
、
そ
の
描
写
に
お
い
て
、
前
者
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
自
分
自
身
の
生
の
視
線

へ
の
執
着
と
、
後
者
の
道
具
立
て
の
職
人
的
周
到
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
衆
官
能
小
説
の
エ
ロ
描
写

の
視
線
は
、
作
家
個
人
の
直
截
的
ビ
ジ
ョ
ン
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
ジ
ャ
ン
ル
が
強
制
す
る
職
人
的
／
プ
ロ
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フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
な
フ
ィ
ル
タ
ー
を
一
枚
噛
ま
せ
て
い
る
。
わ
か
り
易
く
い
え
ば
、「
作
法
」
が
あ
る
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
こ
の
相
違
は
、
優
れ
た
大
衆
官
能
小
説
作
家
の
描
写
の
腕
前
を
否
定
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
大

衆
官
能
小
説
作
家
の
書
法
は
職
人
芸
で
あ
り
、「
貧
し
い
官
能
と
、
肉
体
の
な
い
男
女
の
絡
み
」
と
し
て
棄
て
去

る
に
は
―――
ヘ
ン
タ
イ
と
エ
ロ
ス
を
区
別
で
き
る
者
に
と
っ
て
―――
、
惜
し
い
限
り
で
あ
る
。
山
口
椿
は
ひ
と
え

に
そ
の
「
作
法
」
と
は
無
縁
で
、
西
欧
エ
ロ
文
学
の
紋
切
型
レ
ミ
ニ
サ
ン
ス
（
読
書
記
憶
に
よ
る
有
形
・
無
形
の

影
響
）
と
個
人
の
視
線
が
分
ち
難
く
融
合
し
て
、
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
が
山
口
椿
エ
ロ
テ
ィ
ス

ム
文
学
の
個
性
だ
と
私
は
思
う
。

植
物
の
よ
う
に
伸
び
て
ゆ
く
骨
格
に
、
つ
い
て
ゆ
か
れ
な
い
肉
は
う
す
い
。
骨
格
と
肉
と
の
せ
め
ぎ

あ
い
を
、
少
女
は
生
き
て
い
る
。

同
書
『
罌
粟
の
よ
う
に
』、p.6

2

。

ベ
ル
リ
ン
は
怪
し
い
魅
惑
を
秘
め
た
街
だ
。
ゲ
ル
マ
ン
と
い
う
も
の
が
、
表
層
の
整
正
と
は
裏
腹

に
、
頽
れ
た
デ
カ
ダ
ン
ス
を
か
く
し
て
い
る
こ
と
を
、
私
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
や
、
マ
レ
ー
ネ
・
デ
ィ
ー

ト
リ
ッ
ヒ
か
ら
嗅
い
で
い
た
。
い
や
、
そ
う
し
た
気
障
っ
た
ら
し
い
謂
い
か
た
を
捨
て
る
な
ら
、
こ

の
国
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
『
黄
金
と
群
青
』
は
、
い
っ
た
い
な
ん
だ
ろ
う
。
現
世
の
欲
望

の
象
徴
で
も
あ
る
『
銭
』
と
、
は
て
し
な
く
昏
い
『
絶
望
』
を
、
並
べ
な
け
れ
ば
納
得
の
ゆ
か
な
い

ひ
と
び
と
。

同
書
『
罌
粟
の
よ
う
に
』、p.115

。

こ
う
い
う
ミ
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
の
―――
接
視
と
ロ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
―――
確
か
な
視
線

に
支
え
ら
れ
た
、
触
覚
の
あ
る
描
写
が
、
彼
の
「
権
威
付
け
ら
れ
た
エ
ロ
」
に
奥
行
き
を
与
え
、
学
生
時
代
に
バ
タ
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イ
ユ
や
澁
澤
龍
彦
を
読
み
過
ぎ
た
元R

om
antiker

の
、
た
だ
の
ス
ケ
ベ
・
オ
ヤ
ジ
に
と
っ
て
こ
そ
、
懐
か
し
く

堪
ら
な
い
魅
力
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
衆
官
能
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
的
作
法
と
の
差
異
が
リ
ア
リ
テ
ィ
（
の

錯
覚
）
を
生
み
出
す
。
そ
れ
は
「
知
識
と
趣
味
」
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。「
通
」
と
は
そ
う
い
う
魅
力
を
、
余

計
な
、「
女
の
自
由
な
魂
」
な
ど
と
い
っ
た
根
拠
の
な
い
正
当
化
な
く
し
て
、
冷
静
に
―――
先
行
す
る
文
学
と
の

差
異
を
認
知
し
つ
つ
―――
享
受
で
き
る
読
者
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
。「
頽
廃
と
倒
錯
、
異
端
の
サ
デ
ィ
ズ
ム
文
学
！
」
と
の
本
書
の
帯
。「
戦
後
の
拝
金
主
義
と
画

一
主
義
。
そ
れ
ら
に
背
を
向
け
、
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
世
界
で
表
現
活
動
を
続
け
る
こ
と
こ
そ
、
彼
﹇
山
口

椿
﹈
の
生
を
賭
け
て
の
復
讐
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」（
同
書
、「
解
説
」、p.2

4
0

）
と
の
光
野
の
言
。
日

本
人
（
と
り
わ
け
イ
ン
テ
リ
）
は
　・権
・威
・付
・け
・ら
・れ
・た
・安
・全
・な　
「
頽
廃
」・「
倒
錯
」・「
異
端
」・「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン

ド
」
が
な
ぜ
こ
う
も
大
好
き
な
ん
だ
ろ
う
か
、
と
私
は
ほ
と
ほ
と
呆
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
「
画
一
主
義
」。
そ

ん
な
「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
っ
て
あ
る
か
？

ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
っ
て
の
は
、
表
に
出
る
と
　・警
・察
・に
・捕

・ま
・る　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ノ
リ
ピ
ー
み
た
い
に
　・世
・間
・様
・か
・ら
・後
・ろ
・指
・を
・指
・さ
・れ
・る　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
異

端
」
と
は
　・そ
・れ
・に
・関
・わ
・る
・と
・火
・炙
・り
・に
・さ
・れ
・る
・よ
・う
・な
・何
・か　
で
あ
る
。
名
辞
矛
盾
と
い
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

文
学
を
甘
く
見
て
ま
せ
ん
か
！

N
ov.

13,
2
0
0
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高
橋
克
彦
恐
怖
小
説
集

講
談
社
文
庫
か
ら
高
橋
克
彦
の
自
選
短
編
集
が
何
冊
か
出
た
。
高
橋
克
彦
は
、『
写
楽
殺
人
事
件
』、『
北
斎
殺

人
事
件
』
以
来
、
日
影
丈
吉
、
中
井
英
夫
、
夢
野
久
作
、
小
栗
虫
太
郎
、
江
戸
川
乱
歩
、
久
生
十
蘭
、
横
溝
正
史

と
並
ん
で
、
日
本
の
ミ
ス
テ
リ
ー
作
家
の
な
か
で
も
と
く
に
私
の
贔
屓
に
し
て
い
る
ひ
と
り
で
あ
る
。
そ
し
て
恐

怖
小
説
の
質
の
点
で
は
、
こ
れ
ら
作
家
の
な
か
で
も
ベ
ス
ト
と
い
っ
て
よ
い
。

自
選
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
収
録
作
品
は
い
ず
れ
も
甲
乙
つ
け
が
た
い
佳
品
で
あ
る
。『
ゆ
き
ど
ま
り
』、『
ね
じ

れ
た
記
憶
』、『
母
の
死
ん
だ
家
』、『
う
た
が
い
』、『
寝
る
な
の
座
敷
』、『
私
の
骨
』
…
…
。
私
の
偏
愛
か
ら
す
れ

ば
、
い
わ
ゆ
る
ホ
ラ
ー
小
説
と
は
違
っ
て
、
高
橋
の
恐
怖
小
説
は
お
ぞ
ま
し
さ
・
グ
ロ
テ
ス
ク
で
は
な
く
、
恋
愛

小
説
の
土
俗
的
歪
み
に
こ
そ
そ
の
本
領
が
あ
る
。
東
北
の
ど
こ
か
荒
唐
無
稽
に
す
ら
み
え
る
怪
異
伝
説
に
、
母
性

的
存
在
へ
の
近
親
相
姦
じ
み
た
思
慕
や
、
記
憶
・
人
間
意
識
そ
の
も
の
の
踏
み
外
し
・
裏
返
し
や
を
絡
め
て
、
ド

ロ
ド
ロ
し
た
情
念
を
描
く
。
歪
ん
で
い
る
。
け
れ
ど
も
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
甘
美
な
ん
で
あ
る
。
こ
う
い
う
短
編
を
読

ん
で
い
る
時
が
い
ち
ば
ん
私
は
仕
合
わ
せ
で
あ
る
。

『
寝
る
な
の
座
敷
』
に
は
座
敷
童
子
（
ざ
し
き
わ
ら
し
）
の
話
が
出
て
来
る
。

不
意
に
背
中
か
ら
声
が
か
か
っ
た
。
振
り
向
く
と
　・お
・か
・っ
・ぱ
・頭　
の
六
、
七
歳
の
少
女
が
ス
ケ
ッ
チ

ブ
ッ
ク
を
覗
き
こ
ん
で
い
た
。﹇
…
﹈
　・黒
・い
・利
・発
・そ
・う
・な
・瞳　
に
生
気
が
溢
れ
て
い
る
。
　・赤
・い
・ス
・カ
・ー

・ト　
か
ら
伸
び
た
　・細
・い
・膝
・頭
・に
・は
・擦
・っ
・た
・か
・さ
・ぶ
・た　
も
あ
っ
た
。
　・頬
・っ
・ぺ
・た
・の
・赤
・い　
元
気
そ
う
な
子
だ
。

『
高
橋
克
彦
自
選
短
編
集
2

恐
怖
小
説
編
』
講
談
社
、2

0
0
9

、p.4
4
8

。
強
調
は
筆
者
。

こ
れ
は
、
洟
垂
れ
小
僧
や
頬
の
赤
い
子
供
が
最
近
ど
う
し
て
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
の
不
審
感
を
抱

か
な
い
者
に
は
、
絶
対
に
引
っ
掛
か
ら
な
い
描
写
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
わ
か
る
人
に
は
わ
か
る
」
描
写
―――
高
橋
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の
唸
ら
せ
る
手
法
の
ひ
と
つ
。
こ
う
い
う
白
昼
の
さ
り
げ
な
い
筆
致
は
あ
と
で
思
い
出
し
て
怖
く
な
る
。
こ
の
子

は
主
人
公
が
宿
泊
す
る
旧
家
の
座
敷
童
子
だ
っ
た
。
主
人
公
は
そ
の
「
寝
る
な
の
座
敷
」
で
怪
異
に
遭
遇
す
る
が
、

座
敷
様
の
眼
に
叶
い
、
美
し
い
娘
の
婿
と
し
て
認
知
さ
れ
る
。

私
の
妻
は
岩
手
県
和
賀
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
あ
る
年
の
冬
、
彼
女
の
実
家
を
は
じ
め
て
訪
れ
た
寒
い
夜
、
私
は

立
派
な
丹
前
を
宛
っ
て
も
ら
い
、
妻
の
祖
母
と
炬
燵
で
世
間
話
を
し
た
。
私
は
無
遠
慮
に
も
手
酌
で
ひ
と
り
麦
酒

を
呑
ん
で
い
た
。
そ
の
あ
と
寝
間
で
ぼ
っ
と
し
て
い
る
と
、
妻
が
部
屋
に
入
っ
て
来
た
。
私
に
は
、
そ
の
と
き
の

彼
女
が
お
か
っ
ぱ
頭
の
頬
の
赤
い
子
供
の
よ
う
に
見
え
た
。
と
同
時
に
、
私
の
着
た
丹
前
の
右
肩
に
巨
大
な
亀
虫

が
止
っ
て
い
る
の
に
ふ
と
気
づ
い
た
。
そ
の
悪
臭
を
な
ぜ
か
私
は
、
心
置
き
な
く
味
わ
う
よ
う
に
目
を
閉
じ
て
深

く
吸
い
込
ん
だ
。
翌
日
、
妻
の
両
親
に
「
娘
さ
ん
を
く
だ
さ
い
」
と
申
し
入
れ
た
。
あ
と
で
妻
か
ら
聞
い
た
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、
祖
母
―――
も
う
亡
く
な
っ
て
二
十
年
近
く
に
な
る
―――
が
私
を
一
目
見
て
太
鼓
判
を
押
し
て
く
れ

た
の
で
、
妻
の
両
親
は
な
に
も
言
う
こ
と
が
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

昨
日
の
夜
中
の
三
時
ご
ろ
、『
寝
る
な
の
座
敷
』
を
読
み
終
わ
り
便
所
で
煙
草
を
吸
っ
て
い
た
ら
、
突
然
、
そ

の
北
上
の
夜
の
記
憶
が
あ
り
あ
り
と
甦
っ
て
来
た
。
私
は
了
解
し
た
―――
あ
れ
は
妻
で
は
な
く
座
敷
童
子
、
あ
の

部
屋
は
「
寝
る
な
の
座
敷
」
だ
っ
た
の
だ
。
ベ
ッ
ド
で
は
妻
が
静
か
に
眠
っ
て
い
た
。
私
は
布
団
に
潜
り
込
み
な

が
ら
、「
さ
っ
き
ト
イ
レ
で
座
敷
童
子
に
逢
っ
ち
ゃ
っ
た
よ
」
と
冗
談
混
じ
り
に
囁
い
た
。
す
る
と
妻
は
「
そ
の

子
、
消
え
て
い
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
よ
ね
？
」
と
、
背
を
向
け
た
ま
ま
は
っ
き
り
と
応
え
て
ま
た
静

か
に
な
っ
た
。
私
は
本
当
に
怖
く
な
っ
た
。

座
敷
童
子
が
い
な
く
な
る
と
そ
の
家
は
不
幸
に
な
る
そ
う
で
あ
る
。

Jan.
2
2,

2
0
10.
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辻
原
登
『
マ
ノ
ン
の
肉
体
』

辻
原
登
の
短
編
集
『
マ
ノ
ン
の
肉
体
』
を
読
ん
だ
。
作
者
が
芥
川
賞
作
家
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
ま
っ
た
く

知
ら
な
か
っ
た
。

『
片
瀬
江
ノ
島
』、『
マ
ノ
ン
の
肉
体
』、『
戸
外
の
紫
』
の
三
編
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ど
れ
も
時
間
が
ゆ
っ
た

り
と
流
れ
る
、
濃
い
名
編
で
あ
る
。

こ
の
短
編
集
の
特
徴
は
、
他
者
の
文
学
テ
ク
ス
ト
と
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
別
の
語
り
と
を
二
重
写
し

の
よ
う
に
感
応
さ
せ
、
そ
の
向
こ
う
側
に
、
家
族
関
係
に
横
た
わ
る
静
か
な
、
そ
こ
は
か
と
な
い
狂
気
を
醸
し
出

す
と
こ
ろ
か
。

『
片
瀬
江
ノ
島
』
に
お
け
る
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
江
ノ
島
紀
行
と
、
老
婆
の
昔
語
り
の
な
か
の
映
画
館
・

小
津
安
二
郎
の
映
画
『
浮
草
』。『
マ
ノ
ン
の
肉
体
』
に
お
け
る
ア
ベ
・
プ
レ
ヴ
ォ
の
心
理
小
説
と
、
和
歌
山
の
片

田
舎
で
起
き
た
、
当
事
者
死
亡
を
も
っ
て
そ
の
真
実
が
閉
ざ
さ
れ
た
殺
人
事
件
の
調
書
。『
戸
外
の
紫
』
は
そ
の
特

質
は
薄
い
け
れ
ど
も
―――
と
は
い
え
、
や
く
ざ
の
仕
置
き
を
怖
れ
て
逃
げ
る
と
い
う
、
孤
独
な
女
主
人
公
に
あ
っ

て
は
暗
に
小
説
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
思
い
描
か
れ
て
い
る
意
味
で
、
文
学
的
パ
ラ
レ
ル
が
あ
る
と
も
い
え
る

―――
、
閉
塞
、
腐
臭
、
陰
湿
の
味
わ
い
を
も
っ
て
、
缶
詰
の
よ
う
な
人
生
か
ら
の
、
未
完
に
終
わ
っ
た
逃
亡
と
で

も
い
う
べ
き
モ
チ
ー
フ
を
語
っ
て
い
る
。

作
品
は
終
局
で
、
蓮
が
一
瞬
開
花
す
る
か
の
よ
う
に
、
微
か
に
ス
パ
ー
ク
す
る
が
、
期
待
感
は
宙
ぶ
ら
り
ん
の

ま
ま
で
あ
る
。
そ
こ
が
よ
い
。
ハ
ー
ン
の
視
野
に
お
け
る
富
士
の
不
在
。
マ
ノ
ン
の
肉
体
の
不
在
。
逃
避
行
に
お

け
る
逃
亡
の
不
在
。
そ
れ
ら
は
皆
、
人
生
の
妙
な
欠
落
感
を
表
現
し
て
い
て
、
切
な
い
。

M
ay

2
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2
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水
村
美
苗
『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
』

水
村
美
苗
の
エ
ッ
セ
イ
『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
』
―――
妻
が
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
く
れ
た
本
を
や
っ

と
読
み
終
え
た
。
水
村
美
苗
は
、『
私
小
説from

leftto
right

』
や
『
續
明
暗
』、『
本
格
小
説
』
な
ど
、
小
説
に
つ

い
て
の
小
説
と
い
う
作
品
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
現
代
日
本
の
知
的
作
家
の
代
表
格
と
も
俺
に
は
思
わ
れ
る
。「
文

学
」
し
て
る
ね
。

本
書
は
、
世
界
標
準
語
と
非
標
準
・
日
本
語
の
「
非
対
称
性
」
の
相
克
に
生
ま
れ
た
近
代
日
本
文
学
の
意
義
を
、

切
々
と
述
べ
て
い
る
。“une

littérature
m
ajeure”

と
し
て
の
日
本
文
学
の
誇
り
、
将
来
の
日
本
語
に
対
す
る
危

機
感
―――
よ
く
ぞ
書
い
て
く
れ
た
と
い
う
感
銘
を
受
け
た
。
全
体
と
し
て
、
非
常
に
刺
激
的
な
内
容
だ
っ
た
。

た
だ
し
、
最
後
の
二
章
は
飛
躍
を
感
じ
さ
せ
て
あ
ま
り
感
心
し
な
か
っ
た
。
英
語
が
世
界
標
準
語
の
地
位
を
確

立
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
、
英
語
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
能
力
を
高
め
日
本
語
を
保
守
す
る
国
民
的
努
力
が
な
け

れ
ば
日
本
語
が
亡
び
る
、
と
ま
で
主
張
す
る
理
屈
は
、
そ
の
こ
こ
ろ
に
は
共
感
で
き
て
も
、
弱
い
と
思
っ
た
。
水

村
の
言
説
は
、
西
欧
列
強
（
こ
こ
で
は
英
米
）
の
武
器
を
買
い
国
を
守
ら
な
け
れ
ば
わ
が
邦
の
民
族
・
伝
統
は
守

れ
な
い
、
と
す
る
帝
国
主
義
的
和
魂
洋
才
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
、
高
尚
な
文
学
者
や
大
学
の

偉
い
先
生
は
納
得
し
て
も
、
俺
の
よ
う
な
た
だ
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
漁
師
、
百
姓
、
土
木
作
業
員
、
レ
ジ
の
店
員

な
ど
下
々
の
者
た
ち
は
、
な
ん
の
リ
ア
リ
テ
ィ
も
感
じ
な
い
と
思
う
。

水
村
の
言
う
「
最
近
の
日
本
語
は
乱
れ
て
い
る
」
と
は
彼
女
に
限
ら
ず
よ
く
な
さ
れ
る
言
で
あ
る
。
別
に
い
い

じ
ゃ
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
ん
な
文
化
人
の
愚
痴
は
い
つ
の
時
代
に
も
共
通
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　・俺

・に
・は
・「
・日
・本
・語
・は
・何
・度
・も
・亡
・び
・て
・来
・た
・」
・と
・言
・わ
・れ
・た
・ほ
・う
・が
・納
・得
・で
・き
・る
・。
・亡
・び
・続
・け
・ら
・れ
・る
・こ
・と
・こ
・そ
・が
・日

・本
・語
・の
・素
・晴
・ら
・し
・さ
・だ
・と
・さ
・え
・思
・う
・。　
古
事
記
、
源
氏
物
語
、
平
家
物
語
、
日
本
永
代
蔵
、
南
総
里
見
八
犬
伝
、
こ

こ
ろ
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
―――
そ
れ
ぞ
れ
日
本
語
と
し
て
ま
っ
た
く
違
う
。
で
も
、
言
語
構
造
と
し
て
ど
れ
も
間

違
い
な
く
日
本
語
で
あ
り
、
日
本
語
は
あ
た
か
も
何
度
も
亡
び
生
ま
れ
変
わ
っ
た
か
の
よ
う
な
の
だ
。
死
と
再
生
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と
い
う
日
本
人
の
生
死
観
を
表
す
か
の
よ
う
に
。
俺
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
こ
の
日
本
語
の
変
化
こ
そ
が
誇
り
で

あ
る
。

水
村
は
、
言
葉
を
大
切
に
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
は
三
百
年
前
の
人
間
が
書
い
た
フ
ラ
ン
ス
語
を
普
通
に
読
む
こ
と

が
で
き
る
の
に
、
日
本
で
は
現
代
人
は
も
は
や
漱
石
す
ら
も
き
ち
ん
と
読
め
な
い
、
と
嘆
く
。
別
に
い
い
じ
ゃ
な

い
か
。
断
言
す
る
が
、
そ
ん
な
普
通
に
読
め
る
か
ど
う
か
な
ど
と
い
う
表
層
的
な
継
続
性
は
日
本
語
、
日
本
文
学

の
価
値
の
範
疇
で
は
な
い
の
だ
。
日
本
人
は
、
学
ぶ
こ
と
を
厭
わ
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
千
三
百
年
前
の
古
典
を

あ
り
あ
り
と
「
日
本
語
」
と
し
て
感
じ
つ
つ
、
そ
こ
に
あ
る
祖
先
の
こ
こ
ろ
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
冗
談
抜
き

に
、
我
が
国
の
文
学
を
フ
ラ
ン
ス
文
学
（
　・な
・ん
・か　
）
と
比
べ
ら
れ
て
は
困
り
ま
す
。

水
村
は
あ
ま
り
に
ス
タ
イ
リ
ス
ト
に
過
ぎ
る
よ
う
に
俺
に
は
思
わ
れ
る
。
西
欧
ぶ
り
の
「
高
尚
な
」
ス
タ
イ
リ

ス
ト
に
。
言
語
観
・
文
学
観
に
お
い
て
欧
米
帝
国
主
義
列
強
に
征
服
さ
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
村
の
主
張
は
、
明
治
以
降
の
西
洋
的
概
念
で
の
「
一
級
の
文
学
」
に
囚
わ
れ
過
ぎ
て
は
い
な
い
か
。
水
村
が
現

代
日
本
文
学
を
低
く
見
る
の
は
、
漱
石
な
ど
錚
々
た
る
近
代
文
学
の
巨
星
の
言
語
と
、
日
本
の
近
代
化
に
伴
う
西

洋
と
東
洋
の
相
克
と
を
、
一
体
化
し
て
真
面
目
に
考
え
過
ぎ
て
い
る
か
ら
の
よ
う
な
気
が
す
る
。

文
学
の
面
白
さ
は
思
想
と
そ
れ
を
支
え
る
高
尚
な
言
語
の
存
在
感
だ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
。
真
剣
さ
も
大
事
だ

け
れ
ど
、
ナ
ン
セ
ン
ス
や
軽
さ
、
心
か
ら
の
笑
い
も
な
く
ち
ゃ
。
日
本
語
を
破
壊
し
た
い
の
か
と
思
わ
せ
る
よ
う

な
二
流
、
三
流
、
四
流
、
五
流
の
文
学
さ
え
も
、
日
本
文
学
の
体
力
、
深
さ
、
広
さ
を
感
じ
さ
せ
る
証
左
で
あ
っ

て
、
俺
は
却
っ
て
日
本
文
学
を
頼
も
し
く
、
誇
ら
し
く
感
ず
る
ほ
う
で
あ
る
。

Jan.
18,

2
0
0
9.
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蓮
實
重
彦
『
反
＝
日
本
語
論
』

蓮
實
重
彦
著
『
反
＝
日
本
語
論
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、2

0
0
9

年
、19

7
7

年
初
版
）
を
読
ん
だ
。
も
っ
て
廻
っ

た
よ
う
な
文
体
に
少
々
辟
易
し
な
が
ら
も
、
読
み
進
む
に
つ
れ
、
制
約
か
ら
自
由
た
ろ
う
と
す
る
こ
の
著
者
の
思

考
に
惹
き
付
け
ら
れ
て
行
っ
た
。

主
旨
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
読
め
た
。

「
言
語
の
一
般
性
」
と
「
文
法
の
規
則
性
」
と
い
う
普
遍
へ
の
指
向
を
も
つ
言
語
概
念
は
、
フ
ラ
ン
ス
古
典
主

義
の
反
映
に
過
ぎ
ず
、
じ
つ
は
極
め
て
特
殊
な
、
つ
ま
り
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
西
欧
の
言
語
学
の
基
盤
に
は

音
声
中
心
主
義
が
あ
り
、
文
字
表
記
は
そ
れ
を
写
す
二
義
的
位
置
し
か
占
め
て
い
な
い
。
日
本
語
は
漢
字
・
仮
名

と
い
う
文
字
を
持
ち
、
文
字
に
よ
る
言
語
認
識
と
も
い
え
る
実
効
性
を
有
し
、
必
ず
し
も
西
欧
的
言
語
概
念
で
仕

切
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
こ
う
し
た
「
音
声
」、「
文
字
」、「
意
味
」、「
表
記
」
が
正
書
法
、
文
法
な
ど
の
原
理
に
よ
っ
て

「
制
度
化
」
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
こ
に
は
、
近
代
の
言
語
の
暴
力
性
（
方
言
に
対
す
る
隠
然
と
し
た
揶
揄
、

間
違
っ
た
綴
り
へ
の
嘲
笑
と
社
会
的
・
階
級
的
優
越
感
、
占
領
国
に
よ
る
言
語
の
強
制
）
が
漲
っ
て
い
る
と
い
う

観
察
。
言
語
学
と
い
う
「
学
」
も
そ
の
「
制
度
性
」
か
ら
自
由
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
。
制
度
と
し
て
の
言
語
に

囚
わ
れ
た
言
語
学
、
言
語
論
者
へ
の
批
判
。
そ
う
い
う
「
制
度
」
に
囚
わ
れ
な
い
言
語
生
活
の
諸
表
情
へ
の
愛
情
。

こ
う
し
た
言
説
を
、
己
の
見
聞
と
、
も
っ
ぱ
ら
身
近
な
家
族
の
言
語
生
活
と
に
対
す
る
観
察
か
ら
著
者
は
導
き

出
す
。

「
言
語
と
い
う
制
度
」。
な
の
に
、
日
本
語
論
者
も
ま
た
そ
れ
を
自
覚
す
る
こ
と
な
く
、
西
欧
的
観
念
に
支
配

さ
れ
た
言
語
ア
プ
ロ
ー
チ
に
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
著
者
は
批
判
す
る
。「
反
＝
日
本
語
論
」
の
「
反
」
は

そ
こ
に
由
来
す
る
。「
フ
ラ
ン
ス
語
は
明
晰
で
あ
る
」
と
か
「
日
本
語
は
美
し
い
」
と
か
「
最
近
の
日
本
語
は
乱

れ
て
い
て
正
す
べ
き
で
あ
る
」
と
か
、
そ
う
い
う
評
価
は
「
制
度
化
」
さ
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
幻
惑
さ
れ
た
も
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の
で
し
か
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
言
語
に
つ
い
て
語
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
自
覚
し
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
そ
れ

を
克
服
し
た
地
点
に
立
た
な
い
と
、
目
の
前
の
言
語
の
―――
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
―――
豊
か
な
あ
り
方
、
本
質

に
は
至
ら
な
い
は
ず
だ
と
著
者
は
言
う
の
で
あ
る
。

私
に
と
っ
て
極
め
て
示
唆
的
で
あ
っ
た
。「
示
唆
」
し
か
さ
れ
な
か
っ
た
の
が
不
満
で
は
あ
る
が
。
鋭
い
批
判

分
析
を
な
す
一
方
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
理
論
が
帰
納
さ
れ
な
い
点
が
―――
極
め
て
困
難
な
仕
事

で
あ
る
の
は
認
め
ま
す
が
―――
本
書
に
対
す
る
私
の
不
満
で
あ
る
。
そ
れ
が
目
的
で
は
な
い
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ

ま
で
で
あ
る
が
。「
そ
れ
は
『
正
し
く
美
し
い
日
本
語
』
と
い
っ
た
抽
象
的
虚
構
を
追
い
求
め
る
従
来
の
『
日
本

語
論
』
に
対
し
て
、
根
源
的
な
異
議
申
し
立
て
を
行
う
こ
と
」（
カ
バ
ー
）
と
要
約
し
て
い
る
本
書
の
編
集
者
は

優
秀
で
あ
る
。「
異
議
申
し
立
て
」
が
本
書
の
エ
ッ
セ
ン
ス
な
の
だ
か
ら
。

水
村
美
苗
『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
』
を
読
み
、
そ
の
と
き
「
日
本
語
を
保
守
す
る
国
民
的
努
力
が
な
け
れ
ば

日
本
語
が
亡
び
る
」
と
の
水
村
の
主
張
に
感
じ
た
「
胡
散
臭
さ
」
の
よ
っ
て
来
る
源
を
、
私
は
蓮
實
に
説
明
し
て

も
ら
え
た
よ
う
に
思
う
。
萩
野
貞
樹
『
旧
か
な
づ
か
ひ
で
書
く
日
本
語
』
の
よ
う
な
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
原
理

主
義
者
に
認
め
ら
れ
る
「
表
記
」
の
絶
対
化
を
「
制
度
と
し
て
の
言
語
」
に
無
自
覚
な
独
善
と
し
て
私
は
理
解
し

た
。
そ
う
い
う
眼
で
見
る
と
、
萩
野
の
マ
ナ
ー
―――
敗
戦
に
よ
っ
て
文
化
的
に
押
し
付
け
を
受
け
た
と
い
う
一
種

独
特
の
被
害
者
意
識
と
、
そ
こ
か
ら
来
る
攻
撃
的
性
格
（
他
者
攻
撃
し
な
い
で
は
お
れ
な
い
、
敗
者
に
特
有
の
性

質
）
と
、
自
己
の
主
張
を
学
問
的
装
い
で
も
っ
て
正
当
化
し
た
が
る
衒
学
的
身
振
り
（「
論
理
的
・
合
理
的
」
言

語
へ
の
執
着
）
―――
が
い
よ
い
よ
無
惨
で
あ
る
。
水
村
や
萩
野
な
ど
示
威
的
に
「
国
語
を
愛
す
る
」
者
た
ち
に
対

す
る
私
の
違
和
感
は
、
言
語
の
制
度
＝
虚
構
を
他
人
に
押
し
付
け
る
者
た
ち
の
「
帝
国
主
義
的
言
語
観
」
の
横
暴

ゆ
え
な
の
だ
と
。

*
*
*

と
こ
ろ
で
、
私
は
蓮
實
重
彦
の
学
者
随
筆
風
評
論
の
「
文
体
」
が
嫌
い
で
あ
る
。
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な
に
よ
り
、
凝
り
に
凝
っ
た
あ
の
長
大
な
書
き
出
し
。
外
国
語
の
文
法
で
謂
う
と
こ
ろ
の
関
係
節
・
譲
歩
節
が

錯
綜
し
、
し
か
も
論
の
主
旨
と
は
無
関
係
な
情
報
に
満
ち
て
い
る
。
こ
う
い
う
の
を
「
気
取
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
も
っ
て
廻
っ
た
構
成
。
具
体
・
経
験
を
詳
細
に
語
り
、
言
い
た
い
こ
と
を
意
図
的
に
伏
せ
る
よ
う
に

叙
述
し
て
い
る
の
か
と
思
え
ば
、
そ
の
流
れ
か
ら
読
み
手
が
想
定
す
る
命
題
を
否
定
し
煙
に
巻
い
た
挙
句
に
、
さ

り
気
な
く
要
点
を
し
る
す
。
随
筆
と
し
て
は
巧
み
な
表
現
で
読
ま
せ
る
が
評
論
と
し
て
は
究
極
に
お
い
て
何
が
主

張
し
た
い
の
か
晦
渋
で
間
怠
っ
こ
し
い
。
あ
た
か
も
、
奥
床
し
い
本
質
の
周
り
を
ぐ
る
ぐ
る
廻
っ
て
ぶ
つ
ぶ
つ
独

言
（
本
人
以
外
に
は
理
解
困
難
な
言
語
）
を
呟
い
て
い
る
不
平
紳
士
を
眺
め
る
（
対
話
す
る
の
で
は
な
く
眺
め
る
）

よ
う
な
気
分
な
の
で
あ
る
。

今
日
で
は
誰
も
が
『
パ
ン
セ
』
と
呼
ば
れ
る
一
冊
の
書
物
と
し
て
知
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
弁
証
論

を
書
い
た
十
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
ブ
レ
ー
ズ
・
パ
ス
カ
ル
、
も
っ
と
も
、
　・書
・い
・た　
と
い
っ
て

も
、
彼
は
そ
の
論
証
体
系
の
構
造
を
明
示
す
る
こ
と
な
く
、
未
完
の
草
稿
を
幾
綴
り
も
の
紙
片
の
ま

ま
残
し
て
三
十
九
歳
の
若
さ
で
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か

え
っ
て
、
天
才
と
夭
折
と
の
神
話
的
結
合
ぶ
り
を
正
当
化
し
て
い
る
か
に
み
え
る
パ
ス
カ
ル
は
、
姉

ジ
ル
ベ
ル
ト
の
回
想
に
よ
る
と
、
す
で
に
幼
少
期
か
ら
、「
神
童
」
に
ふ
さ
わ
し
い
孤
独
に
し
て
特

権
的
な
視
線
に
よ
っ
て
、
世
界
の
諸
々
の
相
貌
を
鋭
く
解
読
し
て
い
た
ら
し
い
。

蓮
實
重
彦
『
反
＝
日
本
語
論
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、2

0
0
9

年
、p.9

。
強
調
部
は
蓮
實
。

『
パ
ス
カ
ル
に
さ
か
ら
っ
て
』
の
こ
の
長
大
な
書
き
出
し
の
一
文
は
、
そ
の
あ
と
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
照
ら
し

て
も
、「
姉
の
証
言
に
よ
れ
ば
パ
ス
カ
ル
は
幼
少
期
か
ら
天
才
的
に
世
界
を
解
読
し
て
い
た
」
以
上
の
機
能
を
有

し
て
い
な
い
。
な
の
に
何
故
、
こ
の
よ
う
に
あ
っ
ち
こ
っ
ち
に
言
を
撒
き
散
ら
さ
ず
に
お
か
な
い
の
か
。
こ
れ
が
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「
命
題
」（
真
か
否
か
）
で
は
な
く
「
表
現
」、「
文
学
」（
美
し
い
・
カ
ッ
コ
い
い
・
正
し
い
か
否
か
）
を
指
向
す
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
ば
に
芝
居
を
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
蓮
實
の
文
体
に
特
徴
的
で
あ
る
。
私
の
性
格
な

の
か
、
不
幸
な
国
語
教
育
ゆ
え
な
の
か
、
残
念
な
が
ら
、
私
は
こ
こ
に
「
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
」
な
ど
は
感
じ
な
い
。

「
論
文
」
な
ど
で
は
絶
対
に
真
似
を
し
て
は
な
ら
な
い
マ
ナ
ー
で
あ
る
。

「
論
」
は
言
語
が
フ
ラ
ッ
ト
で
あ
る
べ
き
だ
と
私
は
思
う
。
な
ん
と
い
う
の
か
、
無
味
無
臭
を
指
向
す
べ
き
と

い
う
こ
と
。
凝
っ
た
「
表
現
へ
の
指
向
」
が
あ
る
と
、
こ
と
ば
に
身
振
り
を
さ
せ
て
し
ま
い
、
煩
く
て
し
よ
う
が

な
い
と
私
は
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

譬
え
て
い
え
ば
何
と
言
お
う
か
。「
鞄
」
と
は
何
た
る
か
を
説
明
し
て
く
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
指
差
さ

れ
た
鞄
の
説
明
用
実
物
が
凝
り
に
凝
っ
た
装
飾
の
施
さ
れ
た
エ
ル
メ
ス
の
ブ
ラ
ン
ド
品
で
あ
っ
た
り
す
る
と
、
こ

れ
幾
ら
す
る
ん
だ
ろ
う
か
と
か
、
こ
の
人
お
洒
落
だ
な
あ
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
植
え
付
け
ら
れ
て
し
ま
い
、

鞄
の
本
質
が
ど
こ
か
へ
飛
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
、
譬
え
る
な
ら
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
、
こ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
の
は
「
内
容
」
と
「
形
式
」
の
す
り
替
え
・
逆
転
で
あ
る
。
鞄
の
「
内
容
」
を

説
明
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
エ
ル
メ
ス
（
鞄
を
説
明
す
る
た
め
の
「
表
現
」）
は
そ
の
鞄
を
説
明

す
る
「
形
式
」
の
は
ず
が
、
エ
ル
メ
ス
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
が
意
味
を
持
ち
は
じ
め
、
鞄
の
本

質
＝
「
内
容
」
が
逆
に
そ
の
表
現
の
た
め
の
「
形
式
」
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

で
も
蓮
實
の
文
体
を
巡
る
私
の
印
象
は
、
蓮
實
そ
の
人
の
個
性
に
対
す
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
学
者
随
筆

風
評
論
一
般
に
対
す
る
嫌
悪
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
学
者
随
筆
風
評
論
文
体
と
い
う
の
は
、
学

者
が
学
問
を
離
れ
つ
つ
そ
の
学
問
に
関
わ
る
専
門
用
語
を
鏤
め
、「
学
問
性
に
こ
だ
わ
ら
ず
」
に
詠
嘆
し
て
み
せ

た
り
す
る
「
文
学
的
な
」
文
章
で
あ
る
。「
正
確
」
を
志
す
よ
う
に
見
え
て
本
質
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
し
か
奉

仕
し
な
い
―――
よ
っ
て
知
的
な
雰
囲
気
を
醸
成
す
る
―――
凝
っ
た
冗
長
表
現
に
満
ち
た
晦
渋
な
文
体
。

思
う
に
、
日
本
の
有
名
な
大
学
文
学
部
先
生
の
「
有
名
」
の
根
拠
は
、
多
く
こ
の
よ
う
な
学
者
随
筆
風
評
論
の
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文
学
性
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
学
問
的
成
果
で
は
な
い
。
日
本
の
文
学
研
究
者
の
評
論
は
「
文
学
的
」
独
言

で
あ
る
。
学
問
性
を
問
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
。
そ
の
専
門
の
文
学
分
野
の
「
香
り
」
を
伝
え
る
「
文
学
臭
さ
」

が
特
徴
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
知
的
」
に
し
て
「
孤
高
」
の
随
筆
に
な
る
。「
さ
す
が
ー
！
」
と
思
わ
せ
る
。
と
こ

ろ
が
、
学
問
的
体
系
化
へ
の
指
向
が
な
い
か
ら
、
な
に
か
本
質
と
は
別
な
も
の
を
掴
ま
せ
ら
れ
た
、
香
り
高
い
雰

囲
気
に
騙
さ
れ
た
気
分
に
な
る
の
で
あ
る
。
鞄
の
説
明
の
た
め
に
、
凝
り
に
凝
っ
た
ブ
ラ
ン
ド
品
を
使
っ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
学
者
随
筆
風
評
論
に
も
「
文
学
的
に
」
優
れ
た
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
森
有
正
の

『
思
索
と
経
験
を
め
ぐ
っ
て
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、19
8
6

年
）
な
ど
は
私
の
愛
読
書
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
私
の
友

人
の
言
語
学
者
は
、「
森
有
正
は
デ
カ
ル
ト
や
パ
ス
カ
ル
の
学
問
的
研
究
成
果
で
日
本
の
知
を
高
め
る
の
で
は
な

く
、
フ
ラ
ン
ス
の
知
的
雰
囲
気
を
フ
ラ
ン
ス
か
ら
伝
え
る
エ
ッ
セ
イ
で
人
気
を
獲
得
し
た
。『
雰
囲
気
』
で
勝
負
す

る
日
本
の
知
識
人
の
典
型
だ
」
と
腐
し
た
。
私
は
森
有
正
の
文
章
が
好
き
な
の
で
、
こ
の
批
評
に
少
し
傷
つ
い
た

の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
指
摘
は
日
本
の
西
欧
文
化
吸
収
に
お
け
る
学
者
随
筆
風
評
論
に
現
れ
た
脆
弱
性
の
本
質

を
突
い
て
い
る
。
こ
の
友
人
に
私
は
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
上
記
の
「
文
学
性
」
を
「
雰
囲
気
」
と
言
っ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
。

私
に
と
っ
て
嫌
悪
す
べ
き
は
蓮
實
重
彦
と
い
う
著
者
の
「
文
体
」
で
し
か
な
い
。
本
書
に
は
家
族
の
何
気
な
い

こ
と
ば
を
め
ぐ
っ
て
考
察
す
る
く
だ
り
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
こ
に
は
深
い
学
識
を
有
す
る
観
察
の
鋭
い
知
識
人

の
姿
だ
け
で
な
く
、
家
族
を
愛
し
そ
の
こ
と
ば
に
注
意
深
く
耳
を
傾
け
る
ひ
と
り
の
人
間
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来

る
の
で
あ
る
。

Sept.
2
3,
2
0
0
9.
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川
村
カ
オ
リ
『H

elter
Skelter

』

ア
マ
ゾ
ン
か
ら
本
が
届
く
。
勝
見
洋
一
『
餞
』、
映
画
『
終
わ
っ
て
る
』
と
、
こ
の
と
こ
ろ
ま
た
ぞ
ろ
ポ
ル
ノ

グ
ラ
フ
ィ
に
つ
い
て
ば
か
り
書
い
て
い
る
か
ら
か
、
妻
か
ら
「
ま
た
エ
ロ
本
買
っ
た
の
⁈
」
と
白
眼
の
視
線
に
晒

さ
れ
た
。
違
い
ま
す
。
ロ
ッ
ク
歌
手
・
川
村
カ
オ
リ
の
自
叙
伝
『H

elter
Skelter

』。
芸
能
人
の
本
は
お
そ
ら
く

は
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
が
感
動
的
に
纏
め
上
げ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
ん
だ
ろ
う
け
ど
、
ま
た
一
方
で
「
自
伝
」

と
い
う
も
の
は
そ
の
本
性
と
し
て
い
い
こ
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
わ
け
な
ん
だ
ろ
う
け
ど
、
そ
れ
は
別
に
構
わ

な
い
。
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
か
ら
何
が
得
ら
れ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

川
村
カ
オ
リ
は
二
〇
〇
九
年
に
乳
癌
で
亡
く
な
り
、
い
ま
や
伝
説
的
ロ
ッ
カ
ー
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
本
書

に
は
、
片
方
の
乳
房
を
切
除
し
た
傷
跡
を
晒
し
管
が
体
に
刺
さ
っ
た
彼
女
の
半
身
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
痛
々

し
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
、
か
ね
て
か
ら
の
私
の
関
心
は
、
彼
女
が
日
本
人
と
ロ
シ
ア
人
の
混
血
で
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
日
露
戦
争
に
は
じ
ま
り
、
第
二
次
大
戦
時
の
満
州
侵
攻
（
国
際
法
違
反
）、
そ
れ
に
続

く
日
本
人
捕
虜
の
シ
ベ
リ
ア
抑
留
、
北
方
領
土
問
題
、
戦
後
の
東
西
冷
戦
と
、
日
本
人
の
民
族
意
識
と
し
て
ロ
シ

ア
は
「
伝
統
的
敵
国
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ロ
シ
ア
に
関
係
す
る
日
本
人
は
す
べ
か
ら
く
冷
た
い
目
で
見
ら
れ

て
来
た
。
私
は
自
身
が
ロ
シ
ア
文
学
を
専
攻
す
る
学
生
だ
っ
た
の
で
（
何
か
に
付
け
「
左
翼
」
の
よ
う
に
言
わ
れ

た
）
そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
し
、
そ
の
意
味
で
ロ
シ
ア
と
関
係
す
る
日
本
人
に
つ
い
て
無
関
心
で
は
お
れ
な
い
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
ロ
シ
ア
関
係
に
関
心
を
も
つ
も
の
だ
け
が
理
解
で
き
る
要
素
を
、
本
書
に
認
め

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

彼
女
は
モ
ス
ク
ワ
に
生
ま
れ
、
ソ
連
の
日
本
人
学
校
に
六
年
間
通
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
図
書
室
で
伝
記
シ
リ
ー

ズ
を
読
む
の
が
好
き
だ
っ
た
し
、
個
性
的
な
先
生
か
ら
太
宰
治
の
『
人
間
失
格
』
を
勧
め
ら
れ
た
、
そ
れ
ほ
ど
平

穏
な
（
日
本
で
は
珍
し
い
く
ら
い
文
化
的
な
）
日
々
だ
っ
た
。
当
時
の
ソ
連
社
会
の
彼
女
の
素
描
も
い
い
面
、
悪

い
面
を
き
ち
ん
と
見
据
え
て
い
る
。
私
は
米
原
万
里
に
感
じ
た
ソ
連
育
ち
の
日
本
人
の
冷
静
な
視
線
を
、
川
村
に
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も
確
か
に
認
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
頃
の
ソ
連
は
こ
ん
な
ふ
う
に
外
国
の
製
品
な
ど
あ
ま
り
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
色
と
り
ど
り
の

ケ
ー
キ
や
ら
果
物
、
洋
服
や
家
具
、
必
要
な
物
は
全
て
日
本
の
十
分
の
一
の
価
格
で
手
に
入
っ
た
。

そ
れ
に
社
会
主
義
国
は
み
ん
な
平
等
（
軍
人
や
お
役
人
は
別
ね
）
だ
っ
た
た
め
、
競
争
心
や
猜
疑
心

が
な
く
、
人
々
の
心
も
穏
や
か
で
豊
か
だ
っ
た
。
知
ら
な
い
人
で
も
喜
ん
で
家
に
招
く
、
そ
ん
な
国

だ
っ
た
。﹇
…
﹈

今
思
う
と
母
は
一
人
で
ど
ん
な
に
悲
し
い
思
い
﹇
私
註
―――
川
村
の
母
も
ま
た
日
本
人
と
結
婚
し

た
こ
と
で
ソ
連
官
憲
か
ら
謂
れ
の
な
い
差
別
を
受
け
た
こ
と
が
こ
の
前
に
し
る
さ
れ
て
い
る
﹈
を
し

た
こ
と
だ
ろ
う
。
国
へ
の
不
満
や
思
想
を
唄
や
詩
に
し
て
逮
捕
さ
れ
る
国
で
あ
る
。
祖
父
や
祖
母
も

仕
事
場
で
は
い
い
こ
と
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
私
の
知
ら
な
い
話
も
ま
だ
あ
る
に
違
い
な
い
。

あ
の
頃
は
な
ぜ
ロ
シ
ア
人
が
み
ん
な
ウ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
と
い
う
唄
い
手
を
愛
す
の
か
わ
か
ら
な
か
っ

た
が
、
最
近
は
日
本
で
も
買
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
聴
き
直
し
て
み
て
や
っ
と
そ
の
理
由

が
わ
か
っ
た
。
み
ん
な
、
笑
顔
の
下
に
は
涙
を
隠
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ソ
連
に
は
私
服
警
察
が
い
て
、
思
想
的
危
険
分
子
と
さ
れ
る
人
は
よ
く
連
れ
て
行
か
れ
た
ら
し
い
。

だ
か
ら
不
満
が
あ
っ
て
も
み
ん
な
そ
れ
を
言
葉
に
で
き
な
か
っ
た
。
ウ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
と
い
う
人
は
そ

ん
な
国
民
の
心
を
ギ
リ
ギ
リ
の
表
現
で
唄
っ
て
い
た
。
見
た
目
は
ア
ル
・
パ
チ
ー
ノ
、
声
は
ト
ム
・

ウ
ェ
イ
ツ
の
よ
う
な
唄
う
た
い
だ
っ
た
。川

村
カ
オ
リ
『H

elterSkelter

』
宝
島
社
、2

0
0
5

年
、pp.17–

9

。

ウ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
の
名
に
出
く
わ
す
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
の
で
、
懐
か
し
さ
で
溜
め
息
が
出
た
。
こ
の
シ

ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
は
ギ
タ
ー
一
本
で
弾
き
語
り
を
す
る
ソ
連
時
代
の
魂
の
詩
人
で
あ
り
、
一
九
八
〇
年
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代
の
ロ
シ
ア
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
、
知
ら
ぬ
者
の
な
い
名
前
で
あ
る
。
そ
し
て
ウ
ィ
ソ
ツ
キ
ー
を
ロ
シ
ア
人
の

「
笑
顔
の
下
に
隠
し
た
涙
」
に
結
び
つ
け
る
川
村
の
感
じ
方
に
、
私
は
数
少
な
い
同
志
を
見
つ
け
た
よ
う
な
感
動

を
覚
え
た
の
で
あ
る
。

一
九
八
二
年
に
川
村
家
が
日
本
に
移
住
し
て
か
ら
、
平
穏
だ
っ
た
川
村
カ
オ
リ
の
人
生
は
一
変
す
る
。
ロ
シ
ア

人
の
ハ
ー
フ
で
あ
っ
た
た
め
か
、
日
本
の
子
供
社
会
（
そ
れ
は
す
な
わ
ち
大
人
社
会
の
縮
図
で
あ
る
）
の
ル
ー
ル

に
適
応
出
来
ず
、
激
烈
な
イ
ジ
メ
に
晒
さ
れ
る
。
そ
の
契
機
を
こ
う
分
析
す
る
。

ク
ラ
ス
の
中
が
細
分
化
さ
れ
、
い
く
つ
か
の
チ
ー
ム
が
あ
り
、
み
ん
な
ど
こ
か
に
属
さ
な
く
て
は
な

ら
な
い
こ
と
を
私
は
ま
る
で
知
ら
な
か
っ
た
。
教
室
の
移
動
や
ら
休
み
時
間
な
ど
、
誘
わ
れ
る
が
ま

ま
に
付
い
て
い
っ
た
。﹇
…
﹈
な
ん
と
な
く
一
緒
に
遊
び
な
が
ら
も
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
自
然
の

中
で
は
な
く
、
ゲ
ー
ム
に
熱
中
し
た
り
、
誰
か
の
悪
口
を
言
っ
た
り
、
男
の
子
の
話
題
ば
か
り
だ
っ

た
り
す
る
遊
び
方
に
違
和
感
を
感
じ
て
い
た
。
つ
い
こ
の
前
ま
で
ト
ム
・
ソ
ー
ヤ
ー
の
よ
う
な
生
活

を
し
て
い
た
の
だ
か
ら
無
理
は
な
い
。﹇
…
﹈
少
し
で
も
違
う
意
見
を
言
う
と
一
瞬
で
空
気
が
凍
る

の
を
感
じ
た
。
違
う
意
見
を
言
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
気
づ
く
と
、
愛
想
よ
く
付
き
合
う
こ
と
に

す
ぐ
に
疲
れ
を
感
じ
始
め
た
。
し
か
し
疲
れ
よ
う
が
合
わ
せ
る
ほ
か
に
な
い
。﹇
…
﹈
と
こ
ろ
が
そ

の
甲
斐
も
む
な
し
く
、
転
校
し
て
数
ヶ
月
で
ど
う
や
ら
私
は
リ
ー
ダ
ー
の
機
嫌
を
損
ね
て
し
ま
っ
た

ら
し
い
。
あ
か
ら
さ
ま
に
み
ん
な
の
態
度
が
変
わ
り
、
無
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。﹇
…
﹈

ま
わ
り
は
、
あ
ぁ
や
ら
れ
て
る
、
と
い
う
顔
で
た
だ
遠
く
か
ら
見
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
み
ん
な

先
生
の
前
で
は
問
題
な
ど
な
い
ふ
り
を
す
る
の
で
、
も
ち
ろ
ん
先
生
は
気
づ
か
な
い
。
誰
も
助
け
て

は
く
れ
な
い
。
六
ク
ラ
ス
も
あ
る
の
に
誰
も
何
も
言
わ
な
い
。

毎
日
隠
さ
れ
る
上
履
き
。
破
か
れ
る
教
科
書
、
泣
き
た
く
な
る
よ
う
な
机
の
落
書
き
、
黒
板
に
書

か
れ
た
中
傷
。
ロ
シ
ア
に
帰
れ
。
ブ
ス
。
気
持
ち
悪
い
。
バ
カ
。
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川
村
死
ね
。

死
ん
だ
方
が
ど
ん
な
に
楽
だ
っ
た
ろ
う
。

同
書
、pp.2

6–
7

。

よ
く
あ
る
話
で
あ
る
。
異
質
な
人
間
が
日
本
で
自
分
を
保
っ
て
生
き
て
行
く
の
は
至
難
の
技
な
の
で
あ
る
。К

о-
му

на
Я
понии

ж
ить

хорош
о?

（
誰
に
ニ
ッ
ポ
ン
は
す
み
よ
い
か
？
）。
千
葉
と
い
う
中
途
半
端
な
「
田
舎
」
だ

か
ら
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
？
「
先
生
は
気
づ
か
な
い
」
―――
い
よ
い
よ
よ
く
あ
る
話
で
あ
る
。「
イ
ジ
メ
が
あ
っ
た

と
い
う
認
識
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
生
徒
が
イ
ジ
メ
を
苦
に
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
学
校
の
記
者
会
見
は
い
つ
も
こ
う

だ
。
一
九
八
三
年
の
ソ
連
に
よ
る
大
韓
航
空
機
撃
墜
事
件
の
あ
と
は
、
社
会
の
授
業
中
に
教
師
に
ま
で
「
こ
の
外

道
が
！
」
と
罵
ら
れ
た
、
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
集
団
主
義
的
イ
ジ
メ
は
日
本
の
「
国
民
性
」
で
あ
る
。
イ
ジ

メ
て
い
る
の
に
自
分
で
は
そ
の
感
覚
が
な
い
。
こ
の
社
会
科
教
師
も
、
ソ
連
の
非
道
ぶ
り
を
許
せ
な
い
と
の
正
義

感
を
振
り
か
ざ
し
て
い
る
わ
け
で
、
な
ん
の
罪
悪
感
も
な
い
よ
う
だ
。
帰
国
子
女
は
耐
え
る
し
か
な
い
。
川
村
カ

オ
リ
は
、
そ
の
反
動
か
ら
か
、
そ
の
後
万
引
き
の
常
習
犯
に
な
り
、
イ
キ
が
っ
て
街
を
歩
き
、
逆
に
弱
い
も
の
イ

ジ
メ
を
始
め
る
よ
う
に
な
る
。
な
ん
か
彼
女
は
学
校
環
境
ゆ
え
に
落
ち
て
行
く
人
間
の
典
型
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
ん
な
な
か
で
パ
ン
ク
・
ロ
ッ
ク
に
出
会
い
、
彼
女
は
救
わ
れ
る
。「
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
服
を
着
た
彼
ら
﹇
私

註
―――
セ
ッ
ク
ス
ピ
ス
ト
ル
ズ
﹈
は
、
ハ
ー
フ
で
あ
る
異
端
児
の
私
と
同
じ
に
見
え
た
。
で
も
胸
張
っ
て
堂
々
と

自
分
の
や
り
た
い
よ
う
に
や
っ
て
い
る
強
さ
を
感
じ
た
。
い
じ
め
ら
れ
て
も
い
い
ん
だ
。
ケ
ガ
し
て
も
い
い
ん
だ
。

だ
っ
てPU
N
K

だ
も
ん
。
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
大
義
名
分
が
私
を
守
っ
て
い
た
」（p.30

）。

こ
の
自
伝
で
も
っ
と
も
感
動
的
な
の
は
、
日
本
人
と
ロ
シ
ア
人
、
イ
ジ
メ
る
側
と
イ
ジ
メ
ら
れ
る
側
、
ど
ち
ら

に
も
属
し
た
「
ハ
ー
フ
」
な
ら
で
は
の
複
眼
的
な
も
の
の
見
方
で
あ
る
。
イ
ジ
メ
る
側
に
し
か
立
っ
た
こ
と
の
な

い
者
は
何
も
変
わ
ら
な
い
が
、
両
方
の
立
場
に
立
っ
た
者
は
「
人
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
行
為
を
し
た
場
合
、
そ
れ
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は
一
生
、
自
分
に
付
い
て
ま
わ
る
傷
に
な
る
」（p.33

）
と
の
深
い
認
識
に
至
る
こ
と
、
罪
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
間
で
引
き
裂
か
れ
た
果
て
に
「
私
は
自
分
に
ふ
る
さ
と
が
二
つ
あ
る
こ
と
に
感
謝
」（p.2

2
3

）
で
き

る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
尊
敬
す
べ
き
日
露
関
係
知
識
人
に
共
通
す
る
属
性
な
ん
で
あ
る
。
日

本
人
が
ロ
シ
ア
人
を
憎
ん
で
い
る
激
し
い
緊
張
感
ゆ
え
に
こ
そ
行
き
着
く
こ
と
の
で
き
る
バ
ラ
ン
ス
感
覚
だ
と
思

う
。
彼
女
は
ソ
連
で
成
長
し
た
方
が
文
化
的
に
も
人
間
的
に
も
お
そ
ら
く
ず
っ
と
幸
福
だ
っ
た
ろ
う
に
、
閉
鎖
的

で
他
人
の
顔
色
を
窺
わ
な
い
と
生
き
て
行
か
れ
な
い
日
本
と
い
う
劣
悪
国
に
帰
っ
て
来
て
し
ま
っ
た
ば
っ
か
り
に

不
幸
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
に
来
て
日
本
人
と
ロ
シ
ア
人
の
両
方
の
血
筋
を
見
つ
め
な
け
れ
ば
「
川
村
カ
オ

リ
」
は
成
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

D
ec.

30,
2
0
11.

森
茉
莉
『
ベ
ス
ト
・
オ
ブ
・
ド
ッ
キ
リ
チ
ャ
ン
ネ
ル
』

森
茉
莉
の
『
ベ
ス
ト
・
オ
ブ
・
ド
ッ
キ
リ
チ
ャ
ン
ネ
ル
』（
ち
く
ま
文
庫
、19

9
4

年
）
を
読
む
。
本
書
は
、
一

九
〇
三
年
生
ま
れ
の
女
流
作
家
に
よ
る
一
九
七
九
〜
一
九
八
五
年
の
芸
能
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
森
茉
莉
は
、「
あ

の
」
大
作
家
・
森
鷗
外
の
長
女
で
あ
り
、
…
…
と
、
ま
、
こ
う
い
う
「
親
の
七
光
り
」
的
紋
切
型
が
必
ず
付
い
て

回
る
不
幸
な
作
家
で
あ
る
。
そ
し
て
結
論
か
ら
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
本
書
は
そ
の
不
幸
が
よ
く
わ
か
る
本
で
あ
る
。

「
こ
れ
が
あ
の
森
鷗
外
大
先
生
の
娘
さ
ん
、
―――
い
や
、
も
う
婆
さ
ん
な
ん
だ
け
ど
、
―――
の
本
？
」
て
な
も
ん
や
。
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こ
の
本
の
面
白
さ
は
皮
膚
感
覚
に
基
づ
く
悪
口
に
あ
る
。
こ
こ
ま
で
己
の
好
き
嫌
い
を
徹
底
し
、
歯
に
衣
着
せ

ず
芸
能
人
の
悪
口
を
堂
々
と
書
く
人
が
い
る
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
驚
き
だ
け
が
じ
つ
に
新
鮮
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
「
あ
い
つ
の
顔
が
キ
ラ
イ
」
と
い
う
こ
と
を
何
百
頁
も
滔
々
と
書
く
こ
と
の
出
来
る
ス
ゴ
さ
。

本
書
は
き
わ
め
て
「
難
解
」
な
本
で
あ
る
。
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
俺
は
一
行
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
い

や
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
俳
優
、
芸
人
、
歌
手
が
ど
う
も
誉
め
ら
れ
て
い
る
、
貶
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
け
は
わ

か
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
で
も
ど
う
し
て
？
、
そ
う
い
う
評
が
何
を
（
例
え
ば
、
近
年
の
舞
台
演
劇
の
特
徴
と
か
）

意
味
し
て
い
る
の
？
、
何
の
た
め
に
（
た
と
え
ば
、
時
代
劇
に
こ
れ
こ
れ
の
要
素
は
そ
れ
自
体
の
質
的
低
下
を
招

く
こ
と
を
示
し
た
い
た
め
、
と
か
）
そ
の
評
が
必
要
な
の
？
、
な
ど
と
い
っ
た
要
素
が
ま
っ
た
く
示
さ
れ
ず
、
た

だ
誉
め
ら
れ
て
い
る
、
貶
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
読
み
を
総
合
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
こ
と
ご
と
く

裏
切
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
森
茉
莉
の
「
皮
膚
感
覚
」
と
い
う
し
か
な
い
ん
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
あ
い
つ
の
顔

が
キ
ラ
イ
」
と
い
う
生
理
の
叙
述
な
の
で
あ
る
。

タ
モ
リ
が
私
と
の
対
談
を
望
ん
で
い
る
そ
う
だ
。
多
分
、
私
の
年
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
い

か
に
彼
が
臆
面
な
し
で
も
私
が
出
た
ば
か
り
の
若
く
て
綺
麗
な
小
説
家
（
女
）
だ
っ
た
ら
、
あ
れ
だ

け
気
持
ち
の
悪
い
顔
だ
と
書
か
れ
て
い
れ
ば
、
私
の
前
に
出
て
来
る
勇
気
が
あ
る
わ
け
な
い
。
タ
モ

リ
の
顔
が
何
故
気
持
ち
悪
い
か
に
つ
い
て
こ
の
際
明
確
書
い
て
お
く
。
人
間
は
誰
で
も
顔
の
皮
膚
の

下
に
皮
下
脂
肪
が
あ
る
が
、
タ
モ
リ
の
顔
の
皮
下
脂
肪
は
ひ
ど
く
黄
色
く
て
、
普
通
の
人
間
の
皮
下

脂
肪
を
練
り
に
練
っ
て
詰
め
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
顔
の
皮
は
か
な
り
厚
い
の
に
も
係
ら
ず
、

そ
の
練
っ
た
皮
下
脂
肪
が
よ
く
透
き
徹
っ
て
見
え
る
の
だ
。
な
ん
と
も
い
え
ぬ
感
じ
な
の
で
私
は
、

彼
の
顔
が
画
面
に
出
る
や
、
ス
イ
ッ
チ
を
切
り
換
え
る
。

森
茉
莉
『
ベ
ス
ト
・
オ
ブ
・
ド
ッ
キ
リ
チ
ャ
ン
ネ
ル
』
ち
く
ま
文
庫
、19

9
4

年
、p.16

7

。
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こ
れ
が
小
説
の
よ
う
な
芸
術
的
散
文
で
は
な
く
評
論
文
の
よ
う
な
何
か
を
相
手
に
理
解
さ
せ
た
い
テ
ク
ス
ト
で

あ
る
と
仮
定
す
る
場
合
、
こ
ん
な
難
解
な
文
章
を
俺
は
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
。
何
を
何
の
た
め
に
書
い
て
い
る
の

か
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
、
皆
目
わ
か
ら
な
い
。
そ
し
て
、
昔
の
作
家
の
特
徴
で
あ
る
長
大
な

パ
ラ
グ
ラ
フ
が
、
そ
う
し
た
共
有
困
難
な
感
覚
的
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」（
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
の
好
き
な
、
わ
け

の
わ
か
ら
な
い
、
和
臭
ぷ
ん
ぷ
ん
の
言
葉
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
）
で
満
た
さ
れ
て
い
る
ん
で
あ
る
。

小
説
テ
ク
ス
ト
と
認
知
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
の
言
説
は
「
練
っ
た
皮
下
脂
肪
」
を
「
醜
い
顔
」
に
結
び
つ
け
る
こ

と
で
顔
の
身
体
感
覚
表
現
と
も
い
う
べ
き
印
象
を
「
創
造
す
る
」
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
な
る
ん
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、

こ
こ
で
は
タ
モ
リ
と
い
う
現
実
的
表
象
が
先
に
出
て
、
書
き
手
の
「
皮
膚
感
覚
」
し
か
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
な
い
。

強
い
て
こ
こ
に
価
値
感
情
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
見
出
そ
う
と
す
る
と
、「
じ
つ
は
ア
ン
タ
、
タ
モ
リ
が
好
き

な
の
ね
」、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？

こ
の
よ
う
に
「
醜
い
」
と
い
う
表
現
が
「
じ
つ
は
美
し
い
」
と

い
う
意
味
に
化
学
反
応
を
起
こ
し
て
く
れ
な
い
と
、「
文
学
」
じ
ゃ
ね
ぇ
よ
な
、
と
。
で
も
、
こ
の
あ
か
ら
さ
ま

な
文
章
か
ら
で
は
、
そ
れ
も
無
理
が
あ
る
。

モ
リ
マ
リ
さ
ん
の
評
言
は
徹
頭
徹
尾
こ
の
調
子
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
毒
舌
」
と
い
う
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

違
う
。
毒
舌
と
は
皆
が
薄
々
思
っ
て
い
る
こ
と
を
ぐ
さ
り
と
言
う
こ
と
の
謂
い
で
あ
る
。
モ
リ
マ
リ
さ
ん
の
悪
口

は
皆
ど
こ
ろ
か
彼
女
だ
け
の
皮
膚
感
覚
的
空
想
な
の
だ
。
気
持
ち
い
い
く
ら
い
で
あ
る
。
も
一
つ
行
っ
て
み
よ
う
。

チ
ェ
リ
ッ
シ
ュ
の
二
人
は
、
白
石
か
ず
こ
と
の
対
談
で
も
言
い
、
か
ず
こ
も
「
そ
う
ね
」
と
言
っ
た

し
、
前
に
も
一
度
書
い
た
と
思
う
が
、
い
く
ら
男
は
柔
し
い
の
が
よ
く
て
、
女
は
可
哀
い
の
が
い
い

と
言
っ
た
っ
て
、
チ
ェ
リ
ッ
シ
ュ
の
男
の
い
や
な
柔
し
さ
と
、
女
の
方
の
い
や
な
可
哀
ら
し
さ
は
、

な
ん
と
も
か
ん
と
も
い
え
な
い
、
い
や
さ
で
あ
る
。

同
書
、p.30

0

。
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こ
れ
が
テ
ク
ス
ト
の
全
部
で
あ
る
。
チ
ェ
リ
ッ
シ
ュ
は
、
ご
存
知
の
方
も
お
ら
れ
よ
う
が
、
か
つ
て
人
気
を
博

し
た
男
女
二
人
組
の
歌
手
で
あ
る
。
ま
、
歌
手
だ
っ
て
声
の
技
以
外
に
「
見
た
目
」
も
大
切
な
ん
だ
け
ど
、
こ
こ

で
は
そ
の
芸
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
ら
れ
ず
、
理
由
の
よ
く
わ
か
ら
な
い
「
柔
し
さ
」
と
か
「
可
哀
ら
し
さ
」

が
出
て
来
た
り
、
ま
た
な
ん
で
「
い
や
な
」
そ
れ
な
の
か
も
何
も
提
示
が
な
い
。
こ
れ
を
読
ん
で
「
な
る
ほ
ど
わ

か
っ
た
」
と
い
う
人
が
い
た
ら
、
ス
ゴ
い
。
俺
に
は
前
衛
現
代
詩
の
よ
う
に
難
解
で
あ
る
。

い
や
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
読
み
と
れ
る
こ
と
が
一
つ
あ
る
。「
白
石
か
ず
こ
も
私
の
よ
う
な
人
な
の
よ
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
化
学
反
応
の
ム
リ
ヤ
リ
さ
せ
た
結
果
出
て
来
る
の
は
、「
じ
つ
は
白
石

か
ず
こ
も
ど
う
も
理
解
を
超
え
た
人
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
な
ん
で
あ
る
。
こ
う
い
う
悪
口
の
書
き
方
も
あ
る
の

か
！

お
ま
け
に
、
気
難
し
い
現
代
女
流
詩
人
の
代
表
み
た
い
な
白
石
か
ず
こ
と
、『
て
ん
と
う
虫
の
サ
ン
バ
』
の

チ
ェ
リ
ッ
シ
ュ
と
が
、
同
じ
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
な
ん
ざ
、
ま
さ
に
前
衛
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
チ
ェ
リ
ッ
シ
ュ
の
名
が
―――
巨
匠
・
白
石
と
い
っ
し
ょ
に
言
及
さ
れ
て
い
る
か
ら
し
て
―――
高
め

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
白
石
が
―――
芸
能
人
ネ
タ
で
い
い
の
、
わ
る
い
の
ブ
ツ
ブ
ツ
言
っ
て
い

る
役
回
り
を
さ
せ
ら
れ
て
―――
こ
き
お
ろ
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

で
は
、
解
説
者
の
お
考
え
を
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
編
者
の
中
野
翠
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。『
た
し
か
な
好

悪
の
精
神
』
と
の
タ
イ
ト
ル
。
ん
？
「
た
し
か
な
」
っ
て
ど
う
い
う
意
味
だ
っ
た
っ
け
？

上
記
の
よ
う
な
前
衛

的
難
解
さ
の
謂
い
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。「
好
悪
」
は
ま
さ
に
「
皮
膚
感
覚
」
と
い
う
こ

と
な
ん
だ
ろ
う
。
中
野
翠
氏
曰
く
―――

ま
た
、
当
時
の
大
平
正
芳
首
相
を
け
な
す
の
に
、

「
権
勢
の
保
持
と
利
慾
に
し
か
頭
が
働
か
な
い
人
物
で
、
顔
と
来
た
ら
又
、
農
家
の
お
や
じ
で
、（
今

夜
は
地
主
ど
ん
の
家
で
酒
と
馳
走
が
出
る
が
、
あ
ま
り
早
く
行
っ
て
も
物
欲
し
そ
う
じ
ゃ
か
ら
一

寸
遅
れ
て
行
こ
う
わ
い
）
と
言
っ
て
出
か
け
る
感
じ
だ
」
―――
と
、
こ
う
で
あ
る
。
私
自
身
は
大
平
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氏
の
器
量
に
関
し
て
い
さ
さ
か
違
っ
た
印
象
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
の
く
だ
り
は
、
何
度
読
ん
で
も

笑
っ
て
し
ま
う
。
異
論
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
「
悪
態
の
芸
術
的
完
成
度
」
に
は
唸
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

同
書
、p.37

2

。

中
野
氏
は
や
は
り
前
衛
が
わ
か
る
人
ら
し
い
。「
芸
術
的
完
成
度
」
だ
っ
て
？

何
で
も
っ
て
そ
れ
を
「
計
量
」

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
突
飛
な
空
想
が
面
白
い
と
い
う
こ
と
ら
し
い
が
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
人
間
を
捉
ま

え
て
為
し
た
こ
ん
な
空
想
的
な
物
語
の
ど
こ
に
「
芸
術
」
が
あ
る
と
い
う
の
か
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
「
そ
の
感
じ
」

の
化
学
反
応
を
読
者
に
ま
ざ
ま
ざ
と
起
こ
さ
せ
る
の
が
芸
術
で
は
な
い
の
か
。
俺
に
は
週
刊
誌
的
低
俗
（
有
名
人

に
対
し
て
空
想
を
逞
し
ゅ
う
す
る
の
は
低
俗
週
刊
誌
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
あ
る
か
ら
し
て
）
と
し
か
思
わ
れ
な

い
大
平
正
芳
・
人
物
像
物
語
を
、
中
野
氏
は
何
故
に
「
芸
術
」
と
勘
違
い
で
き
る
の
か
。

ま
、「
戯
画
」
も
芸
術
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
「
大
平
正
芳
」
の
表
象
に
一
致
し
て
い
る
の
が
絵
の

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
あ
る
「
大
平
正
芳
」
と
い
う
文
字
列
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
「
戯
画
」
だ
ろ
う
か
？

中
野
氏
は
、
俺
に
は
理
解
不
能
の
難
解
な
文
学
が
わ
か
る
、
す
ば
ら
し
い
読
み
手
で
あ
る
。

俺
に
は
本
書
は
そ
の
難
解
ゆ
え
に
こ
そ
い
た
く
面
白
か
っ
た
。
週
刊
誌
の
ゴ
シ
ッ
プ
を
読
む
感
じ
で
面
白
か
っ

た
。
そ
し
て
こ
れ
を
「
芸
術
」
だ
と
評
す
る
文
学
の
専
門
家
が
い
る
こ
と
が
、
さ
ら
に
い
た
く
面
白
か
っ
た
。
つ

ま
り
「
皮
膚
感
覚
」
を
臆
面
な
く
書
き
散
ら
す
こ
と
の
で
き
る
個
性
と
、「
芸
術
」
精
神
と
に
心
底
驚
か
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
俺
な
ん
か
に
は
こ
ん
な
難
解
な
文
章
は
、
畏
れ
多
く
て
、
つ
ま
り
、
恥
ず
か
し
く
て
、
と
て
も
書
け

な
い
ん
だ
け
ど
、
森
茉
莉
は
ど
う
し
て
そ
れ
を
で
き
る
の
か
。

そ
こ
が
本
書
の
ス
ゴ
さ
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
、
容
姿
衰
え
た
大
年
増
女
優
が
映
画
で
大
胆
な
ヌ
ー
ド
を
披
露
し

て
く
れ
た
と
き
に
覚
え
る
よ
う
な
、「
こ
れ
、
ど
う
受
け
と
め
た
ら
イ
イ
の
？
」
テ
キ
驚
き
・
わ
か
ら
な
さ
・
前

衛
性
が
あ
る
。
そ
う
、
最
近
の
流
行
語
で
い
え
ば
、「
ド
ン
ビ
キ
」
す
る
く
ら
い
の
。
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「
こ
れ
が
あ
の
森
鷗
外
大
先
生
の
娘
さ
ん
、
―――
い
や
、
も
う
婆
さ
ん
な
ん
だ
け
ど
、
―――
の
本
？
」
―――
と

い
ま
再
び
考
え
て
、
理
解
出
来
た
。
本
書
は
『
週
刊
新
潮
』
に
連
載
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
あ
の
森
鷗
外
大

先
生
の
「
お
フ
ラ
ン
ス
至
上
主
義
」
的
令
嬢
―――
い
や
、
も
う
婆
さ
ん
な
ん
だ
け
ど
―――
が
、
な
ん
と
い
か
が
わ

し
い
週
刊
誌
に
お
書
き
に
な
っ
た
ら
し
い
ざ
ぁ
ま
す
よ
。
こ
れ
が
『
ベ
ス
ト
・
オ
ブ
・
ド
ッ
キ
リ
チ
ャ
ン
ネ
ル
』

の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。「
低
俗
」
も
バ
ッ
ク
に
あ
る
「
権
威
」
に
よ
っ
て
前
衛
「
芸
術
」
に
反
転
す
る
こ

と
が
あ
る
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
。

も
一
つ
、
俺
の
ホ
ン
ネ
と
し
て
言
う
と
、
こ
れ
こ
そ
文
化
人
の
「
老
い
」
が
も
た
ら
す
臆
面
の
な
さ
だ
と
思
う
。

老
人
が
死
ぬ
前
に
、
他
人
の
こ
と
を
思
い
や
る
こ
と
な
く
、
い
っ
ぺ
ん
（
て
ゆ
う
か
、
何
百
頁
に
も
わ
た
っ
て
休

む
こ
と
な
く
）
思
い
を
吐
き
出
し
て
お
き
た
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
。
老
人
と
は
そ
も
そ
も
短
気
で
身
勝
手

で
ワ
ガ
マ
マ
で
は
な
い
か
（「
老
い
て
悠
々
た
り
」
な
ん
て
ウ
ソ
で
あ
る
）。
自
分
の
感
覚
が
世
界
の
抱
く
表
象
だ

と
思
っ
て
疑
う
こ
と
が
な
い
。
つ
ま
り
子
供
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
俚
諺
に
「
老
人
は
子
供
に
か
え
る
」
と
い
う
の

が
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
至
言
で
あ
る
。

森
茉
莉
は
沢
田
研
二
、
萩
原
健
一
、
桃
井
か
お
り
が
お
気
に
入
り
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
俺
も
映
画
の
な
か
の

こ
の
三
人
の
味
が
好
き
で
あ
る
。
忍
者
ハ
ッ
ト
リ
君
の
フ
ァ
ン
で
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
で
、
ジ
ュ
リ
ー
、

シ
ョ
ー
ケ
ン
と
来
り
ゃ
、
松
田
優
作
に
つ
い
て
も
、
是
非
、
モ
リ
マ
リ
さ
ん
の
皮
膚
感
覚
の
前
衛
評
が
聞
き
た
か
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
パ
ン
と
牛
乳
を
飲
み
食
い
し
な
が
ら
女
と
性
交
で
き
る
、
松
田
優
作
の
あ
の
ぶ
っ
と
ん
だ
芸

風
が
、
俺
は
大
好
き
な
ん
で
あ
る
（「
な
ん
じ
ゃ
こ
り
ゃ
ー
」
な
ん
か
よ
り
も
遥
か
に
）。
お
、
こ
れ
こ
そ
森
茉
莉

風
、
皮
膚
感
覚
の
松
田
優
作
評
か
。

PostScriptum

言
わ
ず
と
も
お
察
し
だ
と
思
う
が
、
だ
か
ら
俺
は
森
茉
莉
の
『
ド
ッ
キ
リ
チ
ャ
ン
ネ
ル
』
が
好
き
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
人
、「
元
祖
ブ
ロ
ガ
ー
」
と
言
っ
て
も
よ
い
。
ま
っ
た
く
根
拠
無
し
に
好
き
勝
手
な
こ
と
を
言
い
捨
て
に
出

来
る
ブ
ロ
ガ
ー
。
俺
自
身
、
大
い
に
親
近
感
を
覚
え
る
ん
で
あ
る
（
と
て
も
モ
リ
マ
リ
さ
ん
に
は
適
わ
な
い
け
れ

ど
も
）。
で
も
、
こ
れ
で
彼
女
は
金
を
出
版
社
か
ら
受
け
取
っ
て
い
た
わ
け
だ
。
と
、
ム
ズ
ム
ズ
と
怒
り
が
込
み

上
げ
て
来
る
の
は
俺
だ
け
か
。

N
ov.

15,
2
0
11.

内
閣
法
制
局
『
基
本
法
令
用
語
』

仕
事
で
契
約
書
な
ど
の
内
容
確
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
ま
た
特
許
法
な
ど
の
条
文
を

読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
い
う
事
情
で
法
令
用
語
の
基
本
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
て
来
た
。
内
閣

法
制
局
が
『
基
本
法
令
用
語
』
と
い
う
も
の
を
纏
め
て
い
て
、
こ
れ
が
大
き
な
指
針
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
見

る
と
、
法
律
に
照
ら
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
本
語
文
（
契
約
書
な
ど
。
以
下
、
仮
に
「
法
的
文
書
」

と
し
て
お
く
）
は
、
一
種
独
特
の
文
体
を
な
し
て
お
り
、
論
理
的
正
確
性
を
担
保
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
「
符

牒
」
を
決
め
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

た
と
え
ば
、
法
的
文
書
に
お
い
て
は
「
場
合
」、「
と
き
」、「
時
」
は
、
厳
格
に
使
い
分
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。「
場
合
」、「
と
き
」
は
仮
定
的
条
件
を
示
し
、「
時
」
は
一
定
の
時
刻
を
示
す
。
こ
こ
で
、
仮
定
的
条
件
が
二

つ
あ
る
時
、
よ
り
大
き
な
条
件
を
「
場
合
」
で
、
小
さ
い
条
件
を
「
と
き
」
で
示
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

「
と
き
」
と
「
時
」
は
表
記
の
違
い
で
し
か
な
い
の
に
、
決
定
的
な
意
味
論
的
差
異
を
付
加
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
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あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
、「
及
び
」、「
並
び
に
」、「
又
は
」、「
若
し
く
は
」
と
い
っ
た
接
続
詞
も
法
的
文
書
で
は
か

な
り
厳
格
に
用
い
ら
れ
る
。「A

及
びB

若
し
く
はC

又
はD

」
と
い
う
記
述
は
、“(

(
A
a
n
d
B
)
o
r
C
)
o
r

D”

と
い
う
論
理
条
件
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
法
的
文
書
の
用
語
・
統
辞
法
は
、
甲
・
乙
で
相
互
に
確
実
な
理
解
を
共
有
す
る
た

め
の
工
夫
、
ル
ー
ル
で
あ
っ
て
、
こ
の
あ
り
方
そ
の
も
の
は
ど
ん
な
文
章
に
も
つ
い
て
回
る
意
味
論
上
の
基
本
的

属
性
・
指
向
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
基
本
法
令
用
語
』
は
、
措
辞
と
い
う
も
の
が
、
固
定
的
意
味
を
、
本
来
的
に
、
そ

れ
そ
の
も
の
と
し
て
、
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
本
質
的
に
は
「
あ
る
条
件
の
も
と
で
そ
れ
に
付
加
し
た
取
り

決
め
を
学
ば
な
け
れ
ば
現
実
的
意
味
を
な
さ
な
い
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
余
り
あ
る
。「
文
体
」、「
様
式
」

と
は
、
こ
う
い
う
統
辞
的
・
語
彙
的
ル
ー
ル
を
含
む
書
記
法
の
多
様
な
統
制
の
総
体
を
、「
文
学
的
」
あ
る
い
は

「
美
学
的
」
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
ル
ー
ル
と
し
て
の
言
語
の
あ
り
方
は
「
法
的
文
書
」
特
有
の
属
性
だ
と
思
う
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

私
は
違
う
と
思
う
。
文
学
を
は
じ
め
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
行
為
は
言
葉
の
辞
書
的
意
味
以
外
の
意
義
を
担
わ

さ
れ
て
い
る
。「
辞
書
的
意
味
」
と
い
う
の
は
「
製
品
の
設
計
書
」
の
よ
う
な
も
の
で
、「
実
際
の
製
品
」
で
あ
る

実
際
使
用
の
言
葉
に
お
い
て
は
、
別
途
意
義
づ
け
ら
れ
た
意
味
の
ほ
う
が
む
し
ろ
イ
ン
パ
ク
ト
が
大
き
い
。
そ
し

て
、
別
途
の
意
義
づ
け
が
あ
る
統
制
を
有
し
て
い
る
と
き
「
文
体
」
と
か
「
様
式
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

世
の
中
に
は
「
文
体
」
を
作
家
の
体
臭
の
よ
う
な
「
個
性
」
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
結
構
い
る
。「
文
は
人
な

り
」
と
い
う
言
を
無
邪
気
に
信
じ
て
い
る
人
の
こ
と
。
ま
、「
感
性
」
は
人
の
勝
手
で
は
あ
る
。
私
は
違
う
と
思

う
。「
文
体
」
と
は
感
覚
的
個
性
な
ど
で
は
な
く
、
作
家
な
い
し
時
代
の
統
辞
・
範
列
の
言
語
的
統
制
で
あ
っ
て
、

人
間
の
顔
の
よ
う
な
特
徴
で
は
な
く
知
的
「
ル
ー
ル
」
な
の
で
あ
る
。

仮
名
遣
い
・
表
記
に
つ
い
て
、「
漢
字
で
書
け
る
物
は
何
で
も
漢
字
で
書
け
ば
意
味
が
明
ら
か
に
成
る
の
で
善

い
」
な
ど
と
し
た
り
顔
で
言
う
人
が
い
る
。
歴
史
的
仮
名
遣
い
こ
そ
が
伝
統
で
あ
り
そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
正
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し
い
国
語
の
在
り
方
だ
と
主
張
し
、
実
践
す
る
人
た
ち
で
あ
る
。
字
音
仮
名
遣
い
の
煩
わ
し
さ
か
ら
逃
れ
ら
れ
る

か
ら
こ
ん
な
極
付
け
を
す
る
わ
け
で
あ
る
。「
時
」
も
「
と
き
」
も
等
価
だ
と
断
言
す
る
よ
う
な
彼
ら
は
、
シ
ビ

ア
な
法
的
文
書
な
ん
か
に
関
わ
り
の
な
い
学
生
さ
ん
み
た
い
な
暢
気
な
人
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
、
人
の
勝
手

で
は
あ
る
。「
勝
手
」
と
い
う
の
は
、「
相
手
」
な
い
し
「
公
」
に
対
す
る
責
任
を
意
識
し
な
い
で
済
む
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
唯
我
独
尊
。
で
も
、
世
の
中
も
、
文
学
も
、
そ
れ
で
通
用
す
る
ほ
ど
甘
く
な
い
。
仮
名
遣
い
・
表

記
も
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
「
ル
ー
ル
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
「
時
」
と
「
と
き
」
の
よ
う
に
あ
る
場
合

に
は
万
人
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
重
大
な
意
味
論
的
差
異
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

M
ay

19,
2
0
11.
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吉
岡
実
の
散
文
集

『
吉
岡
実
散
文
抄
―――
詩
神
が
住
ま
う
場
所
』
と
い
う
本
を
丸
善
の
棚
で
見
つ
け
、
思
わ
ず
買
い
求
め
た
。
思

潮
社
か
ら
「
詩
の
森
文
庫
」
と
い
う
新
書
版
シ
リ
ー
ズ
が
出
て
い
る
の
を
知
っ
た
。

吉
岡
実
は
間
違
い
な
く
戦
後
の
も
っ
と
も
重
要
な
詩
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
私
も
学
生
時
代
に
『
僧
侶
』
や
『
神

秘
的
な
時
代
の
詩
』
を
読
ん
だ
。
猥
雑
で
あ
り
な
が
ら
硬
質
で
、
先
鋭
で
、
ま
た
「
意
味
も
な
く
」
笑
っ
て
し
ま

う
よ
う
な
お
か
し
み
も
あ
る
。

四
人
の
僧
侶

庭
園
を
そ
ぞ
ろ
歩
き

と
き
に
黒
い
布
を
巻
き
あ
げ
る

棒
の
形

憎
し
み
も
な
し
に

若
い
女
を
叩
く

こ
う
も
り
が
叫
ぶ
ま
で

一
人
は
食
事
を
つ
く
る

一
人
は
罪
人
を
探
し
に
ゆ
く

一
人
は
自
瀆

一
人
は
女
に
殺
さ
れ
る詩

『
僧
侶
』
よ
り
、『
吉
岡
実
詩
集
』
思
潮
社
、
現
代
詩
文
庫14

、19
6
8

年
、p.2

3

。

い
か
が
わ
し
い
蘭
の
か
ら
ま
る
少
女
た
ち

夜
景
を
ま
わ
る
夜
警
た
ち
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そ
の
市
松
模
様

暑
い
夏
が
く
る
ま
で

蛇
行
セ
レ
モ
ニ
イ

黒
く
な
る
べ
き
孔
雀

白
く
な
る
べ
き
ポ
ス
タ
ー

い
つ
赤
く
な
る
？

詩
『
神
秘
的
な
時
代
の
詩
』
よ
り
、
吉
岡
実
『
神
秘
的
な
時
代
の
詩
』
書
肆
山
田
、19

7
6

年
、p.6

8

。

『
吉
岡
実
散
文
抄
』
は
、
内
容
的
に
は
雑
誌
か
ら
乞
わ
れ
て
書
い
た
あ
ん
ま
り
文
学
的
で
な
い
エ
ッ
セ
ー
が
ほ

と
ん
で
あ
り
、
私
に
は
こ
の
大
詩
人
の
秘
密
を
解
く
鍵
は
残
念
な
が
ら
見
い
出
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
帝
國
陸

軍
の
輜
重
兵
だ
っ
た
彼
の
目
に
見
え
た
満
州
の
光
景
が
『
苦
力
』
に
形
象
し
て
い
る
こ
と
や
、
西
脇
順
三
郎
の
詩

に
吉
岡
自
身
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
、
詩
人
が
現
代
俳
句
に
傾
倒
し
た
こ
と
、
会
社
（
筑
摩
書
房
）
が
倒
産
し
て

職
安
に
通
っ
た
こ
と
、
浅
草
の
ス
ト
リ
ッ
プ
小
屋
に
齧
り
付
い
て
い
た
こ
と
な
ど
、
た
い
へ
ん
興
味
深
か
っ
た
。

現
代
詩
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
人
が
い
る
。
確
か
に
超
現
実
的
な
形
象
が
あ
ふ
れ
、
日
常
的
リ
ア
リ
テ
ィ
に
弛

緩
し
た
精
神
に
と
っ
て
は
た
わ
ご
と
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
も
、
詩
が
「
わ
か
る
」
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
。「
そ
う
だ
そ
う
だ
」、
あ
る
い
は
「
あ
る
あ
る
」
と
共
感
で
き
る
こ
と
、
も
し
く
は
「
い
い
な
あ
」
と
感

じ
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。

吉
岡
の
次
の
言
説
は
、
思
う
に
、
短
い
が
彼
の
詩
精
神
の
核
心
を
突
く
も
の
だ
。
そ
し
て
、
出
来
合
い
の
感
情

や
自
然
表
象
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
す
る
現
代
詩
が
、
本
質
的
に
備
え
る
「
わ
か
ら
な
さ
」
の
理
由
で
も
あ
る
。

詩
は
感
情
の
吐
露
、
自
然
へ
の
同
化
に
向
か
っ
て
、
水
が
低
き
に
つ
く
よ
う
に
、
な
が
れ
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
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吉
岡
実
『
吉
岡
実
散
文
抄
―――
詩
神
が
住
ま
う
場
所
』
思
潮
社
、2

0
0
6

年
、p.8

2

。

現
代
詩
「
は
」
わ
か
ら
な
い
と
い
う
人
は
、
お
そ
ら
く
、
吉
岡
が
言
う
と
お
り
「
水
が
低
き
に
つ
く
よ
う
に
、
な

が
れ
」
な
い
と
気
が
済
ま
な
い
か
、
詩
や
文
学
を
食
べ
物
か
な
に
か
と
勘
違
い
し
て
い
る
。
思
う
に
、
絵
画
、
映

画
、
ひ
い
て
は
音
楽
さ
え
を
も
、
食
べ
て
そ
の
味
に
つ
い
て
云
々
し
た
が
る
。「
こ
の
シ
ー
ン
は
非
現
実
的
」、「
こ

の
絵
な
ん
か
気
持
ち
悪
い
」、「
こ
こ
の
不
協
和
音
は
耳
障
り
だ
」、
と
か
な
ん
と
か
。
藝
術
作
品
を
感
覚
的
に
「
味

わ
う
」
人
た
ち
。

そ
う
い
う
人
た
ち
は
、
評
価
の
定
ま
っ
た
作
品
に
つ
い
て
の
他
人
の
感
じ
方
を
鵜
呑
み
に
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を

自
分
の
感
覚
だ
と
勘
違
い
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
多
い
。
そ
の
場
合
、
古
典
、
海
外
作
品
、
新
し
い
作
品

を
ま
ず
自
分
の
目
で
評
価
で
き
な
い
。
よ
っ
て
「
わ
か
ら
な
い
」、「
つ
ま
ら
な
い
」、「
こ
ん
な
の
文
学
で
は
な
い
」

に
至
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
も
享
受
の
仕
方
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
出
来
合
い
の
感
じ
方
を
超

越
し
た
世
界
・
次
元
が
あ
る
の
だ
。

現
代
詩
の
あ
る
本
質
を
ロ
シ
ア
の
文
藝
学
者
・
ユ
ー
リ
ィ
・
ト
ゥ
イ
ニ
ャ
ー
ノ
フ
は
う
ま
く
述
べ
て
い
る
。
一

九
二
九
年
に
書
か
れ
た
文
章
だ
。

今
日
、
詩
に
つ
い
て
書
く
の
は
、
詩
を
書
く
の
と
ほ
ぼ
ひ
と
し
く
む
ず
か
し
い
。
わ
れ
わ
れ
の
時
代

の
悪
循
環
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
詩
は
ま
す
ま
す
少
な
く
な
り
、
実
際
、
確
実
に
存
在
し
て

い
る
の
は
、
詩
で
は
な
く
詩
人
た
ち
な
の
で
あ
る
。

『
過
渡
期
の
詩
人
た
ち
』
―――
『
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
文
学
論
集
２
』
所
収
、

せ
り
か
書
房
、19

8
2

年
、p.2

6
7

。

現
代
詩
と
い
う
も
の
が
そ
の
文
法
と
言
葉
を
そ
の
つ
ど
組
み
立
て
直
し
、
そ
し
て
読
者
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
―――
そ
う
い
う
こ
と
を
こ
れ
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
書
く
こ
と
だ
け
で
な
く
読
む
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こ
と
が
真
に
創
造
的
で
あ
る
時
代
の
到
来
を
告
げ
て
い
る
の
だ
。
当
然
、
自
己
の
日
常
を
越
え
て
再
度
経
験
を
組

み
立
て
な
け
れ
ば
、
理
解
で
き
る
わ
け
が
な
い
。
ま
た
理
解
で
き
る
と
も
限
ら
な
い
。

June
11,

2
0
0
6.

鷲
巣
繁
男
詩
集

少
年
は
古
代
希
臘
に
生
ま
れ
た
。
あ
る
日
空
か
ら
隕
石
が
降
る
の
を
認
め
、
海
濱
で
そ
の
破
片
を
拾
ふ
。
そ
の

神
祕
な
手
觸
り
に
囚
は
れ
續
け
て
生
涯
を
終
へ
る
。
彼
は
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
正
敎
司
祭
に
轉
生
し
た
。
隕
石
を
持

ち
續
け
て
ゐ
た
。
東
羅
馬
帝
國
を
步
き
、
露
西
亞
帝
國
を
步
き
、
野
垂
れ
死
ん
だ
。
彼
は
大
正
の
日
本
に
轉
生
し

た
。
關
東
大
地
震
で
母
と
弟
を
亡
く
し
た
と
き
隕
石
を
懷
に
し
ま
つ
て
ゐ
た
。
少
年
は
そ
の
後
、
工
場
勞
働
者
と

し
て
働
き
、
長
じ
て
兵
隊
と
な
つ
て
中
國
江
南
を
步
き
、
戰
場
で
こ
の
世
の
地
獄
を
見
た
。
捕
虜
と
し
て
捕
ら
は

れ
た
中
國
の
詩
人
に
邂
逅
し
、
中
國
人
へ
の
友
情
の
證
に
、
軍
囊
に
祕
藏
し
た
隕
石
を
そ
つ
と
見
せ
た
…
…

こ
れ
は
詩
人
・
鷲
巣
繁
男（19

15–
19
8
2

）
を
思
う
と
き
俺
の
頭
に
飛
来
し
た
物
語
。
彼
の
古
代
の
息
吹
に
満
ち
た

晦
渋
な
詩
集
は
ま
る
で
、
こ
の
隕
石
の
よ
う
な
秘
蹟
を
秘
め
て
い
る
。『
定
本
鷲
巣
繁
男
詩
集
』19

7
6

年
、
国
文
社

刊
を
再
読
。Д

аниил
В
асилиский

ダ
ニ
ー
ル
・
ワ
シ
リ
ー
ス
キ
ー
の
神
秘
の
書
。
わ
が
心
の
中
の
カ
テ
ド
ラ
ル
。

Ο
Κ
Α
Θ
Ε
Δ
Ρ
ΙΟ
Σ
Ν
Α
Ο
Σ
Σ
Τ
Η
Ψ
Υ
Χ
Η
Μ
Ο
Υ
.
С
тихотворения.

Т
Р
Е
Т
Ь
Я

К
Н
И
ГА

Д
А
Н
И
И
Л
А

В
.
19
6
7–
19
7
0

。
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鷲
巣
繁
男
の
経
歴
は
日
本
の
多
く
の
文
学
者
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
大
学
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
は
無
縁
で
、
商

業
高
校
を
卒
業
し
た
あ
と
工
場
で
働
き
、
志
願
し
て
中
国
大
陸
で
の
戦
争
に
征
き
、
戦
後
は
北
海
道
で
開
拓
に
従

事
し
た
。
そ
の
か
た
わ
ら
古
典
ギ
リ
シ
ア
、
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
に
思
い
を
馳
せ
、
ギ
リ
シ
ア
語
、
ロ
シ
ア
語
、
教
会

ス
ラ
ヴ
語
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、
エ
ト
セ
ト
ラ
エ
ト
セ
ト
ラ
の
こ
と
ば
と
作
品
を
独
学
で
学
び
、
詩
人
と
な
っ
た
。
中

国
大
陸
で
の
思
い
を
記
し
た
漢
詩
ま
で
も
書
い
て
い
る
。

邊
塞
風
雲
暗

戎
衣
又
是
新

蕭
蕭
連
雨
路

默
默
遠
征
人

懷
昔
抱
愁
夢

仰
天
感
太
玄

落
花
春
又
過

醪
酒
醉
靑
春

『
定
本
鷲
巣
繁
男
詩
集
』
国
文
社
、19

7
6

年
、p.534

。

こ
の
五
言
律
詩
は
、
孤
平
が
あ
っ
た
り
脚
韻
が
一
貫
し
て
い
な
か
っ
た
り
と
若
干
の
瑕
疵
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
風

雲
凛
と
ひ
ろ
が
る
風
格
が
あ
る
。
蕭
蕭
タ
リ
連
雨
ノ
路
、
默
默
タ
リ
遠
征
ノ
人
、
昔
ヲ
懷
ヒ
テ
愁
夢
ヲ
抱
キ
、
天

ヲ
仰
ギ
テ
太
玄
ヲ
感
ズ
。
こ
れ
は
俺
の
読
み
下
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
見
事
な
対
句
で
あ
る
。
新
た
な
戦
闘
の
た
め

軍
服
に
袖
を
通
し
つ
つ
暗
澹
た
る
玄
空
を
眺
め
る
述
懐
だ
が
、
中
国
と
の
戦
争
を
闘
い
な
が
ら
も
漢
詩
を
詠
む
日

本
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
俺
の
究
極
の
詩
人
像
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
戦
線
で
友
人
と
な
っ
た
中
国
の
詩
人
に
そ
っ

と
見
せ
た
隕
石
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

俺
は
こ
の
詩
集
を
、
大
学
二
年
の
と
き
に
鷲
巣
繁
男
の
訃
報
を
聞
い
て
か
ら
、
し
ば
ら
く
探
し
ま
わ
っ
て
、
会

社
に
入
っ
た
一
九
八
八
年
に
神
保
町
の
古
書
店
で
や
っ
と
手
に
入
れ
た
。
本
書
は
日
本
の
書
物
と
し
て
は
珍
し
く
、

目
次
が
巻
末
に
あ
る
。
こ
れ
が
ロ
シ
ア
の
本
に
倣
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
は
、
俺
の
よ
う
な
ロ
シ
ア

文
学
の
学
徒
だ
け
だ
と
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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も
う
鷲
巣
繁
男
の
よ
う
な
古
代
に
嵌
入
す
る
聲
は
い
ま
の
日
本
で
は
聞
か
れ
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
に
つ
け
、

彼
の
詩
を
ア
ポ
カ
リ
プ
ス
の
よ
う
な
感
覚
で
再
読
す
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。

July
18,

2
0
17.

鈴
木
し
づ
子
『
夏
み
か
ん
酢
つ
ぱ
し
い
ま
さ
ら
純
潔
な
ど
』

本
阿
弥
書
店
刊
行
の
俳
句
雑
誌
『
俳
壇
』
に
「
ま
ん
が
・
夭
折
俳
人
伝
」
と
い
う
連
載
が
あ
り
、
二
〇
一
七
年

三
月
号
の
題
材
は
鈴
木
し
づ
子
だ
っ
た
。
村
上
護
の
原
案
、
長
谷
部
徹
の
作
画
で
あ
る
。

鈴
木
し
づ
子
（19

19–

不
明
）
は
「
娼
婦
俳
人
」
と
い
う
異
称
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
。
戦
中
・
戦
後
の
混
沌
と

し
た
時
代
背
景
の
な
か
で
、
恋
に
破
れ
た
果
て
に
米
兵
相
手
に
体
を
売
り
な
が
ら
、
作
句
を
続
け
た
女
流
で
あ
る
。

俳
壇
史
の
な
か
で
異
色
の
昏
い
輝
き
を
放
っ
て
い
る
。

『
俳
壇
』
に
彼
女
の
伝
記
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
と
彼
女
の
作
風
と
を
妻
に
教
え
て
も
ら
っ
て
は
じ
め
て
、
鈴
木

し
づ
子
の
名
を
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
妻
が
会
社
蔵
書
か
ら
鈴
木
し
づ
子
『
夏
み
か
ん
酢
つ
ぱ
し
い
ま
さ
ら
純

潔
な
ど
』（
河
出
書
房
新
社
、2

0
0
9

年
刊
）
を
借
り
て
来
て
く
れ
た
。
書
の
題
名
は
彼
女
の
一
句
で
あ
る
。
彼
女

が
世
に
問
う
た
二
冊
の
句
集
『
春
雷
』、『
指
環
』
を
収
録
す
る
。
帯
の
椎
名
林
檎
の
推
薦
文
が
眼
を
惹
く
。

俳
句
を
詠
む
女
は
珍
し
く
な
い
。
体
を
売
る
女
は
、
同
様
に
、
珍
し
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
つ
の
珍
し

く
な
い
属
性
の
集
合
が
重
な
る
と
こ
ろ
は
、
ど
う
も
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
ら
し
い
。
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鈴
木
し
づ
子
は
、
戦
後
ま
も
な
い
時
代
に
性
愛
を
詠
う
句
集
で
当
時
か
な
り
の
評
判
を
と
っ
た
。
そ
も
そ
も
売

れ
な
い
句
集
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
重
版
さ
れ
た
こ
と
自
体
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
現
在
で

は
彼
女
の
名
は
伝
説
的
扱
い
を
受
け
て
い
る
。

ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
文
藝
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
読
者
を
呼
び
寄
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
当
時
の
彼
女
の
名
声
も

あ
る
意
味
で
そ
の
性
質
が
濃
い
と
思
わ
れ
、
ま
た
彼
女
自
身
も
そ
れ
を
意
図
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
俳
人
像
を

作
り
上
げ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

何
は
と
も
あ
れ
、
ど
う
い
う
句
を
残
し
た
か
と
い
う
こ
と
。
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
、
み
ち
な
ら
ぬ
情
事
、
性
愛

の
透
け
て
見
え
る
句
が
、
鈴
木
し
づ
子
の
代
表
句
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。

肉
感
に
浸
り
ひ
た
る
や
熟
れ
石
榴

（p.10
1

）

ま
ぐ
は
ひ
の
し
づ
か
な
る
あ
め
居
と
り
ま
く

（p.10
5

）

裸
か
身
や
股
の
血
脈
あ
を
く
引
き

（p.10
6

）

情
慾
や
乱
雲
と
み
に
か
た
ち
変
へ

（p.10
6

）

黒
人
と
踊
る
手
さ
き
や
さ
く
ら
散
る

（p.116

）

花
の
夜
や
異
国
の
兵
と
指
睦
び

（p.116

）

菊
白
し
得
た
る
代
償
ふ
と
こ
ろ
に

（p.117

）

娼
婦
ま
た
よ
き
か
熟
れ
た
る
柿
食
う
ぶ

（p.117

）

霙
れ
け
り
人
よ
り
貰
ふ
銭
の
額

（p.117

）

葉
の
蔭
に
は
づ
す
耳
環
や
汗
ば
み
て

（p.12
1

）

夏
み
か
ん
酢
つ
ぱ
し
い
ま
さ
ら
純
潔
な
ど

（p.138
）

句
集
『
指
環
』
よ
り
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―――
鈴
木
し
づ
子
『
夏
み
か
ん
酢
つ
ぱ
し
い
ま
さ
ら
純
潔
な
ど
』
河
出
書
房
新
社
、2

0
0
9

年
。

「
乱
雲
と
み
に
か
た
ち
変
へ
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
抒
情
的
主
体
は
自
ら
乱
脈
を
自
覚
し
て

い
た
。
だ
が
、「
娼
婦
ま
た
よ
き
か
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
倫
理
的
後
ろ
め
た
さ
な
ど
は
な
い
。「
い
ま
さ
ら
純

潔
な
ど
」
と
い
う
昏
い
自
嘲
が
ほ
ん
の
り
と
混
じ
る
が
、
女
性
ら
し
い
慎
み
、
恥
じ
ら
い
は
な
い
。
ま
し
て
や
明

る
さ
も
な
い
。「
葉
の
蔭
に
は
づ
す
耳
環
」
と
は
、「
あ
ん
た
屋
外
で
も
客
を
取
っ
た
ん
で
す
か
」
み
た
い
な
と
こ

ろ
が
あ
る
。「
熟
れ
石
榴
」
な
ど
と
い
う
女
陰
の
比
喩
は
、
む
し
ろ
グ
ロ
テ
ス
ク
で
あ
っ
て
、
間
違
い
な
く
男
性

的
視
線
に
よ
る
も
の
だ
。

つ
ま
り
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
モ
チ
ー
フ
を
扱
う
に
お
い
て
、
女
性
の
内
面
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
男
性
の
外

か
ら
の
視
線
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
頽
廃
の
女
性
と
い
う
よ
り
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
職
業
男
性
の
視
線
を
感

じ
る
。「
徹
宵
に
の
ぞ
む
手
袋
は
め
に
け
り
」
―――
仕
事
で
「
徹
宵
に
の
ぞ
む
」
と
き
の
、
手
の
一
瞬
の
動
作
に

眼
を
留
め
る
の
は
、
職
業
人
の
リ
ア
リ
テ
ィ
だ
ろ
う
。
実
際
、
彼
女
は
「
み
づ
か
ら
堕
ち
」
る
前
は
、
戦
中
の
若

い
女
性
と
し
て
は
極
め
て
珍
し
く
、
工
場
の
設
計
技
師
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
歴
が
娼
婦
の
乱
倫
に
設
計
用
具
の
硬

質
を
加
味
し
て
い
る
。

「
炎
天
の
葉
智
慧
灼
け
り
壕
に
佇
つ
」
―――
終
戦
を
迎
え
て
宮
城
の
「
壕
に
佇
つ
」
句
の
情
景
に
は
、
女
性
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
闘
い
に
敗
れ
た
兵
士
こ
そ
が
相
応
し
い
。
陛
下
の
勅
語
に
聴
き
入
る
一
般
的
な
女
性
像
は
、

お
そ
ら
く
は
正
坐
で
あ
る
。「
防
諜
と
貼
ら
れ
氷
室
へ
つ
づ
く
廊
」
―――
軍
需
工
場
の
廊
下
に
貼
ら
れ
た
「
防
諜
」

（
軍
事
機
密
保
持
）
の
注
意
喚
起
の
張
紙
か
ら
日
常
が
裂
け
て
ゆ
く
、
こ
の
痺
れ
る
よ
う
な
俳
味
は
、
と
て
も
女

人
の
領
域
と
は
思
わ
れ
な
い
。

女
性
的
嫋
嫋
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
と
も
に
、
硬
派
な
男
性
的
視
線
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
俳
味
。
設
計
図
面

を
引
く
白
皙
の
手
（「
徹
宵
に
の
ぞ
む
手
袋
は
め
に
け
り
」）
が
黒
人
米
兵
と
の
愛
欲
の
営
み
の
手
（「
黒
人
と
踊

る
手
さ
き
や
さ
く
ら
散
る
」）
に
入
れ
替
わ
る
、
そ
う
い
う
目
眩
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
。
こ
う
し
た
こ
と
こ
そ
が
鈴

165



木
し
づ
子
の
魅
力
だ
と
思
う
。
好
き
な
句
を
あ
げ
て
お
く
。

夜
半
さ
め
て
障
子
の
桟
に
匂
ふ
あ
め

（p.2
8

）

昃
か
げ
る
梅
ま
ろ
き
手
鏡
ふ
と
こ
ろ
に

（p.2
9

）

つ
ゆ
ざ
む
の
み
な
ぞ
こ
草
の
ゆ
る
る
の
み

（p.4
2

）

防
諜
と
貼
ら
れ
氷
室
へ
つ
づ
く
廊

（p.4
9

）

（
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
皇
軍
つ
ひ
に
降
る
）

炎
天
の
葉
智
慧
灼
け
り
壕
に
佇
つ

（p.51

）

あ
き
の
あ
め
図
面
の
あ
や
ま
り
た
だ
さ
る
る

（p.6
1

）

菊
活
け
し
指
も
て
消
し
ぬ
閨
の
燈
を

（p.6
5

）

徹
宵
に
の
ぞ
む
手
袋
は
め
に
け
り

（p.7
3

）

暖
房
の
お
よ
ば
ぬ
隅
に
着
更
へ
す
る

（p.7
3

）

た
ん
た
ん
と
降
る
月
光
げ
よ
玻
璃
き
づ
つ
く

（p.8
9

）

凍
蝶
に
蹤
き
て
日
蔭
を
出
で
に
け
り

（p.132

）

暦
日
や
み
づ
か
ら
堕
ち
て
向
日
葵
黄

（p.14
3

）

同
書
。

鈴
木
し
づ
子
は
、
終
戦
直
後
の
混
乱
の
な
か
で
二
つ
の
句
集
を
出
し
て
、
俳
句
だ
け
が
「
こ
の
世
の
未
練
」
と

言
い
残
し
て
、
忽
然
と
姿
を
消
し
た
。

June
14,

2
0
17.
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ダ
ン
テ
『
神
曲
』、
グ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
『
中
世
文
化
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
』

今
日
、二
月
十
一
日
は
紀
元
節
。
皇
紀
二
千
六
百
七
十
四
年
で
あ
る
。
ダ
ン
テ
・
ア
リ
ギ
エ
ー
リ『
神
曲D

ivina
C
om

m
edia

』
に
つ
い
て
。
紀
元
節
と
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
無
関
係
な
の
だ
が
。

«D
ivina

C
om

m
edia»

は
も
と
も
と
た
だ
単
に«C

om
m
edia»

喜
曲
と
い
う
名
だ
っ
た
ら
し
い
。
地
獄
の
暗
澹

た
る
絵
で
は
じ
ま
り
天
に
上
る
幸
福
感
で
結
末
を
迎
え
る
と
い
う
意
味
で
、
終
わ
り
よ
け
れ
ば
の
古
典
的
命
名
と

し
て
の
「
喜
劇
」。
そ
れ
で
も
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
世
の
書
か
れ
た
人
間
的
ド
ラ
マ
は
、

ど
ん
な
に
悲
惨
で
あ
ろ
う
と
も
、
全
知
全
能
の
神
に
と
っ
て
は
喜
劇
の
よ
う
な
も
の
。
そ
う
い
う
諧
謔
的
ニ
ュ
ア

ン
ス
で
捉
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
か
？

「
こ
こ
を
過
ぎ
て
悲
し
み
の
　ま

ち市　
」
と
は
太
宰
治
の
短
編
『
道
化
の
華
』
の
書
き
出
し
で
、
こ
れ
は
『
神
曲
』
地
獄

篇
第
三
曲
の
冒
頭
に
あ
る
地
獄
の
門
の
銘
の
ひ
と
つ
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
学
生
の
こ
ろ
か
ら
熱
心
に
読
ん
で
来

た
プ
ー
シ
キ
ン
に
も
、
ダ
ン
テ
か
ら
の
引
用
が
数
多
く
読
み
取
れ
る
。
学
生
時
代
の
私
も
そ
の
背
景
を
「
勉
強
」

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
、
岩
波
文
庫
の
古
色
蒼
然
と
し
た
山
川
丙
三
郎
訳
『
神
曲
』
を
手
に
取
っ
た
。
な

ん
と
か
読
み
通
し
た
。
で
も
、
ほ
と
ん
ど
心
に
響
い
て
来
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
就
職
し
て
十
年
間
は
電
子
計
算
機
に
こ
き
使
わ
れ
、
労
働
基
準
法
な
ど
お
か
ま
い
な
し
の
労
働
地
獄

に
落
と
さ
れ
、
身
も
心
も
削
っ
た
。「
文
学
」
な
ん
て
贅
沢
の
出
来
な
い
精
神
状
態
を
突
っ
走
り
、
読
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
大
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
、U

N
IX

、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
通
信
の
技
術
書
、
シ
ス
テ
ム
工
学
書
ば
か

り
だ
っ
た
。
ロ
シ
ア
語
も
フ
ラ
ン
ス
語
も
ギ
リ
シ
ア
語
も
頭
っ
か
ら
ス
パ
ー
と
抜
け
去
っ
て
、
代
わ
り
に
ア
セ
ン

ブ
ラ
、C

/C
+
+

、PL/I

な
ど
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
や
金
の
計
算
で
頭
を
占
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
青
春
時

代
に
形
作
ら
れ
た
と
勝
手
に
思
っ
て
い
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
ど
吹
き
飛
ん
で
、
私
は
た
だ
の
一
介
のD

igital
Labor

に
成
り
果
て
て
い
た
。0

か1

のD
igitalLabor

。

そ
ん
な
と
き
心
身
と
も
に
壊
れ
て
入
院
。
医
者
か
ら
物
珍
し
げ
な
口
調
で
「
テ
ー
ベ
ー
で
す
ね
」
の
診
断
。
肺
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結
核
。
で
、
川
崎
市
武
蔵
小
杉
の
大
学
病
院
か
ら
東
京
都
瀬
田
に
あ
る
結
核
病
棟
に
隔
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
長

期
欠
勤
の
お
か
げ
で
給
料
が
ゴ
ミ
の
よ
う
な
基
本
給
し
か
出
な
い
ば
か
り
か
、
保
険
や
ら
何
や
ら
の
諸
処
の
天
引

き
で
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
、
逆
に
不
足
分
を
直
ち
に
振
り
込
め
と
会
社
の
経
理
部
か
ら
妻
が
催
促
さ
れ
る
。
会
社
と

い
う
も
の
に
憎
悪
を
覚
え
た
。
否
、
こ
ん
な
事
態
で
も
き
っ
ち
り
源
泉
徴
収
し
や
が
る
国
・
自
治
体
に
心
の
底
か

ら
憎
悪
を
覚
え
た
。
こ
の
十
年
間
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
か
？

こ
ん
な
古
風
な
伝
染
病
に
や
ら
れ
た
か
ら
に
は
、
当
分
娑
婆
に
は
出
ら
れ
な
い
と
覚
悟
し
た
。
ま
た
文
学
書
を

手
に
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ふ
た
た
び
ロ
シ
ア
書
の
頁
を
繰
る
よ
う
に
な
っ
た
。
病
床
に
ノ
ー
ト
Ｐ
Ｃ
を
持
ち
込

ん
で
、
ロ
シ
ア
語
を
扱
う
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
を
、
今
度
は
寿
岳

文
章
に
よ
る
新
し
い
訳
で
読
む
こ
と
に
な
っ
た
。

ひ
と
の
世
の
旅
路
の
な
か
ば
、
ふ
と
気
が
つ
く
と
、
私
は
ま
す
ぐ
な
道
を
見
失
い
、
暗
い
森
に
迷
い

こ
ん
で
い
た
。

『
ダ
ン
テ
神
曲
』
地
獄
篇
、
寿
岳
文
章
訳
、
集
英
社
、19

8
7

年
、p.9

。

こ
の
冒
頭
は
、
西
暦
一
三
〇
〇
年
と
い
う
ジ
ュ
ビ
レ
オ
の
年
、
ダ
ン
テ
三
十
五
歳
の
境
遇
を
表
す
と
さ
れ
て
い

る
。「
ほ
ぼ
い
ま
の
俺
と
同
じ
歳
」
―――
当
時
の
私
は
そ
う
考
え
て
し
ま
っ
た
。
ダ
ン
テ
は
終
末
の
時
が
近
づ
く

の
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
る
時
代
背
景
の
な
か
で
「
ま
す
ぐ
な
道
」
を
見
失
っ
て
い
る
己
に
は
っ
と
気
が
つ
く
。
い

ま
や
こ
の
作
品
の
象
徴
は
他
人
事
で
は
な
い
と
私
は
惹
き
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
私
自
身
は
世
の

中
の
流
れ
に
身
を
任
せ
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、「
ま
す
ぐ
な
道
」
を
見
失
っ
た
な
ど
と
い
う
自
覚
な
ん
て
こ
れ
っ
ぱ

か
し
も
な
か
っ
た
ん
だ
け
ど
。

村
松
真
理
子
は
『
謎
と
暗
号
で
読
み
解
く
ダ
ン
テ
「
神
曲
」』（
角
川
書
店
、2

0
13

年
）
に
お
い
て
、『
神
曲
』
の

ド
ラ
マ
の
枠
組
み
の
照
準
を
、
ダ
ン
テ
三
十
五
歳
の
年
で
は
な
く
、
ジ
ュ
ビ
レ
オ
の
年
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
合
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わ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
正
し
い
。
で
も
、
三
十
五
と
い
う
の
は
男
が
成
熟
す
る
と
と
も
に
人
生
の
重

大
な
岐
路
に
立
た
さ
れ
る
年
齢
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
二
〇
世
紀
の
終
わ
り
を
ほ
ぼ
同
じ
歳
で
迎
え
る
私
に
は
、
抜

き
差
し
な
ら
な
い
状
況
設
定
だ
と
思
わ
れ
た
。

ア
ー
ロ
ン
・
グ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
は
『
中
世
文
化
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

﹇
中
世
に
お
い
て
は
﹈
理
想
的
な
年
齢
と
は
三
十
五
歳
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
が
「
自
分
の

地
上
の
生
を
終
え
よ
う
と
望
ま
れ
た
」
年
齢
で
あ
っ
た
（
こ
れ
と
関
連
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
当
時

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
口
の
大
半
の
平
均
年
齢
は
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
三
十
五
歳
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
）。﹇
…
﹈
ダ
ン
テ
は
古
代
や
中
世
の
権
威
の
説
に
従
っ
て
、
青
年
時
代
は
二
十
五
歳
ま
で

続
き
、
成
熟
期
は
四
十
五
歳
で
完
了
し
、
そ
の
後
は
老
年
期
が
始
ま
る
と
主
張
し
た
。

ア
ー
ロ
ン
・
グ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
『
中
世
文
化
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
』
川
端
香
男
里
・
栗
原
成
郎
訳
、

岩
波
書
店
、19

9
2

年
、p.17

8

。

さ
て
。
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
を
手
に
取
る
読
者
は
、
お
伽
話
を
聴
く
子
供
の
よ
う
な
素
直
な
心
持
ち
で
読
ん
で

い
る
と
す
れ
ば
、
主
人
公
の
地
獄
・
煉
獄
・
天
国
巡
り
の
過
程
で
様
々
な
絵
を
見
せ
つ
け
ら
れ
な
が
ら
、
誰
し
も
、

「
俺
な
ら
ど
こ
に
行
く
運
命
な
の
か
」
と
考
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
、
思
う
間
も
な
く
、
地
獄
の

入
り
口
す
ぐ
の
と
こ
ろ
で
、
次
の
く
だ
り
に
出
く
わ
す
。

頭
を
十
重
二
十
重
に
錯
乱
さ
せ
た
私
は
言
う
。「
師
よ
、
耳
に
聞
こ
え
て
く
る
こ
の
物
音
は
何
？

　
苦
し
さ
に
耐
え
か
ね
て
い
る
ら
し
い
こ
れ
ら
群
衆
は
誰
？
」

答
え
て
、
師
は
私
に
。「
こ
れ
こ
そ
、
恥
も
な
く
、
誉
も
な
く
、
凡
々
と
世
に
生
き
た
者
た
ち
の
、

　
情
け
な
い
魂
の
み
じ
め
な
姿
。
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神
に
逆
ら
い
も
せ
ず
、
さ
れ
ば
と
て
忠
順
で
も
な
く
、
た
だ
傍
観
し
て
い
た
天
使
た
ち
の
、

　
卑
劣
な
一
隊
も
か
れ
ら
に
ま
じ
っ
て
い
る
。

も
ろ
も
ろ
の
天
は
か
れ
ら
を
追
放
す
る
。
天
の
美
し
さ
が
そ
こ
な
わ
れ
な
い
た
め
に
。
そ
し
て

　
底
深
い
地
獄
も
か
れ
ら
を
受
け
入
れ
ぬ
。
邪
悪
の
輩
と
比
べ
て
か
れ
ら
が
自
負
し
な
い
た
め
に
。」

私
は
言
う
。「
師
よ
、
何
に
苦
し
め
ら
れ
て
か
、
か
れ
ら
は
こ
う
ま
で
い
た
く
嘆
く
？
」
答
え
て
、

　
師
。「
手
短
に
そ
の
わ
け
を
君
に
話
そ
う
。

こ
れ
ら
の
者
は
、
死
の
う
に
も
死
ね
な
い
。
ま
た
そ
の
盲
目
の
生
は
、
い
と
い
や
し
い
ゆ
え
に
、

　
他
の
身
の
上
が
み
な
う
ら
や
ま
れ
て
な
ら
ぬ
。

か
れ
ら
の
聞
こ
え
が
残
る
こ
と
を
、
こ
の
世
は
許
さ
ぬ
。
慈
悲
も
正
義
も
か
れ
ら
を
さ
げ
す
む
。

　
わ
れ
ら
も
亦
、
か
れ
ら
の
こ
と
は
口
に
上
す
ま
い
。
た
だ
見
て
過
ぎ
よ
。」

『
ダ
ン
テ
神
曲
』
前
掲
書
、p.32

。

ど
う
も
俺
の
落
と
さ
れ
る
の
は
こ
こ
の
よ
う
で
あ
る
―――
病
床
に
あ
っ
て
仕
事
も
出
来
な
い
ば
か
り
か
家
族
を

泣
か
せ
て
い
た
己
の
卑
小
さ
に
打
ち
の
め
さ
れ
て
い
た
私
は
、
直
感
的
に
そ
の
よ
う
に
想
像
し
た
も
の
で
あ
る
。

だ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
フ
ツ
ー
の
パ
ン
ピ
ー
・
一
般
人
で
は
な
か
ろ
う
か
。
己
の
不
甲
斐
な
い
境
遇
ゆ
え
に
悪
意

を
も
っ
て
世
を
眺
め
て
い
な
い
か
？

そ
う
、「
恥
も
な
く
、
誉
も
な
く
、
凡
々
と
世
に
生
き
た
者
た
ち
」。「
底

深
い
地
獄
」
に
す
ら
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
要
す
る
に
、
蔑
ま
れ
る
、
ど
う
で
も
よ
い
「
い
と
い
や
し
い
」
者
た

ち
。「
た
だ
見
て
過
ぎ
よ
」
と
は
、
堪
え
る
酷
な
い
い
草
で
あ
る
。

こ
れ
に
続
い
て
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
、
オ
ヴ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
な
ど
の
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
い
古
代

の
偉
人
た
ち
（
そ
こ
に
は
導
師
で
あ
る
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
も
加
え
ら
れ
る
べ
き
、
も
っ
と
も
尊
敬
す
べ
き
古
代
の

藝
術
家
た
ち
）
が
、
地
獄
の
入
り
口
す
ぐ
の
リ
ン
ボ
（
辺
獄
）
に
落
と
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
洗
礼
を
受
け
ず
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に
死
し
た
子
供
た
ち
も
そ
こ
に
い
る
。「
恥
も
な
く
、
誉
も
な
く
、
凡
々
と
世
に
生
き
た
者
た
ち
」
と
比
べ
る
と
、

罪
と
し
て
は
よ
り
重
く
深
い
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
も
彼
ら
と
す
ぐ
隣
り
合
わ
せ
に
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
決
定
的
に
違
う
敬
意
に
満
ち
た
扱
い
で
あ
る
。
罪
の
重
さ
と
尊
敬
・
軽
蔑
の
念
と
は
、
ど
う
や
ら
、
西
欧
の

（
中
世
の
）
人
々
に
と
っ
て
は
別
物
の
よ
う
で
あ
る
。

『
神
曲
』
を
再
読
し
て
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
地
獄
・
煉
獄
・
天
国
巡
り
の
順
番
・
シ
ー
ケ
ン
ス
で
あ
る
。
地
獄

を
ど
ん
ど
ん
降
り
て
行
く
に
従
っ
て
出
会
う
者
た
ち
の
罪
が
深
く
極
悪
に
な
り
、
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
と
ダ
ン
テ
が

地
獄
の
最
深
部
の
魔
王
ル
チ
フ
ェ
ル
の
胴
体
を
伝
う
と
こ
ろ
で
重
力
が
逆
転
し
、
一
転
し
て
煉
獄
を
「
上
り
」
は

じ
め
る
。
こ
こ
で
、
な
ぜ
地
獄
の
い
ち
ば
ん
深
い
、
罪
の
極
み
の
場
所
が
煉
獄
の
最
下
層
と
の
境
目
な
の
か
。
私

は
ど
う
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
常
識
的
に
は
地
獄
の
罪
の
浅
い
と
こ
ろ
が
煉
獄
の
下
層
と
の
境
界
の
よ
う
に
思

わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
ほ
う
が
罪
の
軽
重
の
連
続
す
る
空
間
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
自
然
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
こ
う
い
う
地
獄
・
煉
獄
の
構
造
の
お
か
げ
で
、
主
人
公
が
日
常
の
地
点
か
ら
地
獄
の
奈
落
の
底
に
急

激
に
落
ち
て
ゆ
き
、
そ
こ
か
ら
今
度
は
反
転
し
て
煉
獄
・
天
国
へ
と
急
激
に
上
昇
し
て
ゆ
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
構

成
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
る
で
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
で
底
の
見
え
な
い
気
の
遠
く
な
る
長
大
な
レ
ー
ル
を

急
降
下
し
下
方
向
の
Ｇ
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
あ
と
、
今
度
は
急
激
に
上
方
へ
跳
ね
上
げ
ら
れ
そ
の
真

逆
の
Ｇ
に
胸
が
張
り
裂
け
そ
う
に
な
る
、
そ
う
い
う
感
覚
で
あ
る
。
ダ
ン
テ
が
始
終
感
覚
を
失
っ
て
卒
倒
し
、
子

供
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
道
行
き
の
姿
は
、
ま
さ
に
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
に
乗
る

人
の
「
う
わ
ー
ー
ー
」
と
叫
び
続
け
る
の
と
同
じ
陶
酔
に
見
え
る
。

こ
の
辺
り
の
不
思
議
な
感
覚
を
、
村
松
は
ま
っ
た
く
共
有
し
て
は
い
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
こ
の
感
覚
を
巡
っ
て
、

中
世
人
の
内
在
論
理
を
見
事
に
説
明
し
て
く
れ
た
の
は
、
ア
ー
ロ
ン
・
グ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
だ
っ
た
。
彼
は
次
の
よ
う

に
述
べ
、
中
世
人
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
（
時
空
間
）
に
お
け
る
時
間
・
空
間
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
同
一
次
元
的
認
識

を
鋭
く
指
摘
し
た
。
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中
世
に
お
け
る
表
象
の
二
元
論
的
性
格
の
た
め
に
、
世
界
は
両
極
に
分
か
れ
て
対
立
す
る
も
の
の
組

み
合
わ
せ
に
は
っ
き
り
と
分
割
さ
れ
た
が
、
こ
の
二
元
論
は
ま
た
た
が
い
に
対
立
す
る
こ
れ
ら
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
を
垂
直
の
軸
に
そ
っ
て
ま
と
め
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
―――
天
上
的
な
る
も
の
は
地
上
的

な
る
も
の
と
、
神
は
地
獄
の
主
た
る
悪
魔
と
対
置
さ
れ
、
上
と
い
う
概
念
は
気
高
さ
、
純
粋
、
善
と

い
う
概
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
他
方
、
下
と
い
う
概
念
は
下
劣
、
粗
野
、
不
浄
、
悪
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
持
つ
。
物
質
と
精
神
、
肉
体
と
魂
と
い
う
対
比
も
そ
の
内
に
上
と
下
と
い
う
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を

内
包
し
て
い
る
。
空
間
的
概
念
は
宗
教
的
・
道
徳
的
な
る
も
の
と
分
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
天

使
が
天
か
ら
降
り
ま
た
昇
る
夢
を
ヤ
コ
ブ
は
見
た
が
、
こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
は
中
世
的
空
間
の
基

本
的
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
上
昇
・
下
降
の
観
念
を
驚
く
べ
き
力
で
描
い
て
い
る
の
が
ダ
ン
テ
で
あ
る
。

物
質
と
悪
が
地
獄
の
下
層
部
に
集
中
さ
せ
ら
れ
、
精
神
と
善
が
天
国
の
高
み
を
飾
っ
て
い
る
あ
の
世

の
構
造
だ
け
で
な
く
、『
神
曲
』
に
描
か
れ
て
い
る
す
べ
て
の
動
き
が
垂
直
化
さ
れ
て
い
る
。
地
獄

の
深
淵
の
絶
壁
や
裂
け
目
、
罪
業
の
重
み
に
よ
っ
て
引
か
れ
て
起
き
る
肉
体
の
落
下
、
身
ぶ
り
と
眼

差
し
、
そ
し
て
ダ
ン
テ
の
用
い
る
語
彙
自
体
―――
こ
れ
ら
す
べ
て
が
《
上
》
と
《
下
》
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、

高
尚
な
る
も
の
か
ら
卑
し
い
も
の
へ
の
一
方
の
極
か
ら
他
方
の
極
へ
の
移
行
と
注
意
を
引
き
つ
け
る
。

ア
ー
ロ
ン
・
グ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
、
前
掲
書
、p.10

1–
2

。

だ
が
お
そ
ら
く
、
最
も
力
強
く
中
世
的
時
間
認
識
を
表
現
し
た
の
は
ダ
ン
テ
で
あ
る
。
人
間
の
は
か

な
い
現
世
の
「
時
」
と
永
遠
の
対
比
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
上
昇
―――
こ
れ
が
『
神
曲
』
の
「
空
間

的
・
時
間
的
連
続
体
」
の
あ
り
方
を
決
定
し
て
い
る
。
人
類
の
全
歴
史
が
『
神
曲
』
の
中
で
共
時
的

に
現
存
し
て
い
る
。
時
は
止
ま
り
、
そ
の
す
べ
て
、
現
在
、
過
去
、
未
来
は
同
時
性
の
内
に
あ
る
。

ア
ー
ロ
ン
・
グ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
、
同
書
、p.2

0
5

。
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Feb.
11,

2
0
14.

私
達
を
名
付
け
て
く
だ
さ
いN

om
m
ez-nous...

ラ
ヴ
ェ
ル
の
室
内
歌
曲
『
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
の
三
つ
の
詩
』
は
私
の
も
っ
と
も
愛
す
る
ラ
ヴ
ェ
ル
作
品

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
弦
楽
四
重
奏
、
ピ
ア
ノ
、
フ
ル
ー
ト
と
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
に
よ
る
音
響
が
色
彩
感
に
充
ち
て
官

能
的
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
『
月
に
憑
か
れ
た
ピ
エ
ロ
』、
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
イ
の
『
兵
士
の
物
語
』
と

並
ん
で
、
二
〇
世
紀
の
モ
ダ
ン
な
室
内
歌
曲
の
最
高
傑
作
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
作
品
の
第
二
曲
『
徒
な
願
ひPlacetfutile

』
に
、「
私
達
を
名
付
け
て
く
だ
さ
いN

om
m
ez

nous...

」
な

る
詩
句
が
あ
る
。
マ
ラ
ル
メ
独
特
の
難
解
さ
、
意
味
深
長
さ
が
あ
る
。

私
逹
を
名
付
け
て
く
だ
さ
い
…
…
木
莓
の
薰
の
高
い
笑
ひ
聲
が
、

慕
ひ
寄
る
人
の
懇
願
を
喰
ひ
ち
ら
し
　
恍
惚
と
し
て
啼
き
喚
き
、

飼
ひ
馴
ら
さ
れ
た
仔
羊
の
群
さ
な
が
ら
に
な
る
　
あ
な
た
、

『
マ
ラ
ル
メ
詩
集
』
鈴
木
信
太
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、19

6
3

年
、p.18

。

あ
る
も
の
を
名
付
け
る
行
為
は
、
そ
れ
を
他
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
認
識
す
る
と
と
も
に
、
己
の
支
配
下
に
お
く

（「
飼
ひ
馴
ら
さ
れ
た
仔
羊
の
群
さ
な
が
ら
に
」
す
る
）
よ
う
な
意
味
を
も
つ
。
家
に
籠
り
っ
き
り
で
親
と
も
社
会

と
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
断
絶
し
、
独
り
趣
味
に
埋
没
し
て
社
会
性
を
喪
失
す
る
行
動
様
式
は
、
齋
藤
環
に
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よ
っ
て
「
ひ
き
こ
も
り
」
と
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
こ
れ
が
悪
魔
の
取
り
憑
い
た
わ
け
で
も

気
が
触
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
個
的
現
象
で
も
な
い
、
社
会
的
病
理
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
、
克
服
さ
れ
る
べ

き
問
題
と
し
て
「
顔
」
を
も
ち
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
曲
を
久
し
ぶ
り
に
聴
い
て
、「
名
付
け
る
こ
と
」
の
重
み
に
考
え
が
飛
躍
す
る
と
と
も
に
、
千
代
崎
秀
雄

著
『
聖
書
の
名
句
・
名
言
』（
講
談
社
現
代
新
書
、19

8
7

年
）
の
一
節
を
思
い
出
し
た
。
人
間
の
根
源
的
な
情
念

に
も
関
わ
る
、
よ
い
一
節
な
の
で
、
少
し
長
い
け
れ
ど
も
引
用
し
て
お
く
。

《
人
が
、
生
き
物
に
つ
け
る
名
は
、
み
な
、
そ
れ
が
、
そ
の
名
と
な
っ
た
》（
創
世
記
、
二19

）

一
人
の
若
い
女
性
が
医
師
を
お
と
ず
れ
た
。
妊
娠
中
絶
の
合
意
を
得
る
た
め
に
―――
。

医
師
は
反
対
し
た
か
っ
た
が
、
彼
女
は
説
得
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
決
定
的
に
中
絶
を
決
意
し
て
お

り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
悩
ん
だ
形
跡
も
な
い
。
そ
こ
で
医
師
は
話
題
を
転
じ
て
、
も
し
か
り
に
彼

女
が
そ
の
子
を
生
ん
だ
場
合
、
ど
ん
な
名
前
を
つ
け
よ
う
と
思
う
か
と
た
ず
ね
た
。

気
楽
な
話
題
と
し
て
彼
女
は
そ
れ
に
応
じ
、
男
の
子
な
ら
何
、
女
の
子
な
ら
何
、
と
、
あ
れ
こ
れ

名
を
考
え
は
じ
め
た
ら
し
い
。
長
い
沈
黙
。
そ
の
間
、
彼
女
の
表
情
は
あ
き
ら
か
に
動
揺
を
示
し
た
。

つ
い
に
、
〝
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
生
み
ま
す
〞
と
い
っ
た
。

こ
れ
は
、
パ
ウ
ル
・
ト
ゥ
ル
ニ
エ
医
師
の
著
『
な
ま
え
と
い
の
ち
』（
小
西
・
今
枝
訳
　Y

M
C
A

同
盟
出
版
部
）
に
記
さ
れ
る
一
挿
話
で
あ
る
。

千
代
崎
秀
雄
著
『
聖
書
の
名
句
・
名
言
』
講
談
社
現
代
新
書
、19

8
7

年
、p.2

5

。

禅
は
、
こ
の
「
名
付
け
る
こ
と
」
の
も
つ
恐
ろ
し
さ
に
向
き
合
う
こ
と
を
、
修
行
者
に
突
き
つ
け
る
。
こ
の
意
味

で
、
パ
ウ
ル
・
ト
ゥ
ル
ニ
エ
医
師
の
報
告
す
る
感
動
的
な
逸
話
よ
り
も
、
私
に
は
さ
ら
に
意
味
深
長
で
あ
る
。『
無

門
関
』
第
四
十
三
則
に
首
山
竹
箆
（
し
ゅ
ざ
ん
・
し
っ
ぺ
い
）
と
い
う
公
案
が
あ
る
。
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無
門
は
評
し
て
言
う
―――
竹
箆
﹇
し
っ
ぺ
い
―――
禅
道
場
の
指
導
者
が
使
う
、
竹
で
で
き
た
法
具
﹈

と
呼
べ
ば
触
れ
る
し
、
竹
箆
と
呼
ば
な
け
れ
ば
背
く
。
有
語
で
あ
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
無
語
で
あ

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
さ
あ
言
え
、
言
え
。

秋
月
龍
珉
『
無
門
関
を
読
む
』
講
談
社
学
術
文
庫
、2

0
0
2

年
、p.4

7

。

秋
月
龍
珉
に
よ
れ
ば
、「
竹
箆
」
を
竹
箆
と
呼
ぶ
と
「
触
れ
る
」（
ふ
れ
る
、
犯
す
、
逆
ら
う
）
と
い
う
の
は
、「
真

如
」（
あ
り
の
ま
ま
）
に
は
、
本
来
「
名
」
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
本
来
「
名
」
の
な
い
も
の
に
「
名
」

を
つ
け
て
そ
れ
に
執
着
し
て
迷
う
の
が
衆
生
で
あ
る
。
一
方
、「
竹
箆
」
は
竹
箆
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
こ
れ

を
「
金
棒
」
な
ど
と
呼
ぶ
と
「
日
常
」
は
混
乱
す
る
（「
背
く
」）。
じ
ゃ
あ
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。「
さ
あ
言
え
」

と
無
門
は
詰
め
寄
る
。
秋
月
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

禅
者
﹇
無
門
﹈
は
衆
生
が
「
日
常
」
の
中
に
埋
没
し
て
似
而
非
な
る
「
平
安
」
に
眠
り
込
ん
で
い
る

の
を
目
覚
ま
せ
よ
う
と
し
て
、「
日
常
」
の
底
に
ひ
そ
む
「
危
機
」
を
見
せ
る
た
め
に
、
修
行
者
を

「
極
限
状
態
」
に
追
い
込
む
の
で
す
。﹇
…
﹈
我
々
一
人
一
人
が
「
即
今
な
ん
と
言
っ
て
も
い
け
な
い
」

と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
け
と
い
う
の
で
す
。﹇
…
﹈
こ
う
し
た
生
死
の
「
危
機
」
に
臨

ん
で
、
避
け
ず
逃
げ
ず
ご
ま
か
さ
ず
、
そ
れ
と
真
っ
向
四
つ
に
取
り
組
ん
で
、
こ
の
実
存
の
大
問
題

に
ぶ
つ
か
っ
て
ゆ
く
の
が
禅
の
道
な
の
で
す
。

同
書
、pp.4

8–
9

。

知
識
と
い
う
も
の
が
こ
の
「
名
」
に
通
暁
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
、
と
な
れ
ば
、
そ
ん
な
も
の
は
「
知
」
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
は
教
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
私
は
悟
っ
た
と
は
と
て
も
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
こ

の
公
案
の
意
味
は
深
い
。
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M
ay

2
9,
2
0
10.

ト
マ
ス
・
ハ
リ
ス
『
羊
た
ち
の
沈
黙
』

週
の
堆
積
し
た
疲
れ
の
た
め
今
日
は
昼
過
ぎ
ま
で
寝
て
い
た
。
ト
ー
ス
ト
と
コ
ー
ヒ
ー
で
食
事
を
済
ま
せ
、
屋

根
裏
部
屋
で
煙
草
を
吸
っ
た
。
ジ
ェ
ッ
ト
機
、
横
須
賀
線
列
車
の
通
過
す
る
遥
か
な
低
い
唸
り
声
、
近
所
の
ひ
と

の
自
転
車
の
ブ
レ
ー
キ
の
軋
み
に
混
じ
っ
て
、
ど
こ
か
ら
か
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
の
音
階
練
習
が
聞
こ
え
る
。
ト
マ

ス
・
ハ
リ
ス
の
『
羊
た
ち
の
沈
黙
』
を
読
む
。

こ
の
作
品
は
ジ
ョ
デ
ィ
・
フ
ォ
ス
タ
ー
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ホ
プ
キ
ン
ス
主
演
の
映
画
で
知
る
ひ
と
の
ほ
う
が
多

い
と
思
う
。
私
も
ま
ず
映
画
か
ら
入
っ
た
。「
そ
れ
で
き
み
の
な
か
で
羊
た
ち
の
声
は
鳴
き
や
ん
だ
の
か
ね
」
と

皮
肉
に
、
し
か
し
真
摯
に
問
う
レ
ク
タ
ー
博
士
と
、FBI

訓
練
生
ク
ラ
リ
ス
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
と
の
対
話
に
こ
そ

見
所
の
あ
る
、
素
晴
ら
し
い
映
画
だ
っ
た
。『
シ
ッ
ク
ス
セ
ン
ス
』
と
な
ら
ん
で
こ
こ
十
数
年
間
の
私
の
選
ぶ
ベ

ス
ト
映
画
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

小
説
は
、
映
画
で
は
省
か
れ
て
い
る
登
場
人
物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
描
い
て
い
る
。
植
物
人
間
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
妻
の
横
た
わ
る
ベ
ッ
ド
の
そ
ば
で
、
ク
ロ
ー
フ
ォ
ド
は
本
を
読
ん
で
い
る
。
い
っ
た
い
ど
ん
な
本
を
読
ん
で
い

る
の
か
。
私
も
な
に
か
を
分
ち
合
い
た
い
と
、
そ
れ
が
な
に
か
興
味
を
覚
え
る
。
し
か
し
、
人
知
れ
ぬ
彼
の
苦
し

み
と
同
様
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
小
説
の
あ
と
の
記
述
か
ら
察
す
る
に
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
と
同
時
代
の
英
国

詩
人
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
か
も
知
れ
な
い
。
レ
ク
タ
ー
博
士
は
ク
ロ
ー
フ
ォ
ド
へ
の
手
紙
の
な
か
で
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
の

詩
『
熱
病
』
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。
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ど
ん
な
火
が
こ
の
世
界
を
焼
き
払
う
か

論
争
を
続
け
る
諸
学
派
は

次
の
事
に
つ
い
て
考
え
る
だ
け
の
知
恵
が
な
い

彼
女
の
こ
の
熱
が
そ
の
火
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と

ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
『
熱
病
』
〜
ト
マ
ス
・
ハ
リ
ス
『
羊
た
ち
の
沈
黙
』
新
潮
文
庫
版
、p.6

7

。

こ
の
よ
う
に
、
ひ
と
に
は
そ
れ
ぞ
れ
密
か
な
終
末
論
が
あ
る
。
そ
の
も
と
に
な
る
苦
悩
が
あ
る
。
そ
れ
は
誰
に

も
理
解
さ
れ
な
い
。「
論
争
を
続
け
る
諸
学
派
」
に
も
そ
れ
を
慮
る
知
恵
は
な
い
。
し
か
し
詩
人
が
小
さ
な
現
実

を
手
に
取
っ
て
代
弁
し
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
レ
ク
タ
ー
博
士
の
風
格
と
は
、
思
う
に
、
そ
う
い
う
人
生
の
認

識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

主
人
公
ク
ラ
リ
ス
は
己
の
不
幸
な
育
ち
・
田
舎
風
情
、
周
囲
の
男
た
ち
か
ら
受
け
る
淫
靡
な
視
線
・
抑
圧
を
克

服
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
幼
少
期
の
ト
ラ
ウ
マ
を
背
負
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
女
性
像

は
珍
し
く
な
い
。「
羊
た
ち
の
声
」
と
は
、
そ
う
い
う
誰
に
も
語
れ
な
い
生
の
密
か
な
苦
し
み
、
言
葉
に
表
せ
な

い
社
会
的
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
苦
悩
の
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
は
あ
る
意
味
で
女
性
の
受
け
る
セ
ク
ハ
ラ
視
線
か

ら
の
解
放
の
物
語
だ
と
思
う
。「
そ
れ
で
き
み
の
な
か
で
羊
た
ち
の
声
は
鳴
き
や
ん
だ
の
か
ね
」
―――
し
か
し
お

そ
ら
く
そ
れ
は
消
え
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
。

「
彼
は
願
望
す
る
。
事
実
、
彼
は
き
み
が
体
現
し
て
い
る
も
の
を
願
望
す
る
。
願
望
す
る
こ
と
が
彼

の
性
格
な
の
だ
。
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
願
望
し
始
め
る
の
だ
、
ク
ラ
リ
ス
？

我
々
は
願
望
の

対
象
と
な
る
も
の
を
捜
し
求
め
る
の
か
？

よ
く
考
え
て
答
え
て
も
ら
い
た
い
」

「
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
た
だ
…
」

「
捜
し
求
め
な
い
。
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
。
我
々
は
手
始
め
に
、毎
日
見
て
い
る
も
の
を
願
望
す
る
…
」
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同
書
、p.32

0

。

さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
猟
奇
的
殺
人
を
犯
す
犯
人
像
を
、
レ
ク
タ
ー
博
士
が
ク
ラ
リ
ス
に
仄
め
か
す
、
全
篇
に
お

い
て
も
っ
と
も
緊
迫
し
た
場
面
の
対
話
で
あ
る
。
人
間
は
い
つ
も
近
く
で
見
て
い
る
も
の
を
欲
す
る
。『
羊
た
ち

の
沈
黙
』
は
、
こ
の
よ
う
に
シ
ン
プ
ル
な
洞
察
か
ら
複
雑
な
事
件
の
契
機
を
推
論
す
る
レ
ク
タ
ー
博
士
の
知
的
相

貌
に
こ
そ
お
そ
ろ
し
い
魅
力
の
あ
る
物
語
で
あ
っ
た
。
彼
が
バ
ッ
ハ
の
愛
好
家
で
あ
る
こ
と
に
、
気
味
の
悪
い
強

烈
な
共
感
に
駆
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

映
画
『
羊
た
ち
の
沈
黙
』
は
大
ヒ
ッ
ト
し
た
。
日
本
に
も
犯
罪
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
亜
流

が
い
く
つ
も
現
わ
れ
た
。
米
倉
涼
子
主
演
『
交
渉
人
』(

テ
レ
ビ
朝
日
、2

0
0
8

年)

、
浅
野
温
子
主
演
『
沙
粧
妙
子

―――
最
後
の
事
件
』(
フ
ジ
テ
レ
ビ
、19

9
5

年)

、
織
田
裕
二
・
小
泉
今
日
子
主
演
『
踊
る
大
捜
査
線T

H
E
M
O
V
IE

』

(

フ
ジ
テ
レ
ビ
、19

9
8

年)
な
ど
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ド
ラ
マ
は
、
豪
華
キ
ャ
ス
ト
で
も
あ
り
な
か
な
か
面
白
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
知
的
殺
人
者
の
性
格
に

お
い
て
そ
の
嗜
好
の
異
常
性
・
猟
奇
性
と
知
的
エ
リ
ー
ト
性
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
、
レ
ク
タ
ー
博
士
の
紳
士
と
し

て
の
彫
り
の
深
さ
、
ク
ラ
リ
ス
の
女
性
性
の
業
へ
の
真
摯
さ
が
ま
っ
た
く
、
ま
る
で
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の

点
で
『
羊
た
ち
の
沈
黙
』
の
浅
は
か
な
贋
造
品
で
あ
る
こ
と
を
露
に
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。

N
ov.

1,
2
0
0
8.

ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
ラ
ッ
ク
の
死

十
二
月
二
十
二
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
ラ
ッ
ク
が
亡
く
な
っ
た
。
享
年
九
十
七
歳
。
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大
学
時
代
、
日
影
丈
吉
の
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
彼
の
名
を
知
っ
た
。
そ
の
小
説
『
ア
ル
ゴ
ー
ル
の
城
に
て
』
を
読

ん
で
、
こ
ん
な
魔
法
の
よ
う
な
小
説
が
あ
る
の
だ
と
驚
愕
し
た
。
日
本
語
訳
で
読
ん
で
も
、
そ
の
煌
め
く
想
像
力

に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
爾
来
、
目
に
留
ま
っ
た
グ
ラ
ッ
ク
作
品
を
片
っ
端
か
ら
手
に
い
れ
て
愛
読
し
て
き
た
。

少
し
で
も
原
典
の
雰
囲
気
を
知
り
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
ろ
く
に
知
ら
な
い
の
に
、José

C
orti

社
か
ら
出
て
い
た«A

u
château

d’A
rgol»

の
原
著
を
丸
善
で
取
り
寄
せ
て
、
八
頁
折
を
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
で
切

り
な
が
ら
、
仏
語
辞
書
を
片
手
に
読
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

白
水
社
版
『
ア
ル
ゴ
ー
ル
の
城
に
て
』（
安
藤
元
雄
訳
、19

8
5

年
）
の
『
水
浴
』
の
章
か
ら
、
私
の
な
か
ん
ず

く
酷
愛
す
る
く
だ
り
を
、
少
し
長
大
で
は
あ
る
が
、
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
果
て
し
な
く
息
の
長
い
文
に
畝
る
、

白
昼
夢
の
よ
う
な
想
像
力
に
、
文
章
を
読
む
快
楽
と
い
う
も
の
を
知
る
。

三
人
は
墓
石
の
間
で
服
を
脱
い
だ
。
太
陽
が
靄
の
中
か
ら
湧
き
出
し
て
こ
の
場
面
に
照
明
の
光
を
当

て
た
の
は
、
い
ま
ま
さ
に
ハ
イ
デ
が
、
そ
の
輝
く
ば
か
り
の
裸
体
を
見
せ
て
、
海
の
方
へ
と
、
沙
漠
の

牝
馬
よ
り
も
も
っ
と
力
強
い
、
も
っ
と
柔
ら
か
い
足
ど
り
で
歩
き
出
し
た
と
き
だ
っ
た
。
長
大
な
濡

れ
た
反
映
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
た
こ
の
き
ら
め
く
風
景
の
中
、
た
な
び
く
靄
、
平
に
な
め
ら
か
な

波
、
滑
る
よ
う
な
太
陽
の
光
線
な
ど
が
こ
と
ご
と
く
　・水
・平　
に
走
っ
て
い
る
中
で
、
彼
女
は
突
如
と
し

て
そ
の
　・垂
・直
・線　
の
奇
蹟
に
よ
っ
て
目
を
驚
か
せ
た
。
太
陽
に
食
い
ち
ぎ
ら
れ
、
影
と
い
う
影
が
姿
を

消
し
て
い
る
砂
浜
の
上
に
、
彼
女
は
無
上
の
反
映
を
走
ら
せ
た
。
　・ま
・る
・で
・水
・の
・上
・を
・歩
・い
・て
・い
・る
・よ

・う
・に
・見
・え
・た　
。
エ
ル
ミ
ニ
ア
ン
と
ア
ル
ベ
ー
ル
が
、
力
に
あ
ふ
れ
、
な
め
ら
か
な
暗
い
影
を
な
し
て

い
る
彼
女
の
背
中
や
、
重
く
垂
れ
て
い
る
彼
女
の
髪
に
い
つ
ま
で
も
目
を
走
ら
せ
、
み
ご
と
な
ゆ
る

や
か
さ
で
動
く
彼
女
の
両
脚
と
と
も
に
胸
を
高
鳴
ら
せ
て
い
る
前
で
、
彼
女
は
昇
る
太
陽
の
円
盤
の

上
に
く
っ
き
り
と
身
を
浮
き
出
さ
せ
、
太
陽
は
彼
女
の
足
も
と
ま
で
一
面
に
液
体
の
火
の
絨
毯
を
流

し
た
。
彼
女
は
両
腕
を
上
げ
、
ま
る
で
生
き
た
　カ
リ
ア
テ
イ
ー
ド

女
人
像
柱　
の
よ
う
に
、
両
手
で
苦
も
な
く
天
を
支
え

179



た
。
か
つ
て
見
た
こ
と
も
な
い
、
心
を
奪
う
そ
の
優
美
さ
の
満
ち
潮
が
、
も
う
あ
と
一
瞬
で
も
長
く

続
い
た
ら
、
そ
の
息
づ
ま
る
リ
ズ
ム
に
心
臓
の
血
管
が
こ
と
ご
と
く
破
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え

思
わ
れ
た
。
そ
の
と
き
、
彼
女
は
首
を
の
け
ぞ
ら
せ
、
肩
が
繊
細
な
柔
ら
か
い
動
き
で
持
ち
上
が
っ

て
、
彼
女
の
胸
と
腹
と
に
飛
び
散
る
飛
沫
の
冷
た
さ
が
身
の
う
ち
に
こ
ら
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
快
感

を
走
ら
せ
た
の
で
、
彼
女
の
唇
が
思
わ
ず
め
く
れ
上
が
っ
て
歯
を
見
せ
る
―――
そ
し
て
、
見
て
い
る

二
人
の
驚
い
た
こ
と
に
は
、
そ
の
一
瞬
、
こ
の
刺
戟
的
な
シ
ル
エ
ッ
ト
か
ら
、
一
人
の
女
の
、
い
ま

に
も
こ
わ
れ
そ
う
な
取
り
乱
し
た
動
作
が
ほ
と
ば
し
り
出
た
。

ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
ラ
ッ
ク
『
ア
ル
ゴ
ー
ル
の
城
に
て
』
安
藤
元
雄
訳
、
白
水
社
、19

8
5

年
、

pp.9
7–
8

。
強
調
部
は
グ
ラ
ッ
ク
。

物
語
構
造
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
の
は
、
人
物
の
性
格
や
プ
ロ
ッ
ト
の
描
き
込
み
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
描

写
の
ビ
ジ
ョ
ン
そ
の
も
の
で
あ
る
。
水
平
な
海
浜
で
垂
直
に
腕
を
擡
げ
て
「
天
を
支
え
る
」
女
人
、
そ
の
描
写
の

細
部
そ
の
も
の
が
縦
横
上
下
前
後
に
発
散
す
る
、
幾
何
学
的
、
化
学
的
、
光
学
的
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
イ
メ
ー

ジ
の
意
味
深
さ
。

こ
の
作
家
は
私
に
と
っ
て
別
格
の
存
在
。
何
度
で
も
、
何
度
で
も
、
舐
め
る
よ
う
な
再
読
に
耐
え
る
彼
の
作
品

に
は
、
そ
の
他
、『
半
島
』、『
森
の
バ
ル
コ
ニ
ー
／
狭
い
水
路
』、『
シ
ル
ト
の
岸
辺
』
が
あ
る
。
グ
ラ
ッ
ク
作
品

は
い
ま
や
何
故
か
書
店
で
は
な
か
な
か
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
プ
レ
ミ
ア
の
付
き
つ

つ
あ
る
古
書
を
探
す
な
り
図
書
館
で
借
り
る
な
り
し
て
、
ぜ
ひ
と
も
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
私
の
心
か
ら
敬
愛

す
る
作
家
（
ホ
ン
モ
ノ
の
作
家
）
は
―――
グ
ラ
ッ
ク
の
存
在
を
教
え
て
く
れ
た
日
影
丈
吉
を
含
め
て
―――
皆
故
人

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

D
ec.

2
6,

2
0
0
7.
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ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ロ
デ
ン
バ
ッ
ク
『
死
都
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
』

国
書
刊
行
会
が
フ
ラ
ン
ス
世
紀
末
文
学
叢
書
の
一
冊
と
し
て
一
九
八
四
年
に
刊
行
し
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ロ
デ
ン

バ
ッ
ク
『
死
都
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
・
霧
の
紡
車
』
を
ほ
ぼ
三
十
年
ぶ
り
に
再
読
し
た
。
こ
の
連
休
中
ア
ン
リ
・
ド
・

レ
ニ
エ
『
水
都
幻
談
』
を
読
み
、「
都
市
空
間
の
文
学
」
に
思
い
を
は
せ
た
の
に
つ
け
、
ロ
デ
ン
バ
ッ
ク
『
死
都
ブ

リ
ュ
ー
ジ
ュ
』
も
都
市
文
学
の
代
表
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
、
手
に
取
っ
て
読
み
は
じ
め
た
。
こ
の
作
品
で
は
、
ブ

リ
ュ
ー
ジ
ュ
の
風
景
写
真
が
適
宜
テ
ク
ス
ト
を
飾
り
、
作
品
イ
メ
ー
ジ
に
視
覚
的
膨
ら
み
を
も
た
せ
て
い
る
。

私
が
学
生
だ
っ
た
一
九
八
〇
年
代
は
「
世
紀
末
」
が
大
流
行
り
だ
っ
た
。
国
書
刊
行
会
は
そ
の
流
行
を
体
現
し

て
い
た
出
版
社
で
、
た
い
て
い
に
お
い
て
お
ど
ろ
で
悪
趣
味
な
装
丁
・
版
面
の
怪
奇
・
幻
想
文
学
書
を
、
多
数
出

版
し
て
い
た
。
こ
の
叢
書
も
そ
の
ひ
と
つ
。
た
だ
し
、
本
叢
書
は
国
書
刊
行
会
に
し
て
は
フ
ラ
ン
ス
装
の
ち
ょ
っ

と
お
洒
落
な
装
丁
で
あ
っ
た
。
怪
談
や
ら
夢
物
語
の
大
好
き
な
私
は
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
本
が
出
る
と
す
ぐ
購
入

し
て
読
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。

『
死
都
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
』（18

9
2

年
）
を
再
読
し
て
、
若
か
っ
た
こ
ろ
の
感
想
と
、
い
ま
オ
ヤ
ジ
に
な
っ
て
か

ら
の
そ
れ
と
の
、
あ
ま
り
の
大
き
な
差
に
驚
い
た
。

三
十
年
前
は
「
死
都
」
と
い
う
言
葉
自
体
の
世
紀
末
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
う
っ
と
り
と
し
、
作
品
の
な
か
に

描
か
れ
た
人
気
の
な
い
通
り
、
川
岸
に
沿
っ
て
ひ
っ
そ
り
と
建
ち
並
ぶ
古
家
、
水
面
の
う
ち
沈
ん
だ
錯
綜
す
る
運

河
、
信
仰
の
ク
ロ
ノ
ス
が
重
苦
し
く
堆
積
し
た
禁
欲
的
修
道
院
、
幽
邃
な
る
古
い
教
会
の
鐘
の
声
、
な
ど
な
ど
で
、

時
間
の
止
ま
っ
た
、
活
力
の
な
い
、
果
て
し
な
く
静
か
な
、
古
色
蒼
然
た
る
都
市
イ
メ
ー
ジ
を
否
応
な
し
に
恍
惚

と
思
い
描
い
て
、
ロ
マ
ン
を
感
じ
た
も
の
だ
っ
た
。「
死
都
」
た
る
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
と
い
う
都
市
に
世
紀
末
的
頽

廃
の
憧
れ
を
抱
い
た
も
の
で
あ
る
。
あ
あ
、
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
に
行
っ
て
み
た
い
、
と
。

と
こ
ろ
が
、
い
ま
な
ら
、
現
実
に
存
在
す
る
都
市
に
対
し
て
固
定
的
・
画
一
的
な
形
容
を
な
す
こ
と
を
、
そ
れ

自
体
「
ウ
ソ
臭
い
」
と
ま
ず
真
っ
先
に
考
え
て
し
ま
う
。「
死
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
何
に
で
も
の
べ
つ
幕
無
し
に
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貼
付
け
た
が
る
世
紀
末
的
表
象
だ
と
。「
死
都
」
は
あ
く
ま
で
詩
人
の
頭
に
こ
び
り
付
い
た
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に

過
ぎ
ず
、
実
際
の
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
は
東
京
や
パ
リ
と
大
し
て
変
わ
り
な
く
、
静
、
暗
、
陰
、
鬱
、
澱
、
沈
な
ど
の

「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
対
極
を
な
す
、
活
気
に
溢
れ
た
風
景
も
ゴ
ロ
ゴ
ロ
転
が
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
。
こ

の
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
の
み
を
期
待
し
て
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
を
訪
れ
る
青
臭
い
旅
行
者
は
、
ま
ず
間
違
い
な
く
落
胆
す

る
だ
ろ
う
と
。

理
想
的
な
美
し
い
妻
に
先
立
た
れ
た
主
人
公
・
ユ
ー
グ
は
、
妻
の
死
の
悲
し
み
を
静
か
に
包
容
し
て
く
れ
る
古

都
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
で
、
妻
の
回
想
に
静
か
に
耽
る
ば
か
り
の
生
活
を
し
て
い
る
。
そ
ん
な
あ
る
と
き
、
妻
に
生
き
写

し
の
美
貌
の
踊
子
・
ジ
ャ
ー
ヌ
が
現
わ
れ
る
。
妻
と
寸
分
違
わ
ぬ
彼
女
の
容
姿
に
衝
撃
を
受
け
た
ユ
ー
グ
は
、
妻

の
面
影
を
追
っ
て
ジ
ャ
ー
ヌ
を
付
け
回
し
、
彼
女
を
劇
団
か
ら
身
請
け
し
て
わ
が
も
の
に
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
付

き
合
う
う
ち
に
趣
味
趣
向
、
気
品
な
ど
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ヌ
と
妻
と
の
違
い
が
い
よ
い
よ
明
瞭
に
な
っ
て
来
る
。

ジ
ャ
ー
ヌ
は
ユ
ー
グ
の
金
だ
け
が
目
当
て
の
ガ
サ
ツ
な
女
だ
っ
た
。
ジ
ャ
ー
ヌ
が
妻
の
思
い
出
の
品
々
を
踏
み
に

じ
る
に
及
ん
で
ユ
ー
グ
は
激
昂
し
、
妻
の
残
し
た
髪
で
ジ
ャ
ー
ヌ
を
思
わ
ず
絞
め
殺
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
『
死

都
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
』
の
大
ま
か
な
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。

こ
の
人
間
ド
ラ
マ
を
彩
る
に
、
主
人
公
の
心
象
と
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
の
古
都
の
風
景
と
が
交
感
し
あ
う
描
写
は
、

奥
ゆ
か
し
く
、
美
し
い
。
美
貌
の
絶
頂
に
お
け
る
妻
の
死
、
そ
の
回
想
の
み
に
余
生
を
費
や
そ
う
と
す
る
ユ
ー
グ

の
姿
は
、
現
実
に
対
す
る
諦
念
の
う
ち
に
理
想
美
を
己
の
心
の
奥
深
く
で
反
芻
す
る
藝
術
家
の
自
画
像
の
よ
う
に

も
思
わ
れ
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。
悲
劇
的
結
末
を
含
め
、
若
い
こ
ろ
の
私
は
陶
然
と
読
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。

し
か
し
。
い
ま
の
私
に
は
そ
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
作

品
の
死
臭
漂
う
病
的
な
詩
の
頽
廃
美
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
も
う
一
方
で
、
次
な
る
、
む
し

ろ
喜
劇
的
と
も
い
え
る
筋
書
き
を
も
連
想
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
題
し
て
『
萌
都
ア
キ
バ
』。
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綾
波
レ
イ
の
理
想
美
に
萌
え
る
ア
ニ
メ
オ
タ
ク
が
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
を
収

集
し
て
は
誰
に
も
触
れ
さ
せ
ず
そ
れ
ら
を
愛
で
る
ば
か
り
の
生
活
を
し
て
い
る
。
レ
イ
み
た
い
な
女

の
子
と
エ
ッ
チ
で
き
た
ら
な
あ
、
と
日
々
悶
々
と
し
て
い
る
。

あ
る
と
き
彼
は
、
ア
キ
バ
か
ら
の
帰
り
、
た
ま
た
ま
強
引
な
客
引
き
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
た
神
田

の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ヘ
ル
ス
で
、
レ
イ
の
イ
メ
ー
ジ
に
ぴ
っ
た
り
の
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
・
ま
ゆ
嬢
に
出
逢

い
、
そ
の
後
夢
中
で
通
う
よ
う
に
な
る
。
仮
に
『
新
世
紀
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
』
を
実
写
化
し
た
ら

綾
波
レ
イ
役
と
し
て
彼
女
こ
そ
相
応
し
い
と
確
信
し
た
。
声
ま
で
レ
イ
と
そ
っ
く
り
だ
っ
た
の
だ
。

彼
は
ヘ
ル
ス
嬢
に
、
お
口
の
サ
ー
ビ
ス
な
ん
か
よ
り
も
、
全
裸
で
の
素
股
な
ん
か
よ
り
も
、
レ
イ

の
『
エ
ヴ
ァ
』
名
台
詞
を
、
エ
ヴ
ァ
・
メ
カ
搭
乗
ス
ー
ツ
で
の
レ
イ
の
コ
ス
プ
レ
を
要
求
し
な
い
で

は
お
れ
な
い
。
親
か
ら
借
り
た
―――
返
す
つ
も
り
も
な
い
―――
金
を
積
み
、
な
ん
と
か
拝
み
倒
し
て
、

彼
女
と
店
外
で
も
会
え
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
や
は
り
、
現
実
の
ヘ
ル
ス
嬢
は
ウ
ン
コ
も
オ
シ
ッ
コ
も
す
る
し
、
お
笑
い
バ
ラ
エ
テ
ィ

テ
レ
ビ
や
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
の
フ
ァ
ン
だ
っ
た
り
も
し
、
ど
う
も
お
金
を
い
ち
ば
ん
好
い
て
い
る
ら
し
く
、

綾
波
レ
イ
の
キ
ャ
ラ
・
理
想
像
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
こ
と
が
す
ぐ
さ
ま
明
ら
か
に
な
る
。
あ
る
時
オ
タ

ク
は
「
レ
イ
ち
ゃ
ん
、
キ
ミ
は
エ
ヴ
ァ
の
レ
イ
に
雰
囲
気
が
似
て
る
ん
だ
け
ど
、
レ
イ
よ
り
口
元
が

で
か
い
し
、
お
っ
ぱ
い
が
垂
れ
て
い
る
し
、
ん
ー
」
と
つ
い
ホ
ン
ネ
を
漏
ら
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
に
か
つ
ん
と
来
た
ま
ゆ
は
「
何
よ
、
こ
の
ア
ニ
ヲ
タ
野
郎
！
」
と
彼
を
罵
り
、
オ
タ
ク
の
も
っ

と
も
大
切
に
し
て
い
る
レ
イ
激
レ
ア
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
を
壊
し
て
し
ま
う
。
オ
タ
ク
は
怒
り

に
駆
ら
れ
て
ま
ゆ
を
絞
め
殺
し
て
し
ま
う
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
ド
ラ
マ
は
、
主
人
公
の
心
象
と
ア
キ
バ
の
風
景
と
が
交
感
し
合
う
か
の
よ
う
な

「
萌
え
ー
」
の
描
写
で
彩
ら
れ
て
い
る
…
…
。
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ひ
た
す
ら
己
の
理
想
像
に
こ
だ
わ
り
、
現
実
の
目
の
前
に
い
る
女
の
性
格
・
心
情
・
行
動
の
内
在
的
論
理
に
は

ま
っ
た
く
関
心
が
な
い
―――
こ
の
作
品
構
造
の
本
質
に
お
い
て
、
悲
劇
『
死
都
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
』
と
喜
劇
『
萌
都

ア
キ
バ
』
と
は
ど
こ
も
変
わ
り
が
な
い
。

『
死
都
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
』
ユ
ー
グ
の
性
格
は
、
現
在
の
私
か
ら
す
れ
ば
、
自
分
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
の
み

世
界
を
眺
め
て
い
る
と
い
う
類
型
に
お
い
て
、『
萌
都
ア
キ
バ
』
オ
タ
ク
と
同
じ
に
見
え
て
し
ま
う
。
ロ
デ
ン
バ
ッ

ク
作
品
は
、
徹
頭
徹
尾
、
ユ
ー
グ
な
い
し
語
り
手
の
視
点
か
ら
の
み
進
め
ら
れ
（
老
女
中
・
バ
ル
ブ
の
傍
系
物
語

は
別
と
し
て
）、
ジ
ャ
ー
ヌ
の
性
格
が
画
一
的
な
踊
子
・
娼
婦
の
形
象
の
域
を
出
ず
、
二
人
の
主
要
人
物
の
性
格

的
あ
る
い
は
心
理
的
な
相
剋
ゆ
え
の
悲
劇
性
を
欠
い
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
『
死
都
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
』
は
、
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
の
謂
う
と
こ
ろ
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
的
小
説

で
は
な
く
、「
死
都
」
と
い
う
観
念
の
支
配
す
る
、
単
一
の
詩
的
フ
ィ
ル
タ
ー
に
立
脚
す
る
、
モ
ノ
フ
ォ
ニ
ー
的

詩
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
齢
五
十
の
『
死
都
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
』
再
読
は
、
神
田
ヘ
ル
ス
嬢
の
哀
れ
な
―――
と
い
う
の
も
、
綾

波
レ
イ
を
想
起
さ
せ
る
見
た
目
で
し
か
判
断
さ
れ
ず
、
親
兄
弟
が
い
る
こ
と
す
ら
思
い
描
い
て
も
ら
え
な
い
ま

ま
、
モ
ノ
（
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
）
以
下
の
扱
い
で
殺
さ
れ
る
の
だ
か
ら
―――
死
と
ご
っ
ち
ゃ
に
な
っ
て
し
ま

い
、
ど
っ
ち
ら
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
ジ
ャ
ー
ヌ
、
ま
ゆ
が
か
わ
い
そ
う
。

私
の
歳
の
取
り
方
は
間
違
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

M
ay

3,
2
0
13.
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ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
零
度
』
―――
あ
る
い
はla

petite
m
ort
la
petite

m
ort

と
い
う
こ
と
ば
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
語
でpetit

は
「
小
さ
い
」、m

ort

は
「
死
」。

つ
ま
り
「
小
さ
な
死
」。
こ
れ
を
含
む
仏
文
に
つ
い
て
「
私
は
そ
の
と
き
小
さ
な
死
に
浸
っ
て
い
た
」
と
い
う
訳

を
読
ん
だ
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
感
じ
る
だ
ろ
う
か
。
な
に
か
哲
学
的
な
観
照
に
、
高
尚
な
気
分
に
話
者
が
取
り

憑
か
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

じ
つ
はla

petite
m
ort

と
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
俗
語
で
、
セ
ッ
ク
ス
に
お
け
る
絶
頂
感
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の

虚
脱
状
態
の
謂
い
で
あ
る
。
日
本
語
の
「
イ
ク
」、「
イ
ッ
ち
ゃ
っ
た
」
と
い
う
俗
語
と
あ
ま
り
変
わ
り
な
い
。
日

本
語
も
、
一
線
を
越
え
て
別
の
世
界
へ
達
す
る
意
味
で
、la

petite
m
ort

の
捉
え
方
と
酷
似
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
先
の
小
文
の
訳
は
「
お
れ
は
イ
っ
た
あ
と
の
あ
の
脱
力
感
を
覚
え
て
い
た
」
く
ら
い
で
な
い
と
意
味

不
明
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、「
イ
ク
」
を
「
小
さ
な
死
」
と
日
本
語
に
訳
さ
れ
る
こ
と
で
、
も
と
の
意

味
が
雲
散
霧
消
す
る
の
み
な
ら
ず
、
た
ん
な
る
俗
事
が
一
気
に
詩
的
・
哲
学
的
な
も
の
に
昇
華
す
る
。
フ
ラ
ン
ス

現
代
文
学
・
批
評
の
翻
訳
は
、
ど
う
も
こ
のla

petite
m
ort

直
訳
の
よ
う
な
も
の
が
多
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か

と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
あ
の
難
解
さ
の
一
因
で
は
な
い
か
と
。

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
零
度
』
の
翻
訳
（
森
本
和
夫
・
林
好
雄
訳
註
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、19

9
9

年
）
を
読
み
な
お
し
て
、
な
に
か
フ
ラ
ン
ス
批
評
の
翻
訳
に
は
、la

petite
m
ort

を
小
さ
な
死
と
訳
す
に
類
す
る

ボ
タ
ン
の
掛
け
間
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
忖
度
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
ま
っ
た
く
意
味
不
明
な
ん

で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
哲
学
的
な
観
照
と
高
尚
な
気
分
だ
け
は
な
ん
と
な
く
察
知
さ
れ
る
。

私
は
先
日
、『
表
徴
の
帝
国
』
を
読
み
、
感
銘
を
受
け
、
や
は
り
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
批
評
眼
は
一
流
だ
と
感
じ

た
。
そ
れ
で
、
い
ま
再
び
新
訳
で
『
零
度
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』（
か
つ
て
出
て
い
た
邦
訳
の
題
は
こ
の
よ
う
に
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名
詞
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
）
を
読
み
返
せ
ば
、
学
生
時
代
に
投
げ
出
し
た
こ
の
高
名
な
書
物
か

ら
な
に
か
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
た
。
果
た
し
て
無
駄
で
あ
っ
た
。
翻
訳
文
を
、
―――

恥
ず
か
し
な
が
ら
―――
文
字
通
り
一
行
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
。

訳
者
も
普
通
に
読
ん
で
理
解
で
き
な
い
こ
の
書
の
難
解
さ
を
知
っ
て
い
る
ら
し
く
、
本
書
の
頁
分
量
の
半
分
以

上
、
つ
ま
り
本
文
以
上
の
頁
数
を
訳
註
・
解
説
に
割
い
て
大
童
で
あ
る
（
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
読
ん
で
も
ど

う
も
晦
渋
な
書
物
ら
し
い
と
知
れ
る
）。
し
か
し
、
そ
の
訳
註
を
読
ん
で
も
、
本
文
が
な
に
を
言
わ
ん
と
し
て
い

る
の
か
、
ま
た
な
ぜ
そ
ん
な
註
が
可
能
な
の
か
、
ひ
い
て
は
そ
の
註
自
体
す
ら
本
文
と
同
様
、
不
親
切
な
符
牒
で

説
明
し
て
く
れ
て
い
て
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
わ
か
ら
な
い
（
人
名
解
説
は
別
と
し
て
）。

こ
の
わ
か
ら
な
さ
の
原
因
は
、
私
の
頭
が
悪
い
の
か
、
翻
訳
がla

petite
m
ort

直
訳
ゆ
え
な
の
か
、
ロ
ラ
ン
・

バ
ル
ト
自
身
の
天
邪
鬼
ぶ
り
ゆ
え
な
の
か
。
判
断
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
第
一
の
要
因
が
強
い
の
だ
ろ
う
。
で
も

第
二
の
要
因
も
相
当
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
翻
訳
」
な
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
日
本
語
と
し
て
意

味
が
通
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
け
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
ん
な
徹
頭
徹
尾
理
解
で
き
な
い
文
章
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
と
は
素
晴
ら
し
い
。
称
賛
に
値
す
る
（
私
は
皮

肉
抜
き
で
正
直
に
言
っ
て
い
る
の
だ
）。
眠
れ
な
い
夜
に
格
好
の
道
具
に
な
る
。
で
も
、
こ
の
「
翻
訳
」
で
バ
ル

ト
を
理
解
し
た
人
が
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
実
際
、
同
時
代
の
著
作
家
た
ち
に
共
通
の
規
則
や
慣
習
の
　・集
・合
・体　
で
あ
る
《
　・言
・語
・体　
（
　・ラ
・ン
・グ　
）》
や
、
著
作

家
の
　・身
・体　
や
過
去
の
　・個
・人
・的
・神
・話　
か
ら
生
じ
る
《
文
体
（
　・ス
・テ
・ィ
・ル　
）》
と
は
独
立
し
た
、
文
学
の
　・第
・三
・の
・形
・式

・的
・現
・実　
と
し
て
の
《
　・エ
・ク
・リ
・チ
・ュ
・ー
・ル　
》
は
、
そ
の
後
の
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
。」

―――
こ
れ
は
、
バ
ル
ト
で
は
な
く
、
翻
訳
者
に
よ
る
解
説
の
一
部
だ
。
こ
れ
ま
た
、
訳
文
と
変
わ
ら
ず
、
強
調
部

分
の
よ
う
な
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
符
牒
に
満
ち
た
日
本
語
文
を
、
な
ん
の
前
置
き
な
く
し
て
気
軽
に
書
い
て
く

れ
る
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
が
（
こ
の
解
説
を
書
い
た
本
書
の
訳
者
の
み
な
ら
ず
）
ゴ
マ
ン
と
い
る
。
こ
う
い
う
、
要
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す
る
に
　・隠
・語
・だ
・ら
・け
・の
・文
・章　
を
書
く
こ
と
の
で
き
る
状
態
を
「
理
解
」
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

本
書
は
お
そ
ら
く
、
文
学
論
で
は
な
く
、
聖
書
や
コ
ー
ラ
ン
の
神
妙
な
説
話
や
仏
教
経
典
に
も
似
た
壮
大
な
メ

タ
フ
ァ
ー
な
の
で
あ
る
。
事
実
の
観
察
、
分
析
、
そ
の
総
合
と
し
て
の
「
論
」
で
は
な
く
、
い
き
な
り
「
悟
り
」

が
比
喩
を
も
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
神
話
」
で
あ
る
。
威
厳
と
象
徴
に
満
ち
た
語
り
口
に
対
し
て
、
た
く
さ
ん

の
研
究
者
が
ま
さ
に
脚
注
だ
ら
け
の
本
翻
訳
書
の
よ
う
に
、
―――
親
切
に
も
―――
膨
大
な
注
釈
を
行
う
活
動
そ
の

も
の
に
意
味
が
あ
る
よ
う
な
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
注
釈
そ
の
も
の
が
他
な
ら
ぬ
メ
タ
フ
ァ
ー
に
な
っ
て
い
る
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ま
る
で
、
聖
典
の
傍
系
と
し
て
の
「
啓
示
文
学
」
で
あ
る
。

こ
う
い
う
「
論
」
に
わ
れ
わ
れ
パ
ン
ピ
ー
が
こ
れ
ら
研
究
者
と
同
じ
よ
う
に
付
き
合
う
の
は
や
め
た
ほ
う
が
よ

さ
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
う
も
こ
れ
を
「
理
解
」
し
て
も
、
先
に
引
用
し
た
日
本
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
の

よ
う
な
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
啓
示
的
比
喩
に
満
ち
た
文
章
を
書
く
こ
と
に
し
か
資
し
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
だ
。

本
書
の
ア
マ
ゾ
ン
の
評
価
は
最
高
点
の
五
つ
星
で
あ
る
。
そ
の
評
も
ぜ
ひ
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
比
喩
の
素

晴
ら
し
さ
を
同
じ
比
喩
で
も
っ
て
称
賛
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
比
喩
の
連
鎖
は
「
論
」
で
は
な
い
。

海
外
ア
ニ
メ
の
フ
ァ
ン
は
、
日
本
ア
ニ
メ
・
オ
タ
ク
た
ち
の
使
う
「
ツ
ン
デ
レ
」、「
ヤ
オ
イ
」、「
シ
ョ
タ
」
な

ど
の
隠
語
に
つ
い
て
、
自
国
語
の
こ
と
ば
で
咀
嚼
し
た
訳
語
を
使
わ
ず
（
だ
か
ら
「
定
義
さ
れ
な
い
」
状
態
の
ま

ま
）、
日
本
語
の
ま
ま
で
流
通
さ
せ
て
い
る
。
で
も
そ
れ
は
、
ア
ニ
メ
文
化
を
彼
ら
が
自
ら
の
文
化
に
受
容
し
消

化
し
た
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
ア
ニ
メ
・
オ
タ
ク
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
を
真
似
し
て
そ
の
雰
囲
気
を
楽
し
ん
で
い
る

に
過
ぎ
な
い
。

本
書
に
お
い
て
「
ア
ン
ガ
ジ
ェ
す
る
」
だ
の
、「
シ
ニ
ャ
レ
す
る
」
だ
の
、「
シ
ニ
フ
ィ
エ
す
る
」
だ
の
、
フ
ラ

ン
ス
語
が
そ
の
ま
ま
翻
訳
文
に
紛
れ
込
ん
で
い
る
姿
は
、
こ
の
海
外
ア
ニ
メ
・
オ
タ
ク
た
ち
の
　・楽
・し
・み
・方　
と
ま
さ

に
同
じ
で
あ
る
。
日
本
語
訳
と
し
て
の
あ
ま
り
の
支
離
滅
裂
さ
に
、
ど
う
も
雰
囲
気
を
楽
し
ん
で
い
る
と
し
か
私

に
は
「
理
解
」
し
よ
う
が
な
い
。
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ま
、
確
か
に
、
日
本
語
と
し
て
「
理
解
」
せ
ず
と
も
そ
の
雰
囲
気
を
「
真
似
」
す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
で
あ
る
。

三
島
由
紀
夫
の
『
金
閣
寺
』
は
、
か
れ
の
豊
饒
な
る
空
虚
と
し
て
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
も
っ
て

―――
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
、
文
化
と
い
う
残
酷
な
　シ

ー
ニ
ュ

標
章　
の
一
系
列
に
も
近
似
し
た
金
色
の
楼
閣
を
、

戦
後
覆
さ
れ
て
し
ま
っ
た
『
　ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ
・
パ
ル
レ

語
ら
れ
る
言
語　
』
に
偏
在
す
る
　リ

ア
ン

虚
無　
と
し
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
―――
、

あ
た
か
も
文
学
の
　プ
テ
ィ
ッ
ト
・
モ
ー
ル

小
さ
な
死　
を
宣
告
し
た
と
も
い
え
よ
う
。

こ
れ
は
い
ま
私
が
テ
キ
ト
ー
に
「
真
似
」
し
て
み
せ
た
だ
け
で
あ
る
。
何
の
意
味
も
な
い
。
ま
あ
よ
い
。
文
学

者
に
は
暇
人
が
多
い
も
の
で
あ
る
。
で
も
、la

petite
m
ort

が
た
だ
の
「
イ
ク
」
な
の
に
「
小
さ
な
死
」
の
形
而

上
学
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
こ
ん
な
滑
稽
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
私
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
原
典
と
こ
の
翻
訳
と
を
見
比
べ
て
評
価
す
る
能
力
が
な
い
。
上
記
は
私
の
頭

の
悪
さ
を
露
呈
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
翻
訳
を
読
ん
で
い
て
、
そ
の
内
容
と

は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
いla

petite
m
ort

が
つ
い
頭
を
よ
ぎ
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
と
も
な
―――
つ
ま
り
、
翻
訳

文
が
日
本
語
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
第
一
に
考
え
る
―――
フ
ラ
ン
ス
文
学
翻
訳
者
の
意
見
を
ぜ
ひ
聴
い
て
み
た
い
。

PostScriptum

上
記
は
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
零
度
』
　・そ
・の
・も
・の
・に
・つ
・い
・て
・何
・も
・書
・い
・て
・い
・な
・い　
の
で
付
記
し
て
お
く
。

本
書
は
、
書
か
れ
た
も
の
に
あ
る
言
語
要
素
に
対
し
て
、
書
き
手
個
人
や
社
会
集
団
、
歴
史
等
に
特
有
の
価
値

観
・
情
念
・
概
念
が
ど
の
よ
う
に
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
か
、
文
学
・
政
治
評
論
等
に
お
け
る
そ
う
し
た
諸
相
の
姿

を
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
度
数
」
で
喩
え
た
も
の
で
あ
る
。「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
と
い
う
概
念
を
広
め
た
重
要

な
書
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
お
か
げ
で
―――
も
ち
ろ
ん
、
符
牒
だ
ら
け
の
翻
訳
に
も
幻
惑
さ
れ
て
―――
、
流
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行
に
敏
感
な
わ
が
国
の
イ
ン
テ
リ
（
フ
ラ
ン
ス
文
学
思
想
ヲ
タ
）
は
、
勝
手
気
ま
ま
に
ま
さ
し
く
お
飾
り
で
「
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
と
い
う
語
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

零
度
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
い
う
も
の
が
個
人
、
社
会
集
団
、
歴
史
の
価
値
観
・
感
じ
方
か
ら
絶
対
的
に
自
由

で
抽
象
的
・
理
想
的
な
書
記
状
態
、
書
か
れ
た
も
の
の
在
り
方
、
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
じ
ゃ
あ
、
十
度
の
、
百

五
十
度
の
、
等
々
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
は
何
か
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
そ
う
「
測
れ
る
の
か
」
に
つ
い
て
の
定
式

を
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
ど
う
し
て
示
さ
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
「
抒
情
詩
は
千
〜
二
千
度
の
範
囲
に
あ
る
」
―――

例
え
ば
、
こ
う
い
う
よ
う
な
理
論
（
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
一
次
ス
カ
ラ
ー
的
な
単
純
な
も
の
に
は
な
り
そ
う
も

な
い
の
だ
け
ど
）
を
導
き
出
そ
う
と
し
な
い
で
、「
零
度
の
」
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

科
学
的
表
現
が
そ
れ
こ
そ
た
だ
の
「
比
喩
」
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

私
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
方
法
論
に
い
た
く
不
満
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
本
書
は
「
科

学
的
」
た
ろ
う
と
し
て
果
た
せ
な
か
っ
た
、
文
学
理
論
の
敗
北
の
書
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
ま
、
お
フ
ラ
ン

ス
の
文
学
に
無
条
件
に
ひ
れ
伏
し
て
し
ま
う
日
本
の
読
書
家
の
な
か
で
、
私
み
た
い
な
の
は
圧
倒
的
少
数
派
な
ん

だ
ろ
う
け
ど
。再

びPostScriptum

翻
訳
の
違
い
が
衝
撃
を
喰
ら
わ
せ
て
く
れ
る
例
を
、
牧
野
剛
『
河
合
塾
マ
キ
ノ
流
！

国
語
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
』

（
講
談
社
現
代
新
書
、2

0
0
2

年
）
が
教
え
て
く
れ
た
。
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
の
代
表
で
あ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神

現
象
学
』
に
つ
い
て
、
牧
野
は
あ
ま
り
こ
と
ば
を
費
や
さ
ず
、
長
谷
川
宏
と
金
子
武
蔵
の
二
つ
の
訳
を
並
べ
て
見

せ
る
。
さ
て
、
ど
ち
ら
の
翻
訳
で
ヘ
ー
ゲ
ル
と
お
付
き
合
い
し
た
い
だ
ろ
う
か
…
…

最
初
に
或
は
直
接
的
に
「
我
々
」
の
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
知
」
と
は
、
そ
れ
自
身
直
接
的
な
知
で

あ
る
と
こ
ろ
の
知
、
即
ち
　・直
・接
・的
・な
・も
・の　
或
は
　・存
・在
・す
・る
・も
・の　
の
　・知　
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
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そ
こ
で
「
我
々
」
の
ほ
う
で
も
や
は
り
同
じ
よ
う
に
　・直
・接
・的
・な　
或
は
　・受
・け
・取
・る　
態
度
を
と
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
か
ら
、
現
わ
れ
て
く
る
が
ま
ま
の
こ
の
知
に
少
し
も
変
更
を
加
え
て
は
な
ら
ず
、
補
足

す
る
こ
とA

uffassen

か
ら
概
念
的
理
解Begreifen

を
遠
ざ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

金
子
武
蔵
訳
。
同
書
、p.2

2
2

。

ま
っ
さ
き
に
わ
た
し
た
ち
の
目
に
飛
び
こ
ん
で
く
る
知
は
、
直
接
の
知
、
直
接
目
の
前
に
あ
る
も
の

を
知
る
こ
と
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
知
を
前
に
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
目
の
前
の
事
態
を

そ
の
ま
ま
受
け
と
る
以
外
に
は
な
く
、
示
さ
れ
た
対
象
に
な
ん
の
変
更
も
加
え
ず
、
そ
こ
に
概
念
を

も
ち
こ
ん
だ
り
し
て
は
な
ら
な
い
。

長
谷
川
宏
訳
。
同
書
、p.2

2
2

。

O
ct.

17,
2
0
0
9.

後
を
囘
顧
み
た
れ
ば

ロ
ト
、
ゾ
ア
ル
に
至
れ
る
時
日
地
の
上
に
昇
れ
り
　
ヱ
ホ
バ
硫
黃
と
火
を
ヱ
ホ
バ
の
所
よ
り
卽
ち
天

よ
り
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
に
雨
し
め
　
其
邑
と
低
地
と
其
邑
の
居
民
お
よ
び
地
に
生
ふ
る
と
こ
ろ
の
物

を
盡
く
滅
ぼ
し
給
へ
り
　
ロ
ト
の
妻
は
後
を
囘
顧
み
た
れ
ば
鹽
の
柱
と
な
り
ぬ
。
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『
創
世
記
』19

章
、2

3–
2
6

、
罪
と
頽
廃
の
街
・
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
が
神

の
劫
火
に
滅
び
、
た
だ
ロ
ト
の
家
族
の
み
が
神
の
救
済
に
与
る
く
だ
り
で

あ
る
。
引
用
は
日
本
聖
書
協
会
に
よ
る
文
語
訳
か
ら
の
も
の
で
あ
る
（『
舊

新
約
聖
書
』
日
本
聖
書
協
会
、19

9
1

年
、p.2

1

）。

ク
ラ
イ
シ
ス
と
そ
こ
か
ら
の
救
済
と
い
う
モ
チ
ー
フ
。
震
災
ゆ
え
か
、
な

に
か
心
に
迫
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
読
み
返
し
て
み
た
（
も
ち
ろ
ん
震
災
被

災
地
は
ソ
ド
ム
で
も
ゴ
モ
ラ
で
も
な
い
）。

ロ
ト
の
妻
は
、
後
ろ
を
振
り
返
る
な
と
天
使
か
ら
諭
さ
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
振
り
返
っ
て
し
ま
い
「
鹽
の
柱
」
と
化
す
。
こ
れ
が
恐
ろ
し

い
象
徴
と
し
て
胸
を
打
つ
。「
後
ろ
」
と
は
過
去
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
滅

び
て
行
く
も
の
に
後
ろ
髪
を
引
か
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
己
を
も
滅
ぼ
す
。
私

も
振
り
返
っ
て
己
を
滅
ぼ
す
ク
チ
だ
と
思
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
後

ろ
を
振
り
返
る
こ
と
で
本
意
が
遂
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
オ

ル
フ
ェ
ウ
ス
と
ユ
ー
リ
デ
ィ
ケ
ー
の
逸
話
に
も
あ
っ
て
興
味
深
い
。

泉
鏡
花
の
怪
異
短
編
小
説
『
黒
壁
』（
明
治
二
十
七
年
）
に
「
予
も
何
と
な

く
　う

し
ろ
ぐ
ら

後
顧　
き
心
地
し
て
」
と
い
う
表
現
が
出
て
来
る
。「
後
ろ
暗
い
」
が
「
後

ろ
を
顧
み
る
よ
う
な
」
と
等
価
の
関
係
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。「
後
ろ
暗
い
」

と
は
「
気
掛
か
り
、
心
配
だ
」
の
ほ
か
に
「
ふ
た
心
が
あ
る
」
と
い
う
意
味

も
あ
る
。
つ
ま
り
、
心
に
覚
悟
が
な
く
、
信
念
に
反
す
る
邪
念
が
あ
る
の

謂
い
で
あ
る
。
神
は
ロ
ト
の
妻
の
そ
う
い
う
心
の
奥
底
を
「
振
り
返
る
な
」

と
の
命
に
よ
り
試
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
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『
創
世
記
』
の
こ
の
く
だ
り
を
教
会
ス
ラ
ヴ
語
訳
聖
書
で
も
読
ん
で
み
た
。「
鹽
の
柱
」
は«столпъ

сланъ»

「
霜
の
柱
」
と
い
う
訳
に
な
っ
て
い
る
。
拙
作O

ldSlav

教
会
ス
ラ
ヴ
語L ATE X

パ
ッ
ケ
ー
ジ
（O

ldSlav:
A
n

extension
of

Śńć~TE X
forO

ld
C
hurch

Slavonic
typesetting

）
を
使
っ
て
、
組
版
し
て
み
た
（p.19

1

）。

A
pr.

17,
2
0
11.

人
間
ト
ハ
ヨ
ク
燃
ユ
ル
モ
ノ

清
明
の
雨
の
夜
、Johann

Sebastian
Bach

の»D
as

M
usikalisches

O
pfer«BW

V
10
7
9

に
針
を
落
と
す
。

G
ustav

Leonhaldt

に
よ
る19

7
4
年
のSEO

N

ア
ナ
ロ
グ
盤
。
ス
コ
ア
を
眺
め
な
が
ら
、
あ
の
幾
何
学
的
に
し

て
か
つ
謎
め
い
たKO

N
T
R
A
PU

N
K
T

に
耳
を
傾
け
る
。
少
し
妖
し
い
気
分
に
な
る
。
昨
夜
、
色
付
き
の
奇
妙

な
夢
を
視
た
の
で
あ
る
。

俺
は
、
誰
か
に
命
を
狙
わ
れ
、
追
わ
れ
る
恐
怖
の
な
か
で
、
共
産
党
員
の
女
と
性
交
し
て
い
た
。
女
は
激
し
い

吐
息
と
と
も
に
、
俺
の
眼
を
視
て
何
か
を
訴
え
て
い
た
。「
人
間
と
は
…
よ
く
…
燃
え
る
も
の
…
」。

人
間
と
は
何
か
、
と
問
わ
れ
て
ど
う
答
え
る
か
。
愛
の
存
在
で
あ
る
、
こ
こ
ろ
を
も
つ
も
の
、
理
性
的
な
る
も

の
、
な
ど
な
ど
、
ま
っ
と
う
な
人
な
ら
そ
の
類
の
答
え
を
返
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

学
生
時
代
―――
一
九
八
〇
年
代
―――
の
俺
の
あ
る
友
人
は
「
ヨ
ク
モ
エ
ル
モ
ノ
」
と
言
っ
た
。
彼
は
、
こ
ち
ら

を
異
界
に
誘
い
込
む
よ
う
な
雰
囲
気
を
も
っ
た
男
だ
っ
た
。
彼
は
い
つ
も
不
思
議
な
女
を
連
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
女
は
共
産
党
の
シ
ン
パ
で
、
長
い
黒
髪
の
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
白
皙
の
美
人
だ
っ
た
。
い
つ
も
ダ
サ
い
紺
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のadidas

ウ
ィ
ン
ド
ブ
レ
ー
カ
ー
を
着
て
、
セ
ブ
ン
ス
タ
ー
を
吸
い
な
が
ら
、
大
学
の
学
生
集
会
で
メ
ガ
ホ
ン
を

持
っ
て
意
味
不
明
な
ア
ジ
を
が
な
り
立
て
て
い
た
。

「
ヨ
ク
モ
エ
ル
モ
ノ
」。
欲
情
が
萌
す
く
ら
い
に
魅
力
を
覚
え
る
謂
い
の
「
萌
え
る
」
な
ど
と
い
う
言
葉
は
当

時
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
そ
の
ま
ん
ま
の
「
燃
え
る
」
で
あ
る
。
人
間
と
は
よ
く
燃
え
る
も
の
。「
燃
え
る
」
は
激

し
い
愛
欲
を
露
に
す
る
こ
と
の
比
喩
と
し
て
も
定
着
し
て
お
り
、「
人
間
と
は
激
し
く
愛
を
表
す
も
の
」
と
も
受

け
取
れ
る
。
否
、
こ
の
友
人
の
言
は
や
は
り
、
そ
の
ま
ん
ま
、
人
間
は
発
火
す
れ
ば
ぼ
ー
ぼ
ー
と
燃
焼
す
る
も
の

だ
、
と
い
う
意
味
だ
。

俺
の
友
人
に
せ
よ
、
そ
の
共
産
党
女
に
せ
よ
、
世
の
中
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
人
が
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

女
の
こ
こ
ろ
に
仮
託
し
て
詠
ん
だ
歌
を
ふ
と
思
い
出
し
た
。

人
間
ハ
ヨ
ク
燃
ユ
ル
モ
ノ
と
云
ふ
背
な
の
愛
ほ
し
と
思
ふ
夜
の
哀
し
き

A
pr.

18,
2
0
17.

夢
幻
能
・
月
に
憑
か
れ
た
ピ
エ
ロ

今
夜
、
錦
糸
町
の
す
み
だ
ト
リ
フ
ォ
ニ
ー
ホ
ー
ル
で
『
夢
幻
能
・
月
に
憑
か
れ
た
ピ
エ
ロ
』
を
観
て
来
た
。
能
と

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
室
内
歌
曲
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
、
個
性
的
な
舞
台
だ
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
在

住
の
ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
・
中
嶋
彰
子
さ
ん
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
、
演
出
及
び
シ
ュ
プ
レ
ッ
ヒ
シ
ュ
テ
ィ
ン
メ
。
シ
テ
・

渡
邊
荀
之
介
、
笛
・
松
田
弘
之
、
大
鼓
・
飯
島
六
之
佐
、
地
謡
・
佐
野
登
／
渡
邊
茂
人
／
薮
克
徳
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
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ン
と
ヴ
ィ
オ
ラ
・
坂
本
久
仁
雄
、
チ
ェ
ロ
・
大
澤
明
、
フ
ル
ー
ト
と
ピ
ッ
コ
ロ
・
岡
本
え
り
子
、
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
・

鈴
木
生
子
、
ピ
ア
ノ
・
斎
藤
雅
昭
、
指
揮
・
ニ
ル
ス
・
ム
ー
ス
。『
ピ
エ
ロ
』
演
奏
者
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
・
ア
ン

サ
ン
ブ
ル
金
沢
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。

公
演
を
観
る
前
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
傑
作
を
生
で
聴
か
れ
る
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
単
な
る
室
内
歌
曲
の
「
演
奏
」
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
独
り
の
登
場
人
物
に
よ
る
室
内
オ
ペ

ラ
と
夢
幻
能
と
の
、
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
風
音
楽
劇
と
い
っ
た
趣
だ
っ
た
。
強
烈
に
魅
了
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
『
ピ
エ
ロ
』
の
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ロ
ー
の
詞
そ
の
も
の
は
、
思
う
に
、
一
九
世
紀
の
ロ
マ
ン

主
義
的
紋
切
型
が
世
紀
末
的
不
安
の
な
か
で
腐
り
果
て
た
よ
う
な
頽
廃
で
し
か
な
い
。「
目
で
飲
む
恍
惚
の
ワ
イ

ン
」、「
純
白
の
奇
跡
の
薔
薇
」、「
水
晶
の
小
瓶
を
照
ら
す
幻
想
の
光
に
み
ち
た
月
」、「
蒼
ざ
め
た
洗
濯
女
」、「
蒼

ざ
め
た
血
」、「
苦
悩
の
聖
母
」、「
太
陽
を
覆
う
黒
い
巨
大
な
蛾
」、「
血
の
し
た
た
る
残
酷
な
聖
餐
」、「
瘠
せ
細
っ

た
娼
婦
」、「
三
日
月
の
白
刃
」、「
聖
な
る
十
字
架
と
し
て
の
詩
」、
エ
ト
セ
ト
ラ
、
エ
ト
セ
ト
ラ
、
は
、
そ
の
よ

う
な
わ
か
り
切
っ
た
、
ゴ
シ
ッ
ク
ロ
マ
ン
ス
の
道
具
立
て
の
よ
う
な
「
あ
、
あ
れ
か
」
式
の
、
陳
腐
と
い
っ
て
も

よ
い
モ
チ
ー
フ
、
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
陳
腐
化
し
た
頽
廃
っ
て
ち
ょ
っ
と
滑
稽
で
は
な
い
か
？

と
は
い
え
、
い

ま
や
紋
切
型
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
こ
そ
、
私
は
江
戸
川
乱
歩
と
同
様
こ
う
い
う
「
古
典
的
」
乱
脈
・
紊
乱
を

そ
れ
そ
の
も
の
と
し
て
酷
愛
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
。

と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
、
も
の
言
わ
ぬ
月
の
美
女
、
嫉
妬
に
我
知
ら
ず
般
若
と
化
す
狂
女
、
老
い
さ
ら
ば
え
て
打

ち
捨
て
ら
れ
る
老
姥
、
と
い
う
三
態
の
夢
幻
能
・
鬘
物
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
対
置
さ
れ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
無
関
係

な
表
現
様
式
な
の
に
―――
こ
の
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
の
接
点
は
花
と
小
袖
の
み
が
媒
介
に
な
っ
て
い
る
―――
『
ピ

エ
ロ
』
の
頽
廃
的
主
人
公
が
、
日
本
的
「
狂
」
で
異
化
さ
れ
た
よ
う
な
、
独
特
の
象
徴
的
心
理
劇
の
主
体
と
し
て

観
る
者
に
迫
り
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。
月
に
見
蕩
れ
る
ピ
エ
ロ
の
狂
気
は
月
の
精
の
よ
う
な
異
界
の

美
女
へ
の
思
慕
と
繋
が
り
、
絞
首
台
の
娼
婦
に
ピ
エ
ロ
の
抱
く
恐
怖
は
般
若
の
憎
し
み
と
嫉
妬
へ
の
戦
慄
に
変
じ
、
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ピ
エ
ロ
の
望
郷
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
は
老
い
の
た
め
に
捨
て
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
か
つ
て
の
絶
世
の
美
女
の
懐
旧

の
情
と
交
感
す
る
。
月
の
美
女
が
落
と
し
た
薔
薇
を
、
ピ
エ
ロ
が
老
姥
に
捧
げ
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
メ
タ
・

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
心
憎
か
っ
た
。
女
の
激
情
を
秘
め
た
一
生
を
夢
幻
能
と
い
う
象
徴
的
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
と
し

て
『
ピ
エ
ロ
』
に
裁
ち
入
れ
る
こ
と
で
、
ピ
エ
ロ
は
恋
を
し
た
の
だ
と
い
う
新
し
い
ス
ト
ー
リ
ー
が
生
ま
れ
た
の
だ
。

か
く
し
て
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
『
ピ
エ
ロ
』
を
夢
幻
的
室
内
オ
ペ
ラ
と
し
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

舞
台
（
こ
う
い
う
言
い
方
が
相
応
し
い
）
で
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
音
楽
と
能
楽
の
笛
・
鼓
・
謡
が
交
互
に
進

行
す
る
ち
ょ
っ
と
冒
険
的
な
演
出
が
あ
っ
た
。『
ピ
エ
ロ
』
の
フ
ル
ー
ト
と
能
楽
の
和
笛
と
が
呼
び
交
す
く
だ
り

は
圧
巻
だ
っ
た
。
和
笛
の
心
の
強
さ
・
気
の
鋭
さ
が
フ
ル
ー
ト
と
対
照
さ
れ
る
と
、
身
に
、
魂
に
、
沁
み
入
る
よ

う
で
あ
っ
た
。
西
欧
人
で
日
本
の
楽
器
の
な
か
で
尺
八
に
惚
れ
込
む
人
は
多
い
が
、
こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
観

た
ら
、
能
楽
の
笛
に
魅
せ
ら
れ
る
に
違
い
な
い
と
確
信
し
た
。

今
夜
の
舞
台
に
大
い
に
満
足
し
た
。
こ
の
D
V
D
が
発
売
さ
れ
記
録
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
う
と
こ
ろ
で

あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
金
沢
、
高
岡
に
続
く
東
京
公
演
で
あ
る
。
ま
ず
金
沢
か
ら
、
そ
し
て
演
奏
者
が

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
金
沢
の
団
員
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
極
め
て
意
味
深
長
で
あ
る
。
金
沢
と
い
う
地

が
い
か
に
文
化
レ
ベ
ル
の
高
い
都
市
で
あ
る
か
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
室
内
歌
曲
を
取

り
上
げ
る
こ
と
自
体
が
商
業
的
に
無
謀
な
の
だ
。
し
か
も
、
大
い
な
る
藝
術
的
実
験
を
投
下
し
た
出
し
物
で
あ
る
。

あ
る
意
味
で
東
京
よ
り
も
文
化
的
に
自
由
で
か
つ
成
熟
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。『
ピ
エ
ロ
』
の
演
奏
も
正
確
、
艶

や
か
で
惚
れ
惚
れ
し
た
。
こ
の
楽
団
の
武
満
徹
も
絶
品
な
の
で
ぜ
ひ
フ
ォ
ロ
ー
し
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

考
え
て
み
た
ら
、
昨
年
十
一
月
に
武
満
徹
室
内
楽
を
聴
い
て
以
来
、
一
年
以
上
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
に
足
を
運

ん
で
い
な
か
っ
た
。
近
所
の
ミ
ュ
ー
ザ
川
崎
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
が
震
災
に
よ
る
天
上
崩
落
の
修
復
工
事
の
た
め

未
だ
に
再
開
で
き
て
い
な
い
か
ら
か
。
私
も
ど
う
も
こ
の
と
こ
ろ
心
に
余
裕
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
十
一

月
の
末
、
な
ん
と
中
嶋
彰
子
さ
ん
そ
の
人
が
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
『
ピ
エ
ロ
』
に
関
す
る
私
の
ブ
ロ
グ
を
読
ん
で
、
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メ
ー
ル
で
こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
誘
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
十
一
月
の
霧
と
菊
の
彼
方
か
ら
声
を
聴
い
た
気
分
に

な
っ
た
。
ブ
ツ
ブ
ツ
独
り
言
・
戯
言
ば
か
り
書
き
連
ね
て
い
て
も
、
ご
く
ご
く
た
ま
に
、
こ
う
い
う
身
に
余
る
幸

せ
な
こ
と
も
起
き
る
も
の
で
あ
る
。

D
ec.

10,
2
0
12.

マ
イ
ス
キ
イ
の
バ
ッ
ハ
無
伴
奏
チ
ェ
ロ
組
曲

ミ
ッ
シ
ャ
・
マ
イ
ス
キ
イ
の
演
奏
に
よ
る
バ
ッ
ハ
の
無
伴
奏
チ
ェ
ロ
組
曲
を
本
当
に
久
し
ぶ
り
に
聴
い
た
。
私

は
第
二
番
と
第
五
番
が
好
き
で
あ
る
。
こ
の
曲
の
演
奏
は
い
く
つ
も
名
演
が
あ
る
。
私
は
ム
ス
チ
ス
ラ
フ
・
ロ
ス

ト
ロ
ポ
ー
ヴ
ィ
チ
、
ピ
エ
ー
ル
・
フ
ル
ニ
エ
、
ミ
ッ
シ
ャ
・
マ
イ
ス
キ
イ
の
盤
が
お
気
に
入
り
で
あ
る
。
な
か
で

も
マ
イ
ス
キ
イ
盤
に
は
、
あ
る
特
別
な
思
い
出
が
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
。

一
九
八
五
年
の
春
先
、
ソ
連
の
最
高
権
力
者
・
共
産
党
書
記
長
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
チ
ェ
ル
ネ
ン
コ
が
亡
く

な
っ
た
。
テ
レ
ビ
を
持
た
ず
新
聞
も
購
読
で
き
な
い
貧
乏
学
生
で
あ
っ
た
私
は
、
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
知
ら
ず
に
い

た
（
お
ま
け
に
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
な
か
っ
た
時
代
だ
。
い
ま
当
た
り
前
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
は
当
時
ま

だ
大
学
研
究
者
だ
け
の
特
権
で
あ
っ
た
）。
札
幌
の
ま
だ
ま
だ
凍
て
つ
く
寒
い
下
宿
で
、
ロ
シ
ア
の
文
藝
学
者
・

文
学
史
家
ボ
リ
ス
・
ト
マ
シ
ェ
フ
ス
キ
イ
の
詩
論
集
『
詩
に
つ
い
て
』
を
読
ん
で
い
た
。
コ
ー
ヒ
ー
を
ド
リ
ッ
プ

す
る
間
に
、N

H
K
-FM

を
点
け
た
。
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バ
ッ
ハ
の
無
伴
奏
チ
ェ
ロ
組
曲
が
流
れ
て
い
た
。
私
は
直
感
で
こ
れ
は
ミ
ッ
シ
ャ
・
マ
イ
ス
キ
イ
の
出
た
ば
か

り
の
盤
だ
と
わ
か
っ
た
。
正
確
に
い
え
ば
、
そ
う
直
感
し
た
だ
け
で
、
い
ま
か
ら
す
れ
ば
た
だ
の
思
い
込
み
だ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。

一
曲
が
終
わ
っ
た
ら
、
別
の
組
曲
が
開
始
さ
れ
た
。
な
に
か
お
か
し
い
。D

J

な
り
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
な
り
の
語

り
が
な
く
、
曲
の
演
奏
だ
け
が
延
々
と
続
く
。
な
ん
の
説
明
も
な
い
。
す
ぐ
に
、
私
は
誰
か
要
人
が
亡
く
な
っ
た

の
だ
と
悟
っ
た
。
ソ
連
で
は
権
力
者
が
亡
く
な
る
と
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
ひ
た
す
ら
ラ
ジ
オ
で
流
す
と
い
う
話
を

思
い
出
し
た
の
だ
。

そ
う
か
、
書
記
長
が
死
ん
だ
の
だ
。
え
、
な
ん
で
？
就
任
し
て
ま
だ
間
も
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
本
当
か
？
で

も
、
果
た
し
て
そ
れ
は
正
し
い
判
断
だ
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
ニ
ュ
ー
ス
が
は
じ
ま
り
、
チ
ェ
ル
ネ
ン
コ
死
去
が

報
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

異
常
な
気
分
に
な
り
、
ト
マ
シ
ェ
フ
ス
キ
イ
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
た
の
を
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
い
ま
思
う

と
、N

H
K

は
そ
う
い
う
放
送
局
だ
っ
た
の
だ
と
へ
ん
な
感
銘
を
覚
え
る
。
国
際
的
最
重
要
人
物
が
亡
く
な
ろ
う

と
、
こ
の
よ
う
な
放
送
は
現
在
で
は
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。N

H
K

に
ロ
シ
ア
の
伝
統
を
知
る
者
が
い

た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
哀
悼
の
意
を
表
し
た
の
だ
ろ
う
。「
不
可
解
」
が
国
際
情
勢
の
緊
張
感
を
異
様

に
高
め
る
と
い
う
こ
と
が
身
に
沁
み
た
。「
臨
時
ニ
ュ
ー
ス
を
申
し
上
げ
ま
す
」
な
ん
か
よ
り
、
観
念
さ
せ
る
よ

う
な
な
に
か
が
あ
っ
た
。

ソ
連
共
産
党
書
記
長
の
死
を
告
げ
る
マ
イ
ス
キ
イ
の
バ
ッ
ハ
。
も
う
ひ
と
つ
強
烈
な
の
は
、
ミ
ッ
シ
ャ
・
マ
イ

ス
キ
イ
が
ソ
連
官
憲
に
よ
っ
て
投
獄
さ
れ
た
経
験
を
持
つ
、
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
ロ
シ
ア
人
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
ん
な

マ
イ
ス
キ
イ
の
演
奏
で
ソ
連
の
権
力
者
の
死
を
哀
悼
す
る
な
ん
て
、N

H
K

は
端
倪
す
べ
か
ら
ざ
る
意
図
を
秘
め

た
放
送
局
だ
と
感
心
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
歴
史
的
カ
イ
ロ
ス
、
新
時
代
の
黎
明
の
伴
奏
に
は

や
は
り
バ
ッ
ハ
が
相
応
し
い
と
。
チ
ェ
ル
ネ
ン
コ
を
襲
っ
た
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
や
が
て
ソ
連
を
解
体
さ
せ
て
し
ま
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い
、
冷
戦
は
終
局
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

O
ct.

3,
2
0
0
9.

Year
2
0
38

Problem
,U

N
IX

M
illenium

B
ug

U
N
IX

2
0
38

年
問
題
と
い
う
の
が
あ
る
。
西
暦2

0
0
0

年
問
題
と
同
じ
よ
う
な
話
で
あ
る
。
伝
統
的
なU

N
IX

オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
は
日
付
・
時
刻
を32

bit

整
数
値
で
管
理
し
て
お
り
、19

7
1

年1

月1

日0

時0

分0

秒
を
は
じ
ま
り
と
し
て1
秒
毎
に
数
値
を1

ず
つ
増
加
さ
せ
る
。
こ
れ
を
前
提
と
し
て
そ
の
と
き
の
時
刻
を

計
算
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の32
bit

デ
ー
タ
が2

0
38

年1

月19

日3

時14

分0
7

秒
を
過
ぎ
る
と
桁
溢
れ
し
、

な
ん
と19

0
1

年12

月13

日2
0

時4
5

分52

秒
（U

TC

）
に
す
っ
飛
ん
で
し
ま
う
の
だ
。2

0
38

年
問
題
と
は
、
こ

れ
に
伴
っ
てU

N
IX

シ
ス
テ
ム
で
さ
ま
ざ
ま
な
不
具
合
が
出
る
で
あ
ろ
う
事
態
の
総
称
で
あ
る
。

2
0
38

年
な
ん
て
ま
だ
ま
だ
先
だ
と
思
う
人
が
い
る
だ
ろ
う
。
で
も
も
う
こ
の
問
題
は
現
実
味
を
帯
び
は
じ
め

て
い
る
。

私
は
会
社
で
回
覧
さ
れ
て
く
る
他
サ
イ
ト
の
事
故
事
例
に
は
必
ず
目
を
通
す
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
先
日
、H

P-
U
X

（
ヒ
ュ
ー
レ
ッ
ト
パ
ッ
カ
ー
ド
社
のU

N
IX

）
の
旧
版
を
使
っ
て
い
る
サ
イ
ト
で
シ
ス
テ
ム
管
理
者
ユ
ー
ザ
が

ロ
グ
イ
ン
で
き
な
く
な
る
と
い
う
障
害
報
告
を
読
ん
だ
。
ユ
ー
ザ
管
理
項
目
に
有
効
期
限
が
あ
り
、
そ
れ
に9

9
9
9

日
み
た
い
な
大
き
な
数
値
を
指
定
し
た
ら
、
有
効
期
限
日
時
が
現
在
の9

9
9
9

日
後
、
す
な
わ
ち2

7

年
数
ヶ
月
後

と
な
っ
て2

0
38

年1

月19

日
を
飛
び
越
え
て19

0
1

年
か
ら
折
り
返
し
て
し
ま
い
、
現
時
点
で
有
効
期
限
は
す
で
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に
超
過
し
て
い
る
と
シ
ス
テ
ム
が
判
断
し
た
が
ゆ
え
の
障
害
だ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
レ
ッ
ト
パ
ッ
カ
ー
ド
社
の
名
誉
の

た
め
に
付
け
加
え
て
お
く
と
、H

P-U
X

最
新
版
で
は2

0
38

年
問
題
は
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

2
0
38

年
問
題
は
世
間
で
は
あ
ん
ま
り
騒
が
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、U

N
IX

サ
ー
バ
に
移
行
し
た
ミ
ッ
シ
ョ

ン
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
シ
ス
テ
ム
が
極
め
て
多
い
だ
け
に
、
こ
れ
以
上
に
マ
ズ
イ
こ
と
も
起
き
る
可
能
性
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。

西
暦2

0
0
0

年
問
題
は
、
多
く
の
シ
ス
テ
ム
が
西
暦
を
下2

桁
で
管
理
し
て
い
る
が
ゆ
え
に2

0
0
0

年
の
判
断
を

19
0
0

年
と
誤
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
起
因
し
た
。
そ
の
発
現
は
予
想
が
一
筋
縄
で
は
な
く
、
大
陸
間
弾
道
弾
が
誤
動

作
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
か
、
ジ
ェ
ッ
ト
機
が
操
縦
不
能
に
陥
る
と
か
、
大
い
に
世
間
を
騒
が
せ
た
。
お
ま
け
に

西
暦2

0
0
0

年
は10

0

で
も4

0
0

で
も
割
り
切
れ
る
の
で
超
特
例
的
閏
年
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
、
計
算
機
関

係
者
の
恐
怖
を
煽
り
立
て
た
。
閏
日
を
考
慮
し
な
い
誤
っ
た
日
付
計
算
を
し
た
結
果
、
金
や
法
的
期
限
に
絡
む
プ

ロ
グ
ラ
ム
不
良
が
発
現
す
る
こ
と
を
想
像
す
る
と
、
シ
ス
テ
ム
設
計
者
と
し
て
背
筋
が
凍
る
。
閏
年
を
「4

で
割

り
切
れ
、10

0

で
割
り
切
れ
な
い
年
」
と
す
る
単
純
な
ロ
ジ
ッ
ク
を
使
う
プ
ロ
グ
ラ
マ
が
実
際
に
い
た
の
で
あ
る
。

ふ
つ
う4

0
0

年
に
一
回
の
こ
と
を
人
生
で
突
き
詰
め
て
考
え
る
人
は
ま
れ
で
あ
る
。
関
ヶ
原
の
合
戦
以
来
の
こ
と

が
自
分
の
人
生
に
降
り
掛
か
っ
て
来
る
な
ん
て
考
え
る
人
は
ま
れ
で
あ
る
。

計
算
機
業
界
の
こ
と
を
知
ら
な
い
人
に
は
、
西
暦2

0
0
0

年
問
題
の
大
騒
ぎ
に
つ
い
て
、2

0
0
0

年
な
ん
て
い
ず

れ
来
る
の
が
わ
か
っ
て
い
る
の
に
な
ん
で
こ
ん
な
バ
カ
な
設
計
に
し
た
ん
だ
ろ
う
、
ま
っ
た
く
呆
れ
る
、
の
よ
う

な
こ
と
を
他
人
事
の
よ
う
に
ホ
ザ
く
輩
が
ゴ
マ
ン
と
い
た
。
世
の
愚
か
な
評
論
家
ヅ
ラ
連
中
は
皆
、
こ
の
よ
う
な

正
論
し
か
吐
か
な
い
幸
せ
者
で
あ
る
。
倫
理
の
悩
み
の
な
い
道
徳
家
で
あ
る
。
現
象
の
内
在
的
論
理
を
辿
る
よ
り

も
前
に
、
己
の
感
じ
方
に
満
足
し
て
し
ま
う
人
、
進
化
の
恩
恵
に
無
意
識
に
浴
す
る
人
の
典
型
で
あ
る
。
私
の
尊

敬
す
る
米
原
万
里
も
、
ど
の
本
で
あ
っ
た
か
忘
れ
た
が
、
西
暦2

0
0
0

年
問
題
に
つ
い
て
同
じ
よ
う
な
批
判
を
書

い
て
い
て
、
私
は
正
直
悲
し
く
な
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
も
ち
ろ
ん
西
暦19

9
0

年
代
に
設
計
さ
れ
、
そ
れ
な
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り
の
期
間
使
用
さ
れ
る
予
定
の
シ
ス
テ
ム
な
ら
ば
、2

0
0
0

年
を
考
慮
し
て
い
な
い
の
は
た
だ
の
バ
カ
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
時
問
題
に
な
っ
た
の
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
黎
明
期
か
ら
少
し
ず
つ
改
修
さ
れ
な
が
ら
大
規
模
化
し
た

シ
ス
テ
ム
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
っ
た
。
共
同
体
へ
の
影
響
が
じ
つ
に
大
き
い
官
庁
シ
ス
テ
ム
が
ま
さ
に
こ
れ
に
あ
た

る
か
ら
だ
っ
た
。
私
の
顧
客
は
、
幸
い
に
も
、
そ
の
事
情
を
痛
い
ほ
ど
知
っ
て
お
り
、2

0
0
0

年
対
応
シ
ス
テ
ム
改

修
に
ケ
チ
ケ
チ
し
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
、2

0
0
0

年
で
問
題
が
出
る
の
が
お
よ
そ
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
な
ん
で
そ
う
い
う
設
計
に
な
っ
て
い

た
の
か
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
機
器
の
進
化
に
は
、3

年
で
性
能
が2

倍
に
な
る
と
い
う
「
ム
ー
ア
の
法
則
」
と
呼
ば
れ
る
経

験
則
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、2

0
11

年
か
ら
逆
算
し
て19

7
0

年
代
あ
た
り
に
舞
い
戻
る
と
、
か
つ
て
の
計
算
機
が
現

在
と
比
べ
て
い
か
に
貧
相
な
も
の
だ
っ
た
か
が
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。30

年
昔
の
計
算
機
の
性
能
は
い
ま
の2

10

﹇10
=

30
÷

3

﹈
分
の1
、
逆
に
い
う
と
同
じ
も
の
の
お
値
段
は
い
ま
の2

10

倍
。4

0

年
前
な
ら2

13

倍
く
ら
い

﹇13
=
↓

40
÷

3
↓

﹈。
そ
う
、
そ
の
当
時
は
メ
モ
リ2

56K
B

の
一
ヶ
月
の
借
料
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
大
卒
初
任
給

を
越
え
る
く
ら
い
高
価
だ
っ
た
。
磁
気
デ
ィ
ス
ク
も
同
じ
。

こ
う
い
う
超
高
価
な
リ
ソ
ー
ス
を
使
う
と
き
、
と
に
か
く
ケ
チ
ろ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
日
付
・
時
刻

は
ど
ん
な
業
務
デ
ー
タ
の
属
性
に
も
付
い
て
回
り
、
こ
れ
を
仮
にshort

整
数
（2

bytes

）
で
年
、
月
、
日
、
時
、

分
、
秒12

バ
イ
ト
使
う
と
な
る
と
、
デ
ー
タ
に
占
め
る
そ
の
割
合
は
バ
カ
に
な
ら
な
い
。
ま
さ
か
と
思
う
前
に

19
7
0

年
ご
ろ
の12

バ
イ
ト
、
現
在
の
価
値
に
換
算
す
れ
ば12

×
2

13

バ
イ
ト
が
ど
れ
ほ
ど
重
い
か
考
え
て
み
る

が
よ
い
。
い
ま
日
付
・
時
刻
の
格
納
に
一
個
あ
た
り12

×
2

13

（9
8,30

4

）
バ
イ
ト
使
わ
せ
て
も
ら
い
ま
す
、
な

ん
て
顧
客
に
言
っ
た
ら
、
即
刻
「
バ
カ
」
と
言
わ
れ
ク
ビ
で
あ
る
。
昔
、
私
の
担
当
し
た
シ
ス
テ
ム
で
は
西
暦
を

下2

桁
だ
け
で
管
理
し
、
数
字1

桁
を4

bits

に
入
れ
て6

bytes
に
切
詰
め
て
い
た
。
理
論
的
に
は
も
っ
と
切
詰

め
ら
れ
る
が
、
計
算
速
度
や
十
六
進
ダ
ン
プ
時
の
わ
か
り
易
さ
と
の
兼
ね
合
い
で
こ
う
し
て
い
た
わ
け
だ
。
そ
れ

200



く
ら
い
記
憶
域
が
貴
重
だ
っ
た
の
で
あ
る
。19

7
0

年
代
く
ら
い
の
シ
ス
テ
ム
設
計
者
は
、
皆
、
計
算
理
論
の
前
に

経
済
学
に
縛
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
物
事
は
常
に
カ
ネ
に
縛
ら
れ
る
。

U
N
IX

2
0
38

年
問
題
に
つ
い
て
も
、
な
ん
で
た
っ
た32

bits

で
管
理
す
る
な
ん
て
ケ
チ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う

人
が
い
ま
な
ら
ウ
ヨ
ウ
ヨ
い
る
は
ず
で
あ
る
。4

bytes=
32

bits

と
い
う
デ
ー
タ
構
造
は32

bit

計
算
機
が
も
っ

と
も
高
速
に
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
な
の
だ
。
で
も
、
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
も
、19

7
0

年
ご
ろ
のU

N
IX

設
計
者
は
、2

0
38

年
に
は
ボ
ク
は
も
う
生
き
て
い
な
い
と
無
意
識
に
思
っ
た
は
ず
だ
。
人
生
七
十
古
来
稀
な
り
。

そ
の
こ
ろ
に
は
ボ
ク
た
ち
の
よ
う
な
貧
し
い
資
源
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
も
っ
と
夢
の
よ
う
な
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ

ン
グ
シ
ス
テ
ム
が
動
い
て
い
る
さ
、
と
。
つ
ま
り
計
算
機
の
世
界
で
も
、
老
人
の
感
慨
同
様
、
人
生
は
あ
っ
と
言

う
間
に
過
ぎ
た
わ
け
で
あ
る
。

M
ar.

2
3,
2
0
11.

W
indow

s
7

発
売
・
計
算
機
言
語
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
？

W
indow

s
7

が
発
売
さ
れ
た
。W

indow
s

フ
ァ
ン
の
皆
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

秋
葉
原
の
パ
ソ
コ
ン
量
販
店
で
は
、
夜
中
の0

時
に
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
セ
ー
ル
・
イ
ベ
ン
ト
が
催
さ
れ
、
平
日

深
夜
に
も
か
か
わ
ら
ず
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
っ
た
と
か
（
ま
あ
、
パ
ソ
コ
ン
・
オ
タ
ク
達
な
ん
だ
ろ
う
け
ど
）。

V
ista

が
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
いO

S

だ
っ
た
た
め
か
（
私
の
感
想
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）、
か
え
っ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・

オ
タ
ク
た
ち
の
期
待
感
を
刺
激
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、W

indow
s
9
5

発
売
の
と
き
は
こ
れ
以
上

の
大
フ
ィ
ー
バ
ー
で
あ
っ
た
。「W

indow
s

知
ら
ぬ
人
か
ら
　ウ

ィ
ン
ド
ウ
ズ

窓
際
族　
」
な
る
川
柳
が
詠
ま
れ
た
時
代
で
あ
る
。
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W
indow

s
9
5

は
、
マ
ル
チ
タ
ス
キ
ン
グ
と
い
う
装
備
を
、IBM

System
36
0

か
ら30

年
以
上
、U

N
IX

か
ら

2
0

年
以
上
も
遅
れ
て
、
や
っ
と
実
装
し
た
に
過
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
向
け
と
い
う
こ
と
か
ら
、

さ
も
画
期
的
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
も
て
は
や
さ
れ
、
そ
の
発
売
が
一
大
事
件
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
。「
プ
リ

エ
ン
プ
テ
ィ
ブ
」
だ
と
か
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
新
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
用
語
が
大
流
行
り
に
な
っ
た
。「
先
買
権
の

あ
る
マ
ル
チ
タ
ス
ク
」
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
か
。
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
・
マ
ル
チ
タ
ス
キ
ン
グ
（
古
典
的
時
分

割
多
重
処
理
方
式
）
と
何
が
違
う
の
か
。
い
ま
も
っ
て
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
は
、
ご
く
当

た
り
前
の
計
算
機
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
処
理
方
式
に
対
し
別
の
比
喩
的
英
語
を
当
て
る
こ
と
で
、
な
に
か
す
ご
い
発
明

を
し
た
よ
う
に
見
せ
る
の
が
じ
つ
に
巧
妙
な
の
で
あ
る
（
ど
こ
か
の
文
藝
批
評
理
論
と
そ
っ
く
り
な
ん
で
あ
る
）。

私
も
か
つ
てW

indow
s
9
5

が
話
題
と
な
っ
た
と
き
、
顧
客
に
自
社PC

を
売
り
込
む
際
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
の
尻

馬
に
乗
っ
て
「
プ
リ
エ
ン
プ
テ
ィ
ブ
な
マ
ル
チ
タ
ス
ク
が
実
現
さ
れ
て
い
る
」
と
説
明
し
た
こ
と
が
あ
る
。
大
型

汎
用
機
運
用
の
プ
ロ
で
あ
っ
た
そ
の
顧
客
は
「T

SS

（
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
）
と
ど
う
違
う
の
？
」

と
正
鵠
を
射
た
突
っ
込
み
を
し
た
。「
言
葉
が
違
い
ま
す
」
と
私
。
一
同
大
笑
い
し
た
こ
と
が
懐
か
し
い
。
確
か

に
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
大
衆
化
」
ゆ
え
に
、
遅
れ
ば
せ
な
が
らTC

P/IP

を
実
装
し
たW

indow
s
9
5

は
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
爆
発
的
に
普
及
さ
せ
た
。
そ
の
功
績
は
否
め
ま
せ
ん
。

今
回
も
、W

indow
s
7

の
何
が
そ
ん
な
に
あ
り
が
た
い
の
か
、
私
は
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。
い
ま
勉
強
中
で

あ
る
（
と
い
う
よ
りW

indow
s

サ
ー
バ
が6

4
bit

オ
ン
リ
ー
に
な
る
と
き
、
何
が
起
こ
る
か
を
死
活
問
題
と
し

て
考
え
て
い
る
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
）。W

indow
s
9
5

以
降
、
私
は
計
算
機
商
売
に
あ
り
な
が
ら
、
私
的
に
は

世
の
中
に
取
り
残
さ
れ
た
感
が
否
め
な
い
。

で
も
全
然
気
に
な
ら
な
い
。
そ
の
時
代
の
流
れ
に
は
利
用
者
に
と
っ
て
何
も
新
し
い
も
の
が
な
い
か
ら
で
あ
る

（
そ
の
間
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
進
化
は
こ
と
ご
と
く
開
発
者
向
け
で
あ
る
）。
ハ
ー
ド
の
進
化
は
さ
て
お
き
、
パ
ー

ソ
ナ
ル
計
算
機
で
で
き
る
こ
と
は
こ
の2

0

年
ほ
ど
、
本
質
的
に
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
し
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て
は
、
そ
う
、
辞
書
の
収
録
語
数
が
増
え
た
よ
う
な
進
化
で
あ
る
。W
eb

、
メ
ー
ル
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
情
報
収
集
、
ワ
ー
プ
ロ
、
ス
プ
レ
ッ
ド
シ
ー
ト
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
テ
キ
ス
ト
エ
デ
ィ
タ
に
よ
る
文

書
作
成
、
息
抜
き
の
ゲ
ー
ム
、
画
像
・
動
画
閲
覧
―――
こ
れ
が
ほ
ぼ
不
変
の
す
べ
て
。
し
か
も
、
動
画
な
ど
の
画

像
系
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
利
用
者
サ
イ
ド
か
ら
み
る
と
、
従
来
の
映
画
、
写
真
集
の
品
質
の
足
下
に
も
及

ば
な
い
。
オ
ー
デ
ィ
オ
・
ア
プ
リ
し
か
り
。
進
化
し
て
い
る
の
は
「
作
る
」
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
私
の
愛
す
る

L ATE X

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
出
版
技
術
の
後
追
い
で
あ
る
。
使
う
側
の
大
半
は
少
し
も
進
化
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
怠
惰
で
自
己
中
心
的
な
「
教
え
て
君
」
や
、
礼
儀
知
ら
ず
の
匿
名
２
ち
ゃ
ん
ね
ら
ー
が
蔓
延
っ
て
、
む
し

ろ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
リ
テ
ラ
シ
ー
は
退
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
の
一
方
で
、
パ
ソ
コ
ン
の
普
及
に
よ
り
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
甘
受
し
つ
つ
表
層
的
な

事
象
に
意
味
や
思
想
を
見
出
し
た
が
る
文
科
系
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ユ
ー
ザ
が
増
え
た
お
か
げ
で
、H

T
M
L

の
書

き
方
の
よ
う
な
些
末
な
こ
と
に
う
る
さ
い
、
真
に
滑
稽
な
人
々
が
増
え
つ
つ
あ
る
。H

T
M
L

は
ど
の
ブ
ラ
ウ
ザ

で
も
同
じ
よ
う
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
こ
で
そ
の
設
計
の
立
場
に
従
わ
な
い
と
、

「H
T
M
L

の
思
想
に
反
す
る
」
だ
の
、「H

T
M
L

を
使
う
資
格
が
な
い
」
だ
の
と
言
い
出
す
よ
う
な
リ
ゴ
リ
ス
ト

が
増
え
つ
つ
あ
る
。
パ
ソ
コ
ン
の
活
用
が
何
か
し
ら
し
か
つ
め
ら
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
纏
い
つ
つ
あ
る
。「
そ

ん
な
使
い
方
は
冒
瀆
だ
」
テ
キ
な
。
手
段
で
し
か
な
い
計
算
機
技
術
の
何
か
が
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
い
わ
ゆ
る

「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」（
あ
る
時
代
や
集
団
に
特
有
の
価
値
観
・
世
界
観
に
裏
付
け
ら
れ
た
、
表
現
・
言
語
マ
ナ
ー

の
体
系
）
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
個
人
的
な
印
象
で
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
こ
の
種
の
「W

3C

命
」
の
滑

稽
者
は
日
本
語
の
表
記
に
も
滅
法
う
る
さ
く
て
、「
現
代
仮
名
遣
い
は
伝
統
へ
の
冒
瀆
だ
」
み
た
い
な
文
化
人
気

取
り
が
好
き
で
あ
る
。
計
算
機
と
は
「
汎
用
的
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
利
用
す
る
」
た
め
で
は
な
く
、「
自
分
の
個
別

目
的
の
た
め
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
作
る
」
た
め
の
も
の
だ
、
と
い
う
原
初
的
計
算
機
観
に
取
り
憑
か
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
私
に
と
っ
て
は
、「
し
か
る
べ
き
利
用
方
法
」
な
ん
て
の
は
畢
竟
ど
う
で
も
よ
い
。
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自
分
だ
け
の
課
題
は
出
回
っ
て
い
る
ソ
フ
ト
で
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
。
例
え
ば
、
あ
る
ロ
シ

ア
詩
人
の
詩
の
脚
韻
パ
タ
ー
ン
の
正
確
な
統
計
を
調
べ
た
い
と
い
っ
た
特
殊
な
要
請
が
、
独
自
研
究
を
な
す
者
に

と
っ
て
は
課
題
の
多
く
を
占
め
て
い
る
。
特
殊
で
あ
る
か
ら
こ
そ
研
究
に
値
す
る
の
だ
。
そ
う
い
う
と
き
、
自
分

で
そ
の
調
査
の
た
め
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
「
作
る
」
し
か
解
決
の
手
立
て
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
計
算
機
は

そ
の
た
め
に
こ
そ
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
「
利
用
」
で

は
な
く
「
開
発
」
こ
そ
が
計
算
機
と
い
う
機
械
の
目
的
の
核
心
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
「
作

る
」
こ
と
な
く
既
成
の
汎
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
満
足
し
て
い
る
と
、
そ
れ
で
で
き
る
範
囲
で
「
作
法
」
が
成
立
す

る
こ
と
が
あ
る
。
私
に
は
、
そ
ん
な
の
は
己
の
通
じ
た
「
手
段
」
を
神
格
化
し
て
い
る
だ
け
の
自
己
満
足
に
思
わ

れ
て
し
よ
う
が
な
い
。

思
う
に
、
そ
も
そ
も
「
コ
ン
テ
ン
ツ
＝
内
容
（
目
的
）」
と
「H

T
M
L

＝
形
式
（
手
段
）」
を
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て

い
るH

T
M
L

リ
ゴ
リ
ス
ト
達
は
―――H
T
M
L

が
「
高
級
」
言
語
で
あ
る
だ
け
い
っ
そ
う
―――
な
ん
と
も
レ
ベ
ル

が
低
い
。
原
稿
用
紙
の
使
い
方
ば
か
り
に
執
着
す
る
物
書
き
と
同
じ
だ
か
ら
だ
。「
正
し
いH

T
M
L

」、「H
T
M
L

の
思
想
」、「H

T
M
L

の
資
格
」
云
々
。
ホ
ン
ト
、
呆
れ
る
。
い
や
は
や
、
こ
れ
を
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
呼
ば
ず
し

て
な
ん
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
「
文
科
系
」
は
「
理
科
系
」
に
嗤
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

私
は
計
算
機
言
語
の
古
典
ギ
リ
シ
ア
語
の
よ
う
な
ア
セ
ン
ブ
ラ
に
は
じ
ま
り
、H

T
M
L

、X
M
L

な
ど
の
超
高

級
言
語
に
至
る
さ
ま
ざ
ま
な
計
算
機
言
語
を
学
ん
で
来
た
。
そ
の
過
程
で
機
能
実
現
以
外
に
も
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
所
作
・
癖
そ
の
も
の
が
一
種
の
美
学
に
な
る
様
も
職
場
で
何
度
も
経
験
し
て
来
た
。
計
算
機
言
語
に
も
日
本

語
や
英
語
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
一
般
言
語
と
同
じ
よ
う
な
「
文
体
」・「
マ
ナ
ー
」
論
議
が
あ
る
こ
と
に
ほ
ん
と
う

に
驚
い
た
も
の
で
あ
る
。
計
算
機
ハ
ー
ド
技
術
の
進
化
に
は3
年
で
性
能
が2

倍
に
な
る
と
い
う
「
ム
ー
ア
の
法

則
」
と
呼
ば
れ
る
経
験
則
が
あ
る
。
こ
の
破
滅
的
進
化
に
お
い
て
計
算
機
言
語
に
ま
つ
わ
る
考
え
方
が
、
人
類
の

一
般
言
語
（
文
字
、
表
記
、
文
法
な
ど
な
ど
）
と
の
関
わ
り
方
の
悠
久
の
歴
史
を
ご
く
短
期
間
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
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ン
し
て
い
る
よ
う
で
、
極
め
て
興
味
深
い
。「
計
算
機
言
語
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
と
で
も
題
し
て
、
何
か
面
白

い
文
化
論
が
で
き
そ
う
な
予
感
が
あ
る
。

O
ct.

2
2,

2
0
0
9.

N
O
P

命
令
―――
何
も
し
な
い
機
械
命
令

大
型
汎
用
機
（
メ
イ
ン
フ
レ
ー
ム
）
の
機
械
命
令
（
マ
シ
ン
語
）
に
〝N

O
P

命
令
〞
と
い
う
の
が
あ
る
。
私
が

19
8
0

年
代
末
に
計
算
機
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
習
い
は
じ
め
た
時
、
面
食
ら
っ
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は

要
す
る
に
「
何
も
し
な
い
」
と
い
う
命
令
（N

O
P
=
N
o
O
Peration

）
な
の
で
あ
る
…
…
。
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
作

成
シ
ス
テ
ムL ATE X

（「
ラ
テ
ッ
ク
」、「
ラ
テ
フ
」
あ
る
い
は
「
レ
イ
テ
ッ
ク
」
と
読
む
。「
ラ
テ
ッ
ク
ス
」
じ
ゃ

な
い
よ
。
そ
れ
じ
ゃ
コ
ン
ド
ー
ム
に
な
っ
ち
ま
う
）
を
使
う
方
は
、
同
様
に
「
何
も
し
な
い
」\

r
e
l
a
x

命
令
を

ご
存
知
の
は
ず
で
あ
る
。

「
何
も
し
な
い
」
命
令
な
ん
て
ど
う
し
て
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
と
誰
し
も
思
う
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
沈
黙
が

文
藝
表
現
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
よ
う
に
、「
何
も
し
な
い
」
命
令
が
素
晴
ら
し
い
ト
リ
ッ
ク
を
実
現
す
る
場
合

が
あ
る
。
計
算
機
の
世
界
で
も
、
沈
黙
が
時
に
雄
弁
に
勝
る
こ
と
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
ア
セ
ン
ブ
ラ
で
書
い
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
てBC

（Branch
on

C
ondition

）
命
令
で
条
件
分

岐
を
す
る
手
続
き
が
あ
り
、
通
常
は
フ
ラ
グ
レ
ジ
ス
タ
の
値
に
よ
っ
て
分
岐
す
る
わ
け
だ
が
、
運
用
上
の
問
題
か

ら
そ
の
条
件
分
岐
を
さ
せ
た
く
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
実
行
時
パ
ッ
チ
（
パ
ッ
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チ
と
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
訂
正
コ
ー
ド
。
訂
正
し
た
い
部
分
だ
け
の
コ
ー
ド
な
の
で
パ
ッ
チ
＝
「
継
ぎ
接
ぎ
」
と
呼
ば

れ
る
。
大
型
汎
用
機
の
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
に
は
、
デ
ィ
ス
ク
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
そ
の
も
の
を
書
き
換

え
る
の
で
は
な
く
、
メ
モ
リ
に
ロ
ー
ド
す
る
時
点
で
パ
ッ
チ
を
適
用
で
き
る
機
能
が
あ
る
。
ア
セ
ン
ブ
ラ
で
書
い

た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
な
い
と
こ
ん
な
芸
当
は
で
き
な
い
）
で
記
憶
装
置
に
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
す
る

際
に
、BC

命
令
をN

O
P

命
令
で
書
き
換
え
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
分
岐
命
令
が
無
効
化
さ
れ
、

い
か
な
る
条
件
に
お
い
て
も
次
の
命
令
以
降
が
実
行
さ
れ
る
わ
け
だ
。

汎
用
機
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
コ
ー
ド
に
は
こ
れ
に
類
す
る
ト
リ
ッ
ク
が
ゴ
マ
ン
と
あ
っ
た
。
先
輩
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
し
た
時
の
こ
と
、
意
味
不
明
のD
S

命
令
（D

efine
Storage

領
域
確
保
命
令
）
が
書
か
れ
て

い
て
「
こ
れ
何
で
す
か
」
と
訊
い
た
。
ア
セ
ン
ブ
ラ
は
領
域
の
制
御
を
す
べ
て
プ
ロ
グ
ラ
マ
の
知
性
に
委
ね
る
こ

と
が
で
き
る
。
ア
セ
ン
ブ
ル
リ
ス
ト
を
解
析
す
れ
ば
、
記
憶
装
置
の
ど
の
位
置
に
ど
の
バ
イ
ナ
リ
コ
ー
ド
が
配
置

さ
れ
て
い
る
か
が
正
確
に
分
か
る
。
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
時
、
高
速
化
の
鍵
を
握
る
ル
ー
プ
処
理
が
き
ち
ん
と

プ
ロ
セ
ッ
サ
の
超
高
速
バ
イ
ポ
ー
ラ
一
次
キ
ャ
ッ
シ
ュ
に
収
納
可
能
か
を
正
確
に
設
計
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
記

憶
域
セ
グ
メ
ン
ト
に
余
裕
が
あ
る
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
問
題
修
正
時
に
パ
ッ
チ
を
あ
て
る
領
域
を
確
保
し
て
お
く

こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
て
お
く
と
メ
モ
リ
配
置
に
影
響
の
あ
る
実
行
サ
イ
ズ
を
変
え
る
こ
と
な
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

追
加
／
修
正
コ
ー
ド
を
付
加
で
き
る
わ
け
だ
。
先
輩
の
領
域
確
保
命
令
の
意
図
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

L ATE X

の\
r
e
l
a
x

に
つ
い
て
も
一
度
定
義
し
た
マ
ク
ロ
命
令
を
無
効
化
す
る
の
に
利
用
で
き
、
同
じ
マ
ク
ロ

命
令
の
意
味
を
状
況
に
応
じ
て
変
更
す
る
使
い
方
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
ほ
か
に
「
何
も
し
な
い
」
こ
と
が
逆

説
的
に
機
能
す
る
い
ろ
ん
な
局
面
が
あ
る
。
さ
あ
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
魔
法
を
お
掛
け
し
よ
う

―――L ATE X

の
作
者
・
ク
ヌ
ー
ス
教
授
の
懐
の
深
さ
が
知
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
何
も
し
な
い
」
命
令
。
こ
れ
は
計
算
機
科
学
者
に
よ
る
最
高
の
諧
謔
だ
と
私
は
思
う
。

July
2
6,

2
0
0
7.
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願
い
事
に
は
気
を
つ
け
よ
う

「
願
い
事
に
は
気
を
つ
け
よ
う
。
本
当
に
か
な
う
か
も
知
れ
な
い
か
ら
」
―――
そ
ん
な
西
欧
の
言
い
伝
え
が
あ

る
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
箴
言
の
キ
モ
は
、
計
算
機
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
為
す
人
に
は
よ
く
わ
か
る
。
己
の
望
む
も
の
を
正
確
に
定

義
す
る
こ
と
が
ど
れ
だ
け
難
し
い
こ
と
か
、
自
分
が
書
い
た
と
お
り
に
、
バ
カ
正
直
に
動
い
て
く
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
コ
ー
ド
に
何
度
も
裏
切
ら
れ
た
人
に
は
、
よ
く
わ
か
る
。
そ
れ
は
自
分
自
身
の
バ
カ
さ
加
減

に
呆
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
ピ
ン
と
来
な
い
？

次
の
米
国
製
ジ
ョ
ー
ク
を
読
め
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
わ
か
り
ま
す
。

あ
る
黒
人
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
前
に
、
神
様
が
立
ち
現
れ
、
三
つ
の
願
い
を
か
な
え
て
あ
げ
よ
う

と
言
っ
た
。
ホ
ー
ム
レ
ス
は
迷
う
こ
と
な
く
、
叫
ん
だ
。

「
白
く
な
り
た
い
！
女
た
ち
の
話
題
の
的
に
な
り
た
い
！
い
つ
も
女
の
股
ぐ
ら
に
い
た
い
！
」

た
ち
ま
ち
男
の
姿
は
跡
形
も
な
く
消
え
失
せ
、
路
上
に
は
小
指
大
の
白
い
タ
ン
ポ
ン
が
転
が
っ
て

い
た
。

願
い
事
に
は
気
を
つ
け
よ
う
。
本
当
に
か
な
う
か
も
知
れ
な
い
か
ら
。

O
ct.

11,
2
0
12.
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III

SLAV
IST

IK
A

―――
露
文
学



プ
ー
シ
キ
ン
『
コ
ロ
ー
ム
ナ
の
家
』

...
Б
ольш

е
ничего

Н
е
вы

ж
меш

ь
из

рассказа
моего.

…
そ
れ
以
上
な
に
も

俺
の
物
語
か
ら
し
ぼ
り
出
せ
は
し
な
い

―――
プ
ー
シ
キ
ン
『
コ
ロ
ー
ム
ナ
の
家
』

ロ
シ
ア
の
国
民
的
詩
人
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
プ
ー
シ
キ
ン
の
作
品
に
『
コ
ロ
ー
ム
ナ
の
家
』（18

30

年
作
品
。

原
題:«Д

омик
в
К
оломне»

）
と
い
う
小
さ
な
物
語
詩
が
あ
る
。
手
元
に
あ
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

版
全
集
で
た
っ
た
十
一
頁
で
あ
る
。

プ
ー
シ
キ
ン
の
作
品
は
、
抒
情
詩
、
韻
文
小
説
『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
を
筆
頭
に
、『
青
銅
の
騎

士
』（
物
語
詩
）、『
ボ
リ
ス
・
ゴ
ド
ゥ
ノ
フ
』、『
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
サ
リ
エ
リ
』（
詩
劇
）、『
大
尉
の
娘
』（
長
編

小
説
）、『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』、『
ベ
ー
ル
キ
ン
物
語
』（
短
篇
集
）
が
有
名
で
、
日
本
で
出
版
さ
れ
る
翻
訳
で
は
、

こ
れ
ら
を
収
録
し
て
ほ
ぼ
代
表
作
を
網
羅
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
作
品
集
で
は
『
コ
ロ
ー
ム
ナ
の

家
』
が
収
録
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
想
像
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
作
品
は
　・語
・ら
・れ
・て
・い
・る
・物
・語
・が
・あ
・ま
・り
・に

・く
・だ
・ら
・な
・い
・も
・の
・に
・み
・え
・る　
か
ら
だ
と
察
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、『
コ
ロ
ー
ム
ナ
の
家
』
は
円
熟
し
た
プ
ー
シ
キ
ン
の
文
学
観
が
論
争
的
に
露
に
な
っ
て
い
る

点
、
文
学
論
の
知
的
な
展
開
、
巧
妙
な
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
、
無
名
的
登
場
人
物
の
ナ
ン
セ
ン
ス
性
と
で
、
私
の
好
き

な
作
品
の
ひ
と
つ
な
ん
で
あ
る
。

『
コ
ロ
ー
ム
ナ
の
家
』
は
弱
強
五
韻
脚
・
オ
ク
タ
ー
ヴ
ァ
（
イ
タ
リ
ア
詩
起
源
オ
ッ
タ
ー
ヴ
ァ
・
リ
ー
マ
の
八

行
詩
節
）
構
節
法
に
よ
る
厳
格
な
詩
形
式
に
基
づ
く
物
語
詩
で
あ
る
。
ソ
ネ
ッ
ト
の
変
種
的
十
四
行
詩
節
を
単
位

に
物
語
を
展
開
し
た
『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
と
同
様
の
、
詩
的
技
術
的
制
約
に
満
ち
た
構
成
で
、
し

210



か
も
脚
韻
の
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
が
一
詩
節
に
三
種
類
し
か
許
さ
れ
な
い
と
い
う
、
詩
と
い
う
音
韻
的
技
巧
の
さ
ら
な

る
手
か
せ
足
か
せ
を
担
っ
た
難
し
い
形
式
で
あ
る
。

Ч
еты

рестопны
й
ямб

мне
надоел:

A

（*1

）

И
м
пиш

ет
всякий.

М
альчикам

в
забаву

b
П
ора

б
его

оставить.
Я

хотел
A

Д
авны

м-давно
приняться

за
октаву.

b
А

в
самом

деле:
я
бы

совладел
A

С
тройны

м
созвучием.

П
ущ

усь
на

славу!
b

В
едь

рифмы
запросто

со
мной

ж
ивут;

C
Д
ве

придут
сами,

третью
приведут.

C

П
у
ш
к
и
н
А
.
С
.
П
олное

собрание
сочинений.

Т.IV
и
зд.

4-е.
Л
.:«Н

аука»,
19
7
7,с.2

34.

四
韻
脚
・
弱
強
格
に
は
俺
は
も
う
飽
き
た
。

ど
い
つ
も
こ
い
つ
も
こ
れ
で
書
き
や
が
る
。
こ
れ
そ
ろ
そ
ろ
ガ
キ
の

お
な
ぐ
さ
み
に
で
も
し
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
俺
は
と
い
う
と

か
ね
て
か
ら
オ
ク
タ
ー
ヴ
ァ
に
手
を
つ
け
た
い
と
思
っ
て
い
た
。

正
直
、
俺
だ
っ
て
三
重
韻
（*

2

）
く
ら
い
う
ま
く

こ
な
せ
る
だ
ろ
う
。
評
判
と
っ
て
や
る
さ
！

脚
韻
と
俺
と
は
気
安
い
仲
な
わ
け
で

二
つ
は
ひ
と
り
で
に
や
っ
て
来
る
。
で
、
三
つ
目
も
連
れ
て
来
ら
れ
る
。
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*
1

大
文
字
は
男
性
韻
、
小
文
字
は
女
性
韻
を
示
す
。
脚
韻
詩
句
の
最
終
音
節
に
力
点
（
ア
ク
セ
ン
ト
）
を

有
す
る
も
の
を
男
性
韻
、
最
終
音
節
よ
り
も
ひ
と
つ
手
前
に
力
点
を
有
す
る
も
の
を
女
性
韻
と
い
う
。

*
2

三
重
韻:A

b–A
b–A

b

の
よ
う
に
同
韻
脚
の
対
が
三
重
に
押
韻
さ
れ
る
こ
と
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
ガ
チ
ガ
チ
の
厳
格
な
詩
形
式
に
は
め
込
ま
れ
て
、
語
ら
れ
て
い
る
の
は
な
に
か
。

全
四
十
詩
節
の
う
ち
最
初
の
八
詩
節
は
、
オ
ク
タ
ー
ヴ
ァ
を
採
用
す
る
表
明
に
は
じ
ま
り
、
そ
こ
か
ら
詩
語
や

詩
の
題
材
に
関
す
る
論
争
的
表
明
に
割
か
れ
て
い
る
。

ま
ず
は
、
詩
語
の
問
題
。

А
подбирать

сою
зы

да
наречья;

И
з
мелкой

сволочи
вербую

рать.
М
не

рифмы
нуж

ны
;
все

готов
сберечь

я,
Х
оть

весь
словарь;

что
слог,

то
и
солдат

—
В
се

годны
в
строй:

у
нас

ведь
не

парад.

Т
ам

ж
е,

с.2
34.

で
、
接
続
詞
や
ら
副
詞
な
ん
か
も
採
用
し
て
や
る
。

チ
ン
ピ
ラ
を
集
め
て
部
隊
を
リ
ク
ル
ー
ト
。

俺
に
は
脚
韻
が
要
る
。
俺
は
な
ん
で
も
大
切
に
扱
う
、

辞
書
の
ど
ん
な
こ
と
ば
で
も
だ
。
詩
の
音
節
も
兵
卒
と
同
じ
、

全
員
隊
伍
に
加
え
て
や
る
。
閲
兵
式
を
や
る
わ
け
じ
ゃ
ね
え
ん
だ
か
ら
。
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『
コ
ロ
ー
ム
ナ
の
家
』
の
語
り
手
は
こ
こ
で
「
辞
書
の
ど
ん
な
こ
と
ば
で
も
」
使
う
と
宣
言
し
て
い
る
。
詩
に

使
わ
れ
る
語
彙
は
、
伝
統
的
に
あ
る
範
囲
内
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
文
学
に
お
い
て
も
、
和
歌
は
漢

語
を
使
う
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
や
ま
と
う
た
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
伝
統
に
根
ざ
し
た
連

歌
で
も
、
や
ま
と
こ
と
ば
し
か
使
わ
れ
な
か
っ
た
。
芭
蕉
の
句
「
世
に
ふ
る
も
さ
ら
に
宗
祇
の
や
ど
り
か
な
」
は
、

連
歌
の
大
家
・
宗
祇
の
名
（
漢
語
）
を
裁
ち
入
れ
る
こ
と
で
、
連
歌
の
世
界
と
は
こ
と
な
る
風
雅
・
俳
味
を
表
現

し
た
。
俳
諧
も
詩
語
の
拡
張
に
よ
っ
て
連
歌
か
ら
独
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

チ
ン
ピ
ラ
だ
っ
て
兵
力
と
い
う
、
詩
の
構
成
要
素
を
軍
隊
に
譬
え
る
比
喩
を
展
開
し
、
最
後
に
そ
の
隊
列
を
ど

こ
に
配
備
す
る
か
に
つ
い
て
語
る
。
次
の
詩
節
は
、
詩
の
題
材
、
テ
ー
マ
の
問
題
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

С
каж

у,
ры

сак!
П
арнасский

иноходец
Е
го

не
обогнал

бы
.
Н
о
П
егас

С
тар,

зуб
уж

нет.
И
м
вы

ры
ты

й
колодец

И
ссох.

П
орос

крапивою
П
арнас;

В
отставке

Ф
еб

ж
ивет,

а
хороводец

С
таруш

ек
муз

уж
не

прельщ
ает

нас.
И

табор
свой

с
классических

верш
инок

П
еренесли

мы
на

толкучий
ры

нок.

Т
ам

ж
е,

с.2
36.

俺
は
い
ま
競
走
馬
と
言
っ
た
。
パ
ル
ナ
ス
の
馬
の
側
対
歩
じ
ゃ

こ
い
つ
に
は
追
い
つ
け
や
し
な
い
。
も
っ
と
も
、
ペ
ガ
サ
ス
も
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老
い
ぼ
れ
て
も
う
歯
も
あ
り
や
し
な
い
。
蹄
で
打
っ
て
湧
き
出
た
泉
も

涸
れ
果
て
ち
ま
っ
た
。
パ
ル
ナ
ス
も
雑
草
ぼ
う
ぼ
う
。

ア
ポ
ロ
ン
は
ご
隠
居
。
婆
さ
ん
ミ
ュ
ー
ズ
の
輪
舞
も

も
う
ど
っ
白
け
と
い
う
も
ん
だ
。

と
い
う
こ
と
で
、
俺
た
ち
は
軍
営
を
古
典
の
山
の
頂
点
か
ら

蚤
の
市
の
雑
踏
へ
と
移
し
た
わ
け
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
パ
ル
ナ
ス
に
住
ま
う
古
典
主
義
的
形
象
は
も
は
や
時
代
遅
れ
で
、「
蚤
の

市
の
雑
踏
」、
す
な
わ
ち
、
一
般
大
衆
の
う
ろ
つ
く
場
所
こ
そ
が
新
し
い
文
学
の
舞
台
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ネ
タ

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
コ
ロ
ー
ム
ナ
の
家
』
の
冒
頭
八
詩
節
で
詩
の
形
式
、
素
材
、
テ
ー
マ
を
表
明
し
て
い
る
の
だ
が
、

パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
変
奏
の
妙
味
が
利
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
三
重
韻
」
か
ら
「
動
詞
脚
韻
」
が
導
か
れ
、
チ
ン
ピ
ラ

に
よ
る
部
隊
に
譬
え
ら
れ
、
そ
の
喩
え
が
「
八
列
隊
列
」、「
部
隊
の
統
率
者
」
＝
作
者
と
変
転
し
、
一
方
で
軍
の

縁
か
ら
「
馬
車
」
の
比
喩
が
出
た
か
と
思
う
と
「
競
走
馬
」
に
な
り
、「
パ
ル
ナ
ス
の
老
い
ぼ
れ
ペ
ガ
サ
ス
」
に

変
奏
さ
れ
て
行
く
。

こ
う
し
た
、
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
を
、
比
喩
の
パ
ラ
レ
ル
と
し
て
変
化
さ
せ
な
が
ら
展
開
し
て
い
く
手
法
は
、
プ
ー

シ
キ
ン
の
得
意
と
す
る
手
法
だ
と
思
う
。『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
第
四
章
に
は
、
詩
を
書
く
人
と
読
ん

で
聞
か
せ
る
人
と
詩
の
内
容
と
い
う
テ
ー
マ
が
、
レ
ン
ス
キ
イ
／
オ
リ
ガ
／
哀
歌
に
は
じ
ま
り
「
ヤ
ズ
ィ
コ
フ
」、

「
口
や
か
ま
し
い
批
評
家
」
を
巡
っ
て
展
開
さ
れ
、
最
後
に
「
私
が
　
私
の
夢
と
／
韻
律
の
工
夫
と
の
成
果
を
読

ん
で
聞
か
す
の
は
／
わ
が
青
春
の
伴
侶
　
年
老
い
た
／
乳
母
だ
け
だ
」
に
変
奏
さ
れ
て
い
く
構
造
は
、
幾
何
学
的

で
す
ら
あ
る
。

さ
て
、
残
り
の
詩
節
で
語
ら
れ
て
い
る
「
物
語
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
要
す
る
に
、「
後
家
さ
ん
と
そ
の
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一
人
娘
が
教
会
に
行
っ
た
。
留
守
を
預
か
る
料
理
女
の
こ
と
で
胸
騒
ぎ
を
覚
え
た
後
家
さ
ん
が
家
に
帰
る
と
、
そ

の
料
理
女
が
髭
を
剃
っ
て
い
た
」
と
い
う
だ
け
の
、
ホ
ン
ト
、
他
愛
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
語
り
手
は
最
後

に
言
う
―――
「
そ
れ
以
上
な
に
も
／
俺
の
物
語
か
ら
し
ぼ
り
出
せ
は
し
な
い
」。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
他
愛
な

い
些
事
以
外
の
「
意
味
」
を
な
に
も
導
出
で
き
（「
し
ぼ
り
出
せ
」）
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
威
的
に
述
べ

て
い
る
。

文
学
に
何
を
求
め
る
か
。
高
邁
な
思
想
か
。
社
会
問
題
の
提
起
か
。
夢
か
。
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
か
。
端

正
な
美
学
か
。

『
コ
ロ
ー
ム
ナ
の
家
』
が
書
か
れ
た
こ
ろ
の
ロ
シ
ア
、
ひ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
思
潮
に
は
、
古
典
主
義

と
ロ
マ
ン
主
義
の
対
立
が
あ
っ
た
。
作
家
・
詩
人
が
新
し
い
文
学
を
求
め
た
地
殻
変
動
期
と
も
い
え
た
。
そ
し
て
、

古
典
主
義
に
せ
よ
、
ロ
マ
ン
主
義
に
せ
よ
、
歴
史
的
栄
光
、
英
雄
的
所
業
、
情
熱
的
恋
愛
、
宗
教
的
敬
虔
、
高
い

理
想
、
深
い
思
想
、
人
生
の
教
訓
、
高
雅
な
趣
味
、
鋭
い
風
刺
、
機
智
に
富
ん
だ
ユ
ー
モ
ア
と
い
っ
た
、「
意
味
」

が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
い
ま
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
読
者
は
作
品
か
ら
な
に

か
意
味
を
「
し
ぼ
り
出
」
し
た
い
も
の
だ
ろ
う
。『
コ
ロ
ー
ム
ナ
の
家
』
は
、「
意
味
」
を
「
し
ぼ
り
出
」
し
た
い

当
時
の
批
評
家
か
ら
、「
た
ん
な
る
生
活
の
些
事
」
と
ク
ソ
ミ
ソ
に
批
判
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

プ
ー
シ
キ
ン
の
創
作
過
程
に
お
い
て
、
作
品
の
主
人
公
は
ど
ん
ど
ん
そ
の
社
会
的
地
位
・
経
済
状
況
を
下
げ
て

行
っ
た
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。『
ル
ス
ラ
ー
ン
と
リ
ュ
ド
ミ
ー
ラ
』
の
ル
ス
ラ
ー
ン
の
神
話
的
・
英
雄
的
主
人
公

（
神
話
的
形
象
、
あ
る
い
は
、
愚
か
な
一
般
大
衆
の
上
に
立
つ
才
能
の
持
ち
主
・
英
雄
的
貴
族
）
が
ど
ん
ど
ん
零
落

し
て
、『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
の
落
ち
ぶ
れ
た
貴
族
オ
ネ
ー
ギ
ン
に
な
り
、『
青
銅
の
騎
士
』
に
至
っ

て
は
、
地
位
も
名
誉
も
な
に
も
な
い
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
＝
一
介
の
平
民
に
ま
で
落
ち
た
。
後
者
二
作
品
で
は
主
人
公

の
名
が
と
も
に
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
零
落
と
い
う
テ
ー
マ
の
連
続
性
・
一
貫
性
を
強
調

し
て
い
る
。
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こ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
、
プ
ー
シ
キ
ン
作
品
の
語
彙
も
、
伝
統
に
よ
り
聖
化
さ
れ
た
高
位
の
詩
語
か
ら
ど
ん
ど

ん
俗
語
に
下
っ
て
行
く
。
語
彙
の
層
が
下
が
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
テ
ー
マ
も
高
踏
・
高
尚
・
神
話
・
歴
史
的
事
件

か
ら
通
俗
・
些
事
に
下
っ
て
行
く
こ
と
で
も
あ
る
。「
詩
的
」
な
事
柄
か
ら
「
散
文
的
」
な
そ
れ
に
移
行
す
る
こ

と
で
も
あ
る
。「
辞
書
の
ど
ん
な
こ
と
ば
で
も
使
う
」、
パ
ル
ナ
ス
か
ら
「
蚤
の
市
の
雑
踏
」
に
兵
隊
を
移
す
、
と

い
う
の
は
そ
の
表
明
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
プ
ー
シ
キ
ン
は
こ
う
し
た
下
へ
の
指
向
を
、
意
識
的
・
論
争
的
に
推
し
進
め
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
ロ

シ
ア
独
自
の
国
民
文
学
を
巡
る
考
察
に
お
い
て
、
当
時
の
ロ
シ
ア
の
文
学
趣
向
を
決
定
づ
け
た
フ
ラ
ン
ス
か
ぶ
れ

の
貴
族
趣
味
・
古
典
主
義
へ
の
嫌
悪
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
バ
イ
ロ
ン
的
英
雄
礼
賛
と
ド
イ
ツ
観
念
論
に
特
徴
付
け
ら

れ
る
ロ
マ
ン
主
義
へ
の
懐
疑
に
よ
っ
て
、
ロ
シ
ア
民
衆
寓
話
や
ル
ネ
サ
ン
ス
文
学
（
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
、
ラ
ブ
レ
ー
、

ボ
ッ
カ
チ
オ
等
々
）
の
人
間
的
生
の
充
溢
と
、
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
の
語
彙
・
手
法
的
自
由
へ
の
問
題
意
識
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
女
料
理
人
マ
ヴ
ル
ー
シ
ャ
は
、
後
家
の
一
人
娘
と
同
衾
す
る
た
め
に
実
は
男
が
女
装
し
、
後
家
を
欺
い
て
い

た
姿
だ
っ
た
」、
と
い
う
お
笑
い
裏
事
情
を
想
起
さ
せ
る
他
愛
の
な
い
楽
し
い
小
話
を
語
り
な
が
ら
、
一
方
で
、
物

語
に
適
用
す
る
に
き
わ
め
て
困
難
な
弱
強
五
韻
脚
オ
ク
タ
ー
ヴ
ァ
詩
節
形
式
に
敢
え
て
則
り
、
文
学
表
現
・
内
容
・

形
式
の
問
題
を
諧
謔
的
に
表
現
し
た
点
で
、
き
わ
め
て
知
的
な
作
品
で
あ
る
。
女
料
理
人
が
髭
を
剃
る
と
い
う
く

だ
ら
な
い
些
事
が
な
ん
と
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
絵
で
あ
る
こ
と
か
、
と
思
え
て
し
ま
う
。

こ
の
作
品
は
「
詩
」
な
の
で
あ
る
。
詩
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
次
の
「
交
番
の
裏
手
に
」
と
い
う
よ
う
な
散
文
的

な
表
現
が
こ
と
さ
ら
諧
謔
的
に
響
い
て
、
ち
ょ
っ
と
吹
き
出
し
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
面
白
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

Т
еперь

начнем.
—

Ж
ила-бы

ла
вдова,

Т
ому

лет
восемь,

бедная
старуш

ка,
С

одною
дочерью

.
У
П
окрова
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С
тояла

их
смиренная

лачуж
ка

З
а
самой

будкой.
В
иж

у
как

теперь
С
ветелку,

три
окна,

кры
льцо

и
дверь.

Т
ам

ж
е,

с.2
36.

は
じ
め
る
と
す
る
か
。
―――
む
か
し
む
か
し
、

八
年
ほ
ど
前
の
こ
と
、
貧
乏
な
後
家
の
婆
さ
ん
が

一
人
娘
と
暮
ら
し
て
い
た
。
ポ
ク
ロ
ー
フ
教
会
通
り
、

交
番
の
裏
手
に
、
二
人
の
つ
つ
ま
し
い
あ
ば
ら
や
が

あ
っ
た
。
い
ま
で
も
眼
に
見
え
る
よ
う
だ
、

明
る
い
小
部
屋
、
三
つ
の
窓
、
階
段
と
扉
。

ア
ン
ド
レ
イ
・
シ
ニ
ャ
フ
ス
キ
イ
は
、
勇
敢
に
も
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
本
質
は
「
軽
さ
」
だ
と
評
し
た
。
俺
な
ら

プ
ー
シ
キ
ン
の
魅
力
は
「
俳
味
」
だ
と
評
し
た
い
。「
重
い
」
思
想
性
が
ロ
シ
ア
文
学
の
属
性
だ
と
勘
違
い
し
て

い
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
一
辺
倒
の
日
本
人
に
は
ま
ず
わ
か
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

『
コ
ロ
ー
ム
ナ
の
家
』
は
冒
頭
に
し
る
し
た
よ
う
に
文
庫
な
ど
の
簡
便
な
本
と
し
て
は
読
む
こ
と
が
出
来
な
い
。

河
出
書
房
新
社
か
ら
出
て
い
た
『
プ
ー
シ
キ
ン
全
集
』
第
二
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
古
書
で
取
り
寄
せ
て

お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。

June
4,

2
0
16.
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タ
チ
ヤ
ー
ナ
と
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク

プ
ー
シ
キ
ン
の«Е

вгений
О
негин

—
роман

в
стихах»

『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
―――
韻
文
小
説
』

は
発
表
当
初
か
ら
筋
の
不
自
然
さ
を
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
女
主
人
公
・
タ
チ
ヤ
ー
ナ

は
第
二
章
で
ロ
シ
ア
の
素
朴
な
田
舎
貴
族
の
娘
、
見
た
目
も
十
人
並
み
の
陰
気
な
娘
と
し
て
登
場
し
、
第
五
章
で

は
貴
族
と
い
う
よ
り
は
農
民
の
心
性
に
近
い
精
神
性
を
備
え
た
娘
と
し
て
描
か
れ
る
の
に
、
第
八
章
で
い
き
な
り
、

ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
社
交
界
に
君
臨
す
る
、
美
貌
の
、
最
も
洗
練
さ
れ
た
貴
族
女
性
に
変
貌
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
変
貌
の
内
在
論
理
と
し
て
、
彼
女
が
フ
ラ
ン
ス
小
説
に
心
酔
し
て
い
た
こ
と
か
ら
西
欧
の
洗

練
さ
れ
た
文
化
的
素
養
を
自
然
に
身
に
つ
け
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
理
解
も
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
。
し

か
し
、
フ
ラ
ン
ス
小
説
耽
読
の
モ
チ
ー
フ
は
む
し
ろ
、
小
説
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
人
生
を
把
握
す
る
滑
稽
な

姿
と
し
て
、
プ
ー
シ
キ
ン
に
よ
っ
て
徹
頭
徹
尾
皮
肉
な
描
か
れ
方
を
し
て
い
た
わ
け
で
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
が
肯
定

的
に
転
換
さ
れ
る
よ
う
な
解
釈
は
説
得
力
に
欠
け
る
。
女
性
と
し
て
成
熟
し
た
の
だ
と
い
う
解
釈
は
も
っ
と
恣
意

的
で
あ
る
。

私
自
身
、
女
主
人
公
の
性
格
描
写
に
は
ち
ょ
っ
と
無
理
が
あ
る
の
で
は
と
、
こ
の
作
品
を
は
じ
め
て
読
ん
だ
と

き
に
感
じ
た
。
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
関
係
が
最
後
に
逆
転
す
る
よ
う
な
対
照
性
に
面
白
み
を
覚
え
た
も

の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
第
三
章
で
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
「
き
わ
め
て
立
派
に
」
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
「
子
供
の
よ
う
な
」
恋
心

を
拒
絶
す
る
の
と
は
対
照
的
に
、
第
八
章
で
逆
に
「
子
供
の
よ
う
に
」
タ
チ
ヤ
ー
ナ
に
恋
し
て
し
ま
っ
た
オ
ネ
ー

ギ
ン
を
今
度
は
彼
女
が
退
け
る
、
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
だ
。

し
か
し
、«М

едны
й
всадник

—
петербургская

повесть»

『
青
銅
の
騎
士
―――
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
物
語
』
を

丹
念
に
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
変
貌
の
内
在
論
理
が
は
っ
き
り
と
理
解
で
き
た
。
こ
の
作
品
は

『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
完
成
後
、18

33

年
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
主
人
公
の
名
が
同
じ
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ

イ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
韻
文
小
説
に
お
け
る
詩
人
の
問
題
論
を
受
け
継
ぐ
作
品
で
あ
る
と
想
像
が
つ
く
。
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こ
こ
で
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
姿
は
―――
ど
れ
だ
け
異
様
に
思
わ
れ
よ
う
と
―――
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
と
い
う
都
市
の

運
命
に
変
容
し
た
の
で
あ
る
。

П
рош

ло
сто

лет,
и
ю
ны

й
град,

П
олнощ

ны
х
стран

краса
и
диво,

И
з
тьмы

лесов,
из

топи
блат

В
ознесся

пы
ш
но

горделиво;
Где

финский
ры

болов,
П
еч
ал
ьн
ы
й
п
асы
н
ок
п
ри
род
ы,

О
дин

у
низких

берегов
Б
росал

в
неведомы

е
воды

С
вой

ветхий
невод,

ны
не

там
П
о
ож

ивленны
м
берегам

Громады
стройны

е
теснятся

Д
ворцов

и
баш

ен;
корабли

Т
олпой

со
всех

концов
земли

К
богаты

м
пристаням

стремятся;
В
гранит

оделаса
Н
ева;

М
осты

повисли
над

водами;
Т
емно-зелены

ми
садами

Е
е
покры

лись
острова,

И
перед

младш
ею

столицей
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П
омеркла

старая
М
осква,

К
ак

перед
н
ову
ю
ц
ари
ц
ей

П
орфироносная

вдова.

А
.
П
у
ш
к
и
н
«М

едны
й
всадник».

В
кн.:
П
у
ш
к
и
н
А
.
С
.
П
олное

собрание
сочинений

в
10-ти

томах,
Т
ом

4-й.
Л
.:
«Н

аука»,
19
7
7,С

.2
7
4–
2
7
5.
к
у
рси
в
м
ой.

百
年
経
っ
た
。
若
い
都
は

北
方
の
国
ぐ
に
の
精
華
と
し
て
　
驚
異
と
し
て

暗
い
森
　
し
め
っ
た
沼
地
の
た
だ
な
か
か
ら

誇
り
か
に
壮
麗
の
姿
を
現
じ
た
。

そ
の
昔
　
フ
ィ
ン
族
の
漁
夫

　・哀
・れ
・を
・誘
・う
・自
・然
・の
・継
・子　
が

た
だ
一
人
ひ
く
い
岸
辺
に
立
ち

古
網
を
あ
て
ど
も
な
し
に
水
底
へ

投
げ
入
れ
て
い
た
所
　
そ
こ
に
い
ま
は

さ
ん
ざ
め
く
河
岸
沿
い
に

宮
殿
・
塔
の
壮
大
な
建
物
が
　
整
然
と

す
き
ま
も
な
し
に
立
ち
並
び
　
船
ど
も
は

群
れ
を
な
し
て
　
世
界
の
果
て
か
ら

ゆ
た
か
な
埠
頭
へ
押
し
寄
せ
て
く
る
。
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ネ
ヴ
ァ
河
は
御
影
石
の
装
い
凝
ら
し

水
の
上
に
は
数
か
ず
の
橋
が
渡
さ
れ

あ
ま
た
の
中
州
は

濃
緑
の
苑
に
お
お
わ
れ

か
く
て
新
し
い
都
の
前
に

古
都
モ
ス
ク
ワ
の
光
は
薄
れ
た

さ
な
が
ら
　・新
・し
・い
・后　
の
前
の

大
后
の
よ
う
に
。

プ
ー
シ
キ
ン
『
青
銅
の
騎
士
』
木
村
彰
一
訳
、

『
プ
ー
シ
キ
ン
全
集
』
第
二
巻
、
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
四
十
七
年
、pp.59

5–
6

。
強
調
は
引
用
者
。

『
青
銅
の
騎
士
』
の
『
序
』
の
く
だ
り
で
あ
る
。
貧
し
い
漁
民
が
ほ
そ
ぼ
そ
と
暮
ら
す
ば
か
り
の
暗
い
湿
地
だ
っ

た
土
地
が
、
世
界
で
最
も
豊
か
で
壮
麗
な
都
市
に
変
貌
し
た
と
い
う
。
漁
師
の
言
及
は
元
漁
師
だ
っ
た
使
徒
ペ
テ

ロ
が
お
そ
ら
く
念
頭
に
あ
り
、
初
期
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
は
大
帝
ピ
ョ
ー
ト
ル
の
都
市
だ
け
で
は
な
く
、
使
徒
ペ
テ
ロ

の
都
市
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
。

こ
こ
で
「
哀
れ
を
誘
う
自
然
の
継
子
」
の
土
地
が
、
高
貴
で
洗
練
さ
れ
た
「
新
し
い
后
」
に
変
貌
し
た
と
譬
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
変
貌
ぶ
り
と
言
葉
そ
の
も
の
と
し
て
相
関
関
係
に
あ
る
の
で
あ

る
。
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
最
初
の
描
写
に
は
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

И
так,

она
звалась

Т
атьяной.

Н
и
красотой

сестры
своей,
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Н
и
свеж

естью
ее

румяной
Н
е
привлекла

б
она

очей.
Д
ика,

печальна,
молчалива,

К
ак

лань
лесная

боязлива,
О
н
а
в
сем
ье
своей

род
н
ой

К
азал
ась
д
евоч
к
ой
ч
у
ж
ой.

А
.
П
у
ш
к
и
н
«Е

вгений
О
негин»,

гл.
2,стр.

X
X
V
.

В
кн.:
П
у
ш
к
и
н
А
.
С
.
П
олное

собрание
сочинений

в
10-ти

томах,
Т
ом

5-й.
Л
.:
«Н

аука»,
19
7
8,С

.4
0-4

1.
к
у
рси
в
м
ой.

で
　
彼
女
の
名
は
タ
チ
ヤ
ー
ナ
。
妹
の

オ
リ
ガ
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
　
彼
女
に
は
人
の
目
を
惹
く

器
量
も
な
け
れ
ば
　
ば
ら
色
の

み
ず
み
ず
し
さ
も
見
ら
れ
な
い
。

人
づ
き
悪
く
陰
鬱
で
言
葉
少
な
く

森
に
棲
む
牝
鹿
の
よ
う
に
臆
病
で

　・両
・親
・の
・家
・に
・い
・な
・が
・ら　

　・よ
・そ
・の
・娘
・み
・た
・い
・な
・工
・合
・で
・あ
・っ
・た　
。

プ
ー
シ
キ
ン
『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
第
二
章
、X

X
V

節
、
木
村
彰
一
訳
、

前
掲
書
、p.7

7

。
強
調
は
引
用
者
。
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見
た
目
の
ぱ
っ
と
し
な
い
、
陰
鬱
な
、
し
か
も
「
両
親
の
家
に
い
な
が
ら
よ
そ
の
娘
み
た
い
な
」
娘
は
、
暗
く

み
す
ぼ
ら
し
い
、「
自
然
の
継
子
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
ま
さ
に
一
致
す
る
。
こ
の
野
暮
っ
た
い
娘
が
第
八
章
に
お
い

て
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
社
交
界
の
美
貌
と
教
養
を
誇
る
女
主
人
と
な
る
一
大
転
換
も
、「
新
し
い
后
」
と
し
て
の
ペ
テ

ル
ブ
ル
ク
に
相
応
す
る
。
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
大
き
な
変
化
が
歴
史
的
事
実
で
あ
る
以
上
ま
っ
た
く
違
和
感
を
生
じ

さ
せ
な
い
く
ら
い
に
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
変
貌
は
プ
ー
シ
キ
ン
に
と
っ
て
な
ん
の
矛
盾
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
ロ
シ
ア
と
い
う
も
の
な
の
だ
。

こ
う
し
て
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
運
命
が
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
と
い
う
都
市
の
運
命
に
変
異
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「русская
душ

ою
,
/
С
ама

не
зная,

почему

こ
こ
ろ
ね
は
ロ
シ
ヤ
娘
で
あ
り
な
が
ら/

自
分
で
は
ど
う
い
う

訳
か
わ
か
ら
ず
に
」
い
る
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
は
、
ロ
シ
ア
の
象
徴
の
よ
う
な
意
味
が
籠
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
と
い
う
都
市
の
表
象
に
ロ
シ
ア
そ
の
も
の
の
歴
史
的
・
運
命
的
問
題

論
が
担
わ
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
容
易
に
理
解
で
き
る
。

『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
に
お
け
る
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
タ
チ
ヤ
ー
ナ
と
の
関
係
は
、
恋
愛
感
情
の
す
れ

違
い
と
い
う
人
間
的
生
の
皮
肉
と
し
て
現
れ
た
。『
青
銅
の
騎
士
』
で
は
、
貴
族
か
ら
た
だ
の
一
介
の
民
衆
に
落

ち
ぶ
れ
た
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
と
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
と
い
う
都
市
の
担
う
ロ
シ
ア
そ
の
も
の
の
国
家
的
表
象
と
の
、
葛

藤
に
転
化
さ
れ
た
、
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
の
社
会
的
地
位
が
一
般
人
に
格
下
げ
さ
れ
、
一
方
で
、

ロ
シ
ア
的
女
主
人
公
が
国
家
的
都
市
に
格
上
げ
さ
れ
、『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
は
『
青
銅
の
騎
士
』
と

し
て
、
無
名
の
個
人
と
国
家
と
の
悲
劇
的
緊
張
に
満
ち
た
壮
大
な
都
市
文
学
に
昇
華
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

N
ov.

9,
2
0
14.
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『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
七
章
―――
読
書
追
体
験
の
モ
チ
ー
フ

「
文
は
人
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
そ
の
文
章
に
人
と
な
り
が
現
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る

よ
う
で
あ
る
。
私
は
、
こ
れ
は
ウ
ソ
だ
と
思
う
。
文
章
を
読
ん
で
わ
か
る
の
は
、
そ
れ
を
書
い
た
人
が
、
論
理
的

思
考
の
持
ち
主
か
ど
う
か
、
言
葉
の
使
い
方
に
習
熟
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
程
度
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
人
と
な
り
、

人
間
性
の
あ
り
か
を
文
章
で
判
断
す
る
な
ん
て
で
き
や
し
な
い
。
一
方
で
、
あ
る
人
の
読
書
傾
向
は
確
か
に
そ
の

人
の
考
え
方
や
思
想
の
相
貌
を
知
る
指
標
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

プ
ー
シ
キ
ン
の
韻
文
小
説
『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
第
七
章
に
、
女
主
人
公
・
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
愛
し

い
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
旅
立
っ
た
あ
と
の
主
人
の
い
な
い
書
斎
を
訪
れ
る
く
だ
り
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
小
説
の
耽
読
で

精
神
を
培
わ
れ
た
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
、
そ
れ
ま
で
は
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
い
う
人
物
像
に
小
説
的
主
人
公
を
思
い
浮
か

べ
、
当
て
は
め
、
文
学
的
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
の
み
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
い
う
人
間
の
現
実
的
姿
を
理
解
し
よ
う

と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
場
合
は
「
わ
が
救
世
主
」
と
な
り
、
ま
た
あ
る
場
合
は
「
悪
魔
」、「
誘
惑
者
」、
夢

の
な
か
で
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
悪
魔
的
形
象
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
書
斎
で
彼
の
蔵
書
を
片
っ
端
か
ら
読
む
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は

オ
ネ
ー
ギ
ン
の
精
神
的
相
貌
を
は
っ
き
り
と
理
解
す
る
に
至
る
。

か
く
て
わ
が
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は

高
圧
的
な
運
命
が

恋
せ
よ
と
命
じ
た
男
の
正
体
が

あ
り
が
た
や
　
今
は
次
第
に

は
っ
き
り
と
わ
か
り
は
じ
め
た
。

あ
の
悲
し
げ
な
し
か
も
危
険
な
変
わ
り
者
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天
国
か
そ
う
で
な
け
れ
ば
地
獄
が
創
っ
た

あ
の
天
使
　
尊
大
ぶ
っ
た
あ
の
悪
魔

彼
は
い
っ
た
い
何
者
な
の
か
？

人
真
似
か

取
る
に
足
ら
な
い
幻
か
　
さ
て
は
ま
た

ハ
ロ
ル
ド
の
マ
ン
ト
を
つ
け
た
モ
ス
ク
ワ
人
か

他
人
の
む
ら
気
の
注
釈
か

完
備
し
た
は
や
り
言
葉
の
辞
書
な
の
か
？
…
…

結
局
あ
れ
は
パ
ロ
デ
ィ
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
？

プ
ー
シ
キ
ン
『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
木
村
彰
一
訳
、
講
談
社
文
芸
文
庫
、19

9
8

年
、p.30

0

。

か
く
し
て
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
オ
ネ
ー
ギ
ン
を
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
「
パ
ロ
デ
ィ
」
だ
と
結
論
づ
け
た
。

プ
ー
シ
キ
ン
は
こ
こ
で
、
人
物
の
読
書
傾
向
の
追
体
験
を
通
し
て
そ
の
人
の
真
実
に
到
達
す
る
モ
チ
ー
フ
に
訴

え
て
い
る
。
精
神
に
お
い
て
人
間
を
し
か
と
理
解
す
る
に
、
己
の
好
む
特
定
の
書
物
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
で

は
な
く
、
相
手
の
好
む
た
く
さ
ん
の
書
物
の
集
積
の
様
相
に
基
づ
い
て
い
る
。
偽
り
の
文
学
的
フ
ィ
ル
タ
ー
に
眼

が
眩
ん
で
い
た
女
主
人
公
が
、
こ
こ
で
、
他
者
の
文
学
読
書
の
追
体
験
に
よ
っ
て
人
間
理
解
の
醒
め
た
真
実
に
至

る
。
私
に
は
恐
ろ
し
い
皮
肉
に
思
わ
れ
る
。
プ
ー
シ
キ
ン
と
い
う
作
家
の
文
学
観
・
人
間
観
察
の
鋭
さ
を
見
る
思

い
が
す
る
。

愛
す
る
人
を
理
解
す
る
に
そ
の
人
の
読
ん
だ
本
を
読
む
。
こ
れ
は
極
め
て
知
的
、精
神
的
な
行
為
で
あ
る
が
、面

白
い
の
は
、
こ
こ
で
プ
ー
シ
キ
ン
が
こ
の
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
行
為
の
過
程
に
エ
ロ
ス
さ
え
添
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
愛
の
行
為
で
も
あ
る
の
だ
。
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
書
斎
を
訪
れ
た
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
描
写
を
見
よ

―――
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タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
自
分
の
回
り
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
に

感
動
の
眸
を
向
け
る
。

何
も
か
も
限
り
な
く
尊
く
思
わ
れ

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
　・苦
・し
・み
・の
・半
・ば
・ま
・じ
・っ
・た
・よ
・ろ
・こ
・び　
で

疲
れ
た
魂
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
。

同
書
、p.2

9
5

。
強
調
筆
者
。

「
苦
し
み
の
半
ば
ま
じ
っ
た
よ
ろ
こ
び
」
―――
こ
れ
は
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
何
か
で
あ
る
。
厳
粛
な
も
の
、
高
尚

な
も
の
、
詩
的
な
も
の
に
、
諧
謔
や
猥
褻
や
散
文
の
要
素
を
ほ
ん
の
り
と
加
え
る
―――
こ
う
い
う
複
雑
な
筆
致
に

こ
そ
、
私
は
プ
ー
シ
キ
ン
の
人
間
理
解
へ
の
複
眼
的
視
線
の
確
か
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

June
2
3,
2
0
13.

プ
ー
シ
キ
ン
『
青
銅
の
騎
士
』

プ
ー
シ
キ
ン
の
叙
事
詩
『
青
銅
の
騎
士
』
は
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
住
む
下
級
官
吏
が
ネ
ヴ
ァ
河
の
氾
濫
の
た
め

恋
人
を
失
い
、
そ
の
後
発
狂
し
て
ピ
ョ
ー
ト
ル
像
に
追
わ
れ
野
垂
れ
死
ぬ
と
い
う
物
語
で
あ
る
。『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ

イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
と
と
も
に
プ
ー
シ
キ
ン
の
、
世
界
文
学
史
上
に
残
る
傑
作
と
さ
れ
て
い
る
。
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作
品
の
主
人
公
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
（『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
の
主
人
公
と
同
名
で
あ
る
）
は
十
四
等

官
下
級
官
吏
。
地
位
も
名
誉
も
金
も
な
い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
同
時
代
を
描
き
つ
つ
こ
の
よ

う
な
し
が
な
い
一
般
人
を
主
人
公
と
す
る
こ
と
自
体
が
、
叙
事
詩
と
い
う
高
級
な
ジ
ャ
ン
ル
伝
統
か
ら
も
ロ
マ
ン

主
義
的
流
行
か
ら
も
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
。

エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
は
貧
し
い
我
が
身
を
思
っ
て
眠
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
し
て
詩
人
の
よ
う
に
溜
め
息
を
つ
い
た
、

と
あ
る
。「
詩
人
の
よ
う
に
」
と
い
う
句
の
や
る
せ
な
い
諧
謔
。
こ
う
し
た
諧
謔
や
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
の
都
を
讃
え

る
明
る
い
古
典
的
詩
行
が
融
合
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
作
品
を
読
む
と
そ
の
厳
粛
性
、
悲
劇
性
に
、
涙
に

咽
ぶ
思
い
を
禁
じ
え
な
い
。
こ
れ
は
単
に
主
人
公
が
死
に
至
る
と
い
う
単
純
な
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
。

そ
こ
に
は
、
イ
エ
ス
の
捕
縛
の
の
ち
そ
の
仲
間
で
あ
る
こ
と
を
三
度
否
認
し
た
ペ
テ
ロ
、
ご
く
普
通
の
漁
夫
で

し
か
な
か
っ
た
ペ
テ
ロ
が
、
イ
エ
ス
の
存
在
と
対
峙
し
た
瞬
間
に
、
厳
粛
で
、
悲
劇
的
な
全
人
類
的
高
み
に
昇
華

し
て
い
く
、
あ
の
―――
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
指
摘
し
た
―――
聖
書
の
物
語
構
造
に
似
た
も
の
が
あ
る
か
ら
だ
と
私

は
思
う
。
ペ
テ
ロ
と
イ
エ
ス
の
関
係
は
、
こ
の
作
品
で
は
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
と
都
市
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
（
近
代
ロ
シ
ア

の
建
設
者
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
の
象
徴
）
な
の
で
は
な
い
か
？

ペ
テ
ロ
と
イ
エ
ス
の
関
係
以
外
に
も
、『
青
銅
の
騎
士
』
は
キ
リ
ス
ト
教
モ
チ
ー
フ
が
悲
劇
性
を
高
め
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ネ
ヴ
ァ
河
の
氾
濫
は
ノ
ア
の
洪
水
を
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
像
は
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
に
出
て
く
る
蒼
ざ

め
た
馬
に
乗
る
死
を
、
そ
れ
ぞ
れ
連
想
さ
せ
る
。

『
青
銅
の
騎
士
』
は
、
そ
の
後
の
ゴ
ー
ゴ
リ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
都
市
幻
想
あ
ふ
れ
る
文
学
的
系
譜
の
ル
ー

ツ
だ
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。
そ
れ
が
プ
ー
シ
キ
ン
の
創
作
過
程
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
は
興

味
深
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
れ
を
解
き
明
か
す
鍵
の
ひ
と
つ
は
、
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
を
『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー

ギ
ン
』
に
お
け
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
な
貴
族
（
セ
レ
ブ
）
か
ら
、
と
り
え
の
な
い
十
四
等
官
（
パ
ン
ピ
ー
）
に
貶

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
詩
人
の
深
い
社
会
観
・
歴
史
観
だ
と
思
う
。
で
は
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
英
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雄
的
な
人
物
よ
り
も
た
だ
の
一
般
人
に
深
淵
を
見
出
す
芸
術
観
は
何
に
よ
っ
て
く
る
の
か
。

A
pr.

5,
2
0
0
8.

プ
ー
シ
キ
ン
『
青
銅
の
騎
士
』
―――
震
災
を
顧
み
て

東
日
本
大
震
災
の
ク
ラ
イ
シ
ス
の
あ
と
、
あ
ま
り
に
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
だ
っ
た
せ
い
か
、
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ロ

シ
ア
の
詩
人
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
プ
ー
シ
キ
ン
が18

33

年
秋
に
書
い
た
叙
事
詩
『
青
銅
の
騎
士
―――
ペ
テ
ル

ブ
ル
ク
物
語
』
―――А

.
С
.
П
уш

кин
«М

едны
й
всадник

—
П
етербургская

повесть»

を
再
読
し
た
。
本

作
品
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
版
プ
ー
シ
キ
ン
全
集
で
、
タ
イ
ト
ル
頁
等
の
ス
カ
ス
カ
頁
を
含
め
て
も
、

た
っ
た16

頁
し
か
な
い
叙
事
詩
で
あ
る
。
朗
読
し
て
も2

5

、6

分
。
な
の
に
、
恐
る
べ
き
傑
作
と
し
て
世
界
文
学

史
上
に
輝
い
て
い
る
。

題
に
『
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
物
語
』
と
あ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
叙
事
詩
と
は
距
離
を
お
い
た
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を

作
者
は
意
図
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
作
品
全
体
が
四
韻
脚
弱
強
格
の
韻
文
で
書
か
れ
て
い
る
。「
詩
」
と
い

う
も
の
に
「
美
辞
麗
句
」
や
「
型
に
嵌
ま
っ
た
紋
切
型
」
の
よ
う
な
こ
と
し
か
連
想
し
な
い
現
代
の
小
説
読
み
に

は
わ
か
ら
な
い
、
構
造
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
あ
る
の
だ
。

主
人
公
・
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
は
、
地
位
も
金
も
な
い
入
庁
三
年
目
の
ペ
ー
ペ
ー
公
務
員
で
あ
る
。
神
に
知
恵
と
金

を
授
け
て
も
ら
っ
て
そ
れ
な
り
に
独
立
と
名
誉
を
か
ち
得
て
、
恋
人
と
結
婚
す
る
、
さ
さ
や
か
な
家
を
設
け
て
平

和
に
暮
ら
す
、
と
も
に
老
い
て
と
も
に
墓
に
入
る
、
孫
た
ち
に
弔
っ
て
も
ら
う
―――
彼
の
思
い
は
そ
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
。

228



「
結
婚
？

俺
が
？

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
重
荷
だ
、
で
も
俺
は
健
康
だ
し
夜
昼
働
く
つ
も
り
だ
。
世
の
中
に
は

バ
カ
で
怠
け
者
の
く
せ
に
楽
チ
ン
生
活
し
て
い
る
シ
ア
ワ
セ
な
奴
が
い
る
じ
ゃ
ね
ぇ
か
、
い
っ
た
い
何
な
ん
だ
！
」

―――
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
の
こ
の
独
り
言
、
な
ん
と
身
に
つ
ま
さ
れ
る
こ
と
か
。
こ
の
叙
事
詩
の
主
人
公
は
ま
さ
に
こ

の
よ
う
な
善
良
な
小
市
民
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
彼
は
、18

2
4

年11

月
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で
発
生
し
た
ネ
ヴ
ァ
河
の
大
氾
濫
の
た
め
に
、
恋
人
を

失
っ
て
し
ま
う
。
家
屋
が
流
さ
れ
死
体
が
ご
ろ
ご
ろ
転
が
る
氾
濫
の
恐
ろ
し
い
傷
跡
を
目
の
当
た
り
に
し
た
主
人

公
は
、
発
狂
し
、
恐
ろ
し
い
記
憶
に
苛
ま
れ
つ
つ
、
我
が
身
を
引
き
ず
る
よ
う
な
ホ
ー
ム
レ
ス
生
活
を
送
る
よ
う

に
な
る
。

時
が
経
ち
あ
る
秋
の
夜
―――
お
そ
ら
く
は18

2
5

年11

月
、
デ
カ
ブ
リ
ス
ト
蜂
起
失
敗
の
直
前
だ
―――
埠
頭
で
寝

て
い
る
と
、
雨
と
風
の
音
の
な
か
で
呼
び
交
わ
す
哨
兵
の
声
で
、
突
然
あ
の
洪
水
の
日
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
出
す
。

気
が
つ
く
と
彼
は
元
老
院
広
場
に
佇
ん
で
い
る
。
目
の
前
に
は
ピ
ョ
ー
ト
ル
の
記
念
碑
・
青
銅
の
騎
士
像
。
主
人

公
は
洪
水
の
大
量
死
を
、
こ
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
と
い
う
都
市
を
海
辺
に
建
設
し
た
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
の
幻
影
に
結

び
つ
け
る
。「
こ
の
野
郎
、
思
い
知
ら
せ
て
や
る
！
」
と
悪
口
雑
言
を
騎
士
像
に
浴
び
せ
る
。

す
る
と
、
ブ
ロ
ン
ズ
像
が
恐
ろ
し
い
形
相
で
彼
を
睨
み
つ
け
、
馬
を
駆
っ
て
彼
を
追
い
か
け
て
く
る
。
主
人
公

は
逃
げ
回
り
、
そ
の
果
て
に
野
た
れ
死
ぬ
。
彼
の
死
体
は
死
ん
だ
恋
人
の
壊
滅
し
た
家
の
敷
居
で
発
見
さ
れ
、
無

縁
仏
（
ロ
シ
ア
語
で
は
「
神
の
た
め
に
」）
と
し
て
葬
ら
れ
る
。

『
青
銅
の
騎
士
』
の
筋
書
き
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
の
津
波
の
大
惨
事
を
見
た
者
は
、
こ

の
作
品
の
悲
劇
性
を
共
有
し
な
い
で
は
お
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
偕
老
同
穴
・
孫
に
弔
わ
れ
る
と
い
う
さ
さ
や
か

な
夢
が
、
洪
水
で
壊
滅
し
た
家
と
い
う
死
に
場
所
を
恋
人
と
共
有
し
「
神
の
た
め
に
葬
ら
れ
る
」
姿
に
終
わ
る
と

い
う
あ
ま
り
に
残
酷
な
皮
肉
―――
涙
を
禁
じ
得
な
い
。

と
は
い
え
一
方
で
、
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
が
ピ
ョ
ー
ト
ル
の
幻
影
に
天
災
の
不
幸
の
責
め
を
負
わ
せ
て
し
ま
う
筋
書
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き
は
、
内
在
的
論
理
抜
き
に
そ
れ
だ
け
を
単
純
に
眺
め
る
と
、
震
災
の
責
任
を
菅
総
理
あ
る
い
は
政
府
に
転
嫁
す

る
よ
う
な
た
だ
の
短
絡
バ
カ
に
し
か
見
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
オ
マ
ケ
に
叙
事
詩
の
主
人
公
と
い
う
も
の
は
貴

族
階
級
の
エ
リ
ー
ト
的
英
雄
こ
そ
が
相
応
し
か
っ
た
の
に
、『
青
銅
の
騎
士
』
で
は
主
人
公
は
我
々
の
よ
う
な
ど

こ
に
で
も
い
る
た
だ
の
パ
ン
ピ
ー
小
市
民
で
あ
っ
て
、
い
よ
い
よ
喜
劇
的
バ
カ
に
見
え
て
も
お
か
し
く
な
い
。

し
か
し
、
天
災
発
生
の
結
果
、
原
子
力
発
電
所
で
事
故
が
起
こ
り
、
こ
の
た
め
多
く
の
市
民
・
家
族
の
生
活
が

破
壊
さ
れ
た
と
な
る
と
、
話
は
別
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
何
か
深
遠
な
問
題
―――
エ
ネ
ル
ギ
ー
確
保
と
核
技
術
の
維

持
と
い
う
国
家
の
論
理
と
国
民
生
活
と
の
調
和
と
い
う
大
問
題
―――
が
立
ち
現
れ
る
。
現
在
、
日
本
人
だ
け
で
な

く
世
界
中
の
人
々
が
原
発
問
題
を
議
論
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

よ
く
読
む
と
『
青
銅
の
騎
士
』
で
も
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
と
青
銅
の
騎
士
像
と
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
に
お
い
て
こ
れ
に
類

す
る
国
家
権
力
の
問
題
提
起
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
ざ
わ
ざ
水
は
け
の
悪
い
海
浜
の
沼
沢
地
に
ピ
ョ
ー

ト
ル
が
首
都
を
建
設
し
た
主
た
る
理
由
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
い
う
強
国
の
目
と
鼻
の
先
に
軍
事
都
市
を
設
け
る

こ
と
で
敵
国
を
威
嚇
す
る
軍
事
目
的
だ
っ
た
―――
作
品
に
は
「
深
淵
の
上
に
高
く
立
ち
、
鉄
の
手
綱
を
引
き
な
が

ら
、
ロ
シ
ア
の
国
を
後
脚
だ
ち
に
立
た
せ
た
」
と
の
詩
句
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
こ
の
現
代
に
読
ん
で
も
、

こ
の
作
品
の
厳
粛
で
悲
劇
的
な
物
語
性
に
唸
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

私
は
認
識
し
た
、
青
銅
の
騎
士
は
現
代
の
原
発
で
あ
り
、
深
淵
の
上
に
国
を
後
脚
で
立
た
せ
る
よ
う
な
危
う
い

も
の
で
あ
り
、
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
は
現
代
の
日
本
国
民
で
あ
る
、
原
発
の
恐
怖
に
我
を
失
っ
て
巷
を
彷
徨
す
る
エ
ヴ

ゲ
ー
ニ
イ
た
ち
が
い
ま
東
北
地
方
に
大
量
に
出
現
し
て
い
る
に
違
い
な
い
と
。

今
回
の
再
読
で
、
私
は
い
く
つ
か
発
見
を
し
た
。

•

ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
の
神
話
的
物
語
構
造
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
ネ
ヴ
ァ
河
氾
濫
災
害
の
発
生
は
ロ
シ
ア
暦18

2
4

年11

月7

日
、
つ
ま
り
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
に
登
場
す
る
大
天
使
ミ
ハ
イ
ル
の
日
の
前
日
で
あ
る
、
青
銅
の
騎
士

は
「
蒼
白
い
馬
に
乗
る
騎
士
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
、
等
々
。
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•

『
序
』
の
漁
師
の
言
及
は
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
（「
ピ
ョ
ー
ト
ル
の
都
市
」）
の
旧
世
界
は
漁
師
で
あ
っ
た
ペ
テ

ロ
（
ロ
シ
ア
語
で
ピ
ョ
ー
ト
ル
）
の
居
住
地
で
あ
る
と
い
う
表
象
を
、
つ
ま
り
聖
書
的
神
話
構
造
を
強
調
し

て
い
る
こ
と
。

•

聖
書
的
物
語
構
造
に
立
脚
す
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
し
が
な
い
パ
ン
ピ
ー
主
人
公
が
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
と
対
峙
す

る
こ
と
を
通
し
て
、
イ
エ
ス
と
関
与
し
た
ペ
テ
ロ
の
よ
う
に
、
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
『
ミ
メ
ー

シ
ス
』
で
謂
う
と
こ
ろ
の
大
き
な
「
振
子
運
動
」
を
起
こ
し
て
、
神
的
な
ま
で
の
悲
劇
的
昇
華
を
果
た
す
こ
と
。

•

発
狂
し
た
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
が
青
銅
の
騎
士
に
追
い
か
け
ら
れ
る
筋
書
き
に
は
、
秘
密
警
察
に
よ
る
監
視
・
迫

害
の
寓
意
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
騎
士
像
を
囲
む
格
子
に
顔
を
押
し
付
け
る
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
の
描
写
は
、

牢
獄
の
鉄
格
子
に
囚
わ
れ
る
政
治
犯
の
姿
の
寓
意
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
は
ス
パ
イ
小
説
の
よ
う
な
魅
力
も

あ
る
の
だ
。

•

エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
の
元
老
院
広
場
で
の
反
抗
と
挫
折
に
は
デ
カ
ブ
リ
ス
ト
蜂
起
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
元

老
院
広
場
と
い
う
場
所
と
、
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
が
洪
水
発
生
で
発
狂
し
て
か
ら
一
年
後
の
秋
と
い
う
時
と
が
、

そ
れ
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。（
こ
れ
は
様
々
な
研
究
者
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
だ
が
）

•

ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
と
い
う
都
市
と
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
の
葛
藤
は
『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
八
章
に
お
け

る
タ
チ
ヤ
ー
ナ
と
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
葛
藤
の
問
題
論
の
継
承
で
あ
る
こ
と
。
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
ロ
シ
ア
の
魂
を
も

ち
な
が
ら
継
子
の
よ
う
だ
と
描
写
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
は
自
然
の
継
子
と
あ
り
、
両
者

は
同
じ
類
型
で
あ
る
。

な
ど
な
ど
に
つ
い
て
、
か
な
り
の
確
信
が
得
ら
れ
た
。
一
部
は
前
か
ら
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
グ

ダ
グ
ダ
そ
れ
ら
の
論
証
を
綴
っ
て
も
し
よ
う
が
な
い
。
き
ち
ん
と
文
献
学
的
に
検
証
し
て
論
文
の
形
に
し
た
い
と

思
い
、
い
ま
参
考
文
献
を
漁
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
プ
ー
シ
キ
ン
と
い
う
ロ
シ
ア
の
古
典
的
作
家
の
偉
大
さ
に
、
改

め
て
恐
れ
お
の
の
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ま
の
私
の
流
行
語
はУж

о
тебе!

（
ウ
ジ
ョ
ー
・
チ
ビ
ェ
ー
！
＝
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こ
の
野
郎
、
思
い
知
ら
せ
て
や
る
！
）。
ニ
ュ
ー
ス
で
民
主
党
政
権
の
無
様
な
不
作
為
を
見
る
た
び
に
こ
れ
を
発

し
て
い
る
ん
で
あ
る
…
…
。

July
6,

2
0
11.

ブ
ル
ガ
ー
コ
フ
『
悪
魔
物
語
』

ミ
ハ
イ
ル
・
ブ
ル
ガ
ー
コ
フ
（18

9
1–
19
4
0

）
の
著
作
集
、Э.

П
рофф

ер

校
訂
、
注
解
に
よ
るМ

.
А
.
Б
улгаков

«С
обрание

сочинений»
は
、19

8
0

年
代
に
米
国A

rdis

社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
。
こ
の
版
は
、
本
国
ソ
ヴ
ィ

エ
ト
で
は
こ
の
二
〇
世
紀
の
大
作
家
の
評
価
が
ま
だ
定
ま
ら
ず
作
品
集
も
出
て
い
な
か
っ
た
当
時
、
数
少
な
い
ブ

ル
ガ
ー
コ
フ
著
作
集
だ
っ
た
。『
犬
の
心
臓
』、『
運
命
の
卵
』
で
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
当
局
の
検
閲
事
情
で
削
除
さ

れ
た
部
分
を
完
全
収
録
し
て
い
る
。
私
は
学
生
時
代
に
爪
に
火
を
と
も
す
思
い
で
金
を
工
面
し
て
こ
れ
を
購
入
し

た
。
思
い
入
れ
の
あ
る
書
籍
で
あ
る
。

«Д
ьяволиада»

（
デ
ィ
ア
ヴ
ォ
リ
ア
ー
ダ
）『
悪
魔
物
語
』（19

2
3

年
）
を
再
読
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ロ
シ
ア
語

で
読
み
通
す
だ
け
の
集
中
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
い
ま
、
気
に
な
る
部
分
だ
け
ロ
シ
ア
語
版
を
調
べ
な
が
ら
、
岩

波
文
庫
・
水
野
忠
夫
先
生
に
よ
る
邦
訳
で
読
み
通
し
た
の
で
あ
る
。

『
悪
魔
物
語
』
は
、
正
当
な
理
由
な
く
解
雇
さ
れ
た
マ
ッ
チ
工
場
の
事
務
員
・
コ
ロ
ト
コ
フ
が
、
彼
を
解
雇
し
た

謎
の
工
場
長
・
カ
リ
ソ
ネ
ル
を
追
い
か
け
る
な
か
で
、
悪
夢
の
よ
う
な
彷
徨
を
強
い
ら
れ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
喪
失
し
、
破
滅
す
る
、
そ
う
い
う
物
語
で
あ
る
。
マ
ッ
チ
工
場
勤
務
に
し
が
み
つ
い
て
平
穏
に
一
生
を
送
り
た

い
と
願
う
主
人
公
が
給
与
未
払
い
の
憂
き
目
に
遇
う
と
こ
ろ
か
ら
人
生
を
狂
わ
せ
る
さ
ま
を
描
く
。
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マ
ッ
チ
工
場
な
の
で
マ
ッ
チ
の
現
物
支
給
。「
い
つ
ま
で
く
よ
く
よ
し
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
。
せ
い
ぜ
い
、
マ
ッ

チ
売
り
に
精
を
出
す
と
し
よ
う
」。
ワ
イ
ン
貯
蔵
所
に
勤
め
る
隣
の
女
も
、
給
与
が
支
払
わ
れ
ず
、
現
物
支
給
の

ワ
イ
ン
の
前
で
途
方
に
暮
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ト
コ
フ
は
彼
女
に
「
そ
ん
な
マ
ッ
チ
、
ど
う
せ
火
が
つ
か
な
い
ん
で

し
ょ
う
！
」
と
腐
さ
れ
、
売
り
物
に
す
る
は
ず
の
マ
ッ
チ
を
次
々
に
試
し
擦
り
し
て
ム
ダ
に
し
て
し
ま
う
。
隣
の

女
も
ワ
イ
ン
を
売
ろ
う
と
し
た
が
売
れ
ず
、
結
局
全
部
、
実
家
に
帰
る
置
き
土
産
と
し
て
コ
ロ
ト
コ
フ
に
タ
ダ
で

与
え
て
し
ま
う
。

悪
夢
の
よ
う
な
幻
想
的
光
景
は
す
べ
て
、
こ
の
よ
う
な
、
惨
め
に
し
て
失
笑
を
催
す
、
ア
ホ
み
た
い
な
諧
謔
的
境

遇
に
触
発
さ
れ
て
い
て
、
身
に
つ
ま
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
を
す
る
オ
レ
が
現
物
支
給

な
ん
て
事
態
に
な
っ
た
ら
ど
う
な
る
ん
だ
？
「
弊
社
・
戸
籍
管
理
製
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
媒
体
を
給
料
相
当
の
十
セ
ッ

ト
を
現
物
支
給
す
る
か
ら
こ
れ
で
ガ
マ
ン
し
て
」
―――
「
ハ
ァ
、
そ
ん
な
ん
個
人
で
も
ろ
て
ど
う
す
ん
ね
ん
」
っ

て
な
も
ん
や
。
マ
ッ
チ
売
り
の
少
女
な
ら
喫
煙
コ
ー
ナ
ー
あ
た
り
で
出
ば
っ
て
い
れ
ば
い
く
ら
か
売
れ
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
戸
籍
管
理
ソ
フ
ト
売
り
の
オ
ヤ
ジ
じ
ゃ
な
あ
。

こ
の
作
品
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
を
諧
謔
的
に
描
く
も
の
と
し
て
長
ら
く
当
局
か
ら
発
禁
処
分
に
付
さ
れ
て
い
た
。

全
編
、
皮
肉
な
笑
い
に
満
ち
た
、
悪
夢
の
よ
う
な
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
、
非
現
実
的
光
景
の
連
続
で
あ
る
。
い
ま
読

む
と
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
体
制
を
批
判
し
戯
画
化
し
て
い
る
、
な
ん
て
い
う
―――
よ
く
言
わ
れ
れ
て
来
た
―――
つ
ま
ら

な
い
解
釈
で
は
、
こ
の
恐
怖
は
他
人
事
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
物
語
を
、
現
実
が
不
条
理
に

満
ち
て
い
て
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
な
が
ら
も
、
苦
い
笑
い
と
と
も
に
そ
こ
に
踏
み
留
ま
っ
て
い
る
人

間
の
、
心
の
表
象
の
「
リ
ア
ル
」
と
し
て
受
け
と
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。

思
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
親
し
い
幻
想
譚
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
日
常
の
な
か
で
ふ
と
奇
妙
な
状
況
に
さ
ら
さ
れ

た
主
人
公
が
そ
の
奇
妙
に
取
り
憑
か
れ
て
日
常
か
ら
非
日
常
に
滑
り
出
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
構
造
を
持
つ
作

品
が
多
い
。
幻
想
と
日
常
と
の
間
の
揺
れ
、
振
子
運
動
に
こ
そ
人
間
精
神
の
面
白
さ
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ブ
ル
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ガ
ー
コ
フ
に
あ
っ
て
は
こ
の
二
項
対
立
が
な
い
。
世
界
は
す
べ
て
グ
ロ
テ
ス
ク
な
光
景
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

と
い
う
か
、
日
常
が
常
規
を
逸
し
た
と
こ
ろ
で
は
幻
想
的
世
界
こ
そ
が
表
象
の
リ
ア
ル
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
い
う
逆
説
は
ロ
シ
ア
に
し
か
生
ま
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

July
15,

2
0
12.

ロ
シ
ア
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
詩
集

ロ
シ
ア
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
マ
ガ
ジ
ン
サ
イ
トO

zon

か
ら
ロ
シ
ア
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
詩
集
が
届
い
た
。Э

ро-
тические

стихи
З
олотого

и
С
еребряного

века.
М
.:
«М

илена»,
2
0
0
6

（『
金
と
銀
の
時
代
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ

ク
詩
』）。32

0

頁
の
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
だ
け
ど
、20

0

ル
ー
ブ
リ
（
為
替
時
価
約6

0
0

円
）
し
な
か
っ
た
と
思
う
。「
金

と
銀
の
時
代
」
と
は
、
ロ
シ
ア
詩
の
二
つ
の
黄
金
期
の
こ
と
で
、
一
九
世
紀
第
一
三
半
期
の
プ
ー
シ
キ
ン
を
代
表

と
す
る
金
の
時
代
と
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
第
一
四
半
期
に
か
け
て
ロ
シ
ア
象
徴
派
・
ア
ク
メ
イ
ス
ト
・

未
来
派
が
活
躍
し
た
「
ロ
シ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
」（
ピ
エ
ー
ル
・
パ
ス
カ
ル
）、
銀
の
時
代
を
指
す
。

詩
人
は
常
に
色
を
好
む
も
の
だ
し
、
ロ
シ
ア
の
詩
人
も
例
外
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
プ
ー
シ
キ
ン
な
ど
そ
の

最
た
る
大
詩
人
で
も
、
数
あ
る
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
詩
は
全
集
に
収
録
さ
れ
ず
、
ロ
シ
ア
で
は
こ
の
テ
の
詩
は
秘
め
や

か
な
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
日
本
と
違
い
、
出
版
を
含
め
公
的
な
場
で
の“неприличие”

（
猥
褻
、
無
作
法
、

indecency

）
に
対
し
極
め
て
厳
し
い
。
当
然
、
書
か
れ
た
当
時
は
発
禁
も
の
だ
っ
た
。
昔
は
西
側
の
亡
命
ロ
シ

ア
系
出
版
社
が
ご
く
ま
れ
に
ロ
シ
ア
の
古
典
ポ
ル
ノ
詩
集
成
を
刊
行
す
る
程
度
だ
っ
た
。
ソ
連
時
代
に
は
絶
対
手

に
入
ら
な
か
っ
た
こ
の
種
の
艶
本
も
、
い
ま
は
い
く
ら
で
も
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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本
書
に
は
プ
ー
シ
キ
ン
を
筆
頭
に
、
レ
ー
ル
モ
ン
ト
フ
、
バ
ラ
テ
ィ
ン
ス
キ
イ
、
ネ
ク
ラ
ー
ソ
フ
、
フ
ェ
ー
ト
、

ア
ン
ネ
ン
ス
キ
イ
、
ブ
リ
ュ
ー
ソ
フ
、
ブ
ロ
ー
ク
、
ク
ズ
ミ
ン
、
マ
ヤ
コ
フ
ス
キ
イ
、
エ
セ
ー
ニ
ン
、
ツ
ヴ
ェ
タ
ー

エ
ヴ
ァ
な
ど
な
ど
、
ロ
シ
ア
の
巨
星
た
ち
の
淫
靡
な
詩
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と
引
用
し
よ
う
か
、
私
の

愚
訳
も
付
け
て
。

世
界
文
学
史
上
に
燦
然
と
輝
く
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
プ
ー
シ
キ
ンА

лександр
П
уш

кин

の
詩
（
こ
こ
で
「
輝

く
」
は
プ
ー
シ
キ
ン
を
修
飾
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
エ
ロ
詩
そ
の
も
の
の
こ
と
で
は
な
い
…
…
）。
―――

Ч
ас

приходит
настоящ

ий,
С
ела

дева
наконец

Н
а
огромны

й,
на

стоящ
ий,

Н
а
торчащ

ий
на

конец.

Э
ротические

стихи
З
олотого

и
С
еребряного

века.
М
.:
«М

илена»,
2
0
0
6,с.2

4.

そ
の
と
き
が
來
た
ぁ
〜

を
な
ご
は
た
う
た
う
お
座
り
に

お
ほ
き
な
　
お
つ
立
つ
た

そ
そ
り
立
つ
た
　
ソ
レ
に

огромны
й

（
巨
大
な
）
だ
な
ん
て
、
し
ょ
っ
て
や
が
る
。конец

は
、「
端
、
末
端
、
尖
端
」
と
い
う
意
味
の
、
ロ

シ
ア
語
で
は
頻
出
す
る
基
本
単
語
で
あ
る
。
詩
の
な
か
で
こ
の
語
と
韻
を
踏
むнаконец

は
、「
と
う
と
う
、
し

ま
い
に
」
と
い
う
意
味
の
副
詞
で
あ
る
。
こ
の
語
がна

конец

と
分
割
さ
れ
た
瞬
間
に
、
隠
語
と
し
て
のконец
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の
意
味
（
チ
ン
チ
ン
）
が
ム
ク
ム
ク
と
起
き
出
し
て
来
て
痛
快
で
あ
る
。
い
け
な
い
。наконец

に
出
会
う
と
「
チ

ン
チ
ン
に
」
を
連
想
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。

ち
な
み
に
、
プ
ー
シ
キ
ン
は«Гавриилиада»

（『
ガ
ヴ
リ
ー
リ
ア
ー
ダ
』
天
使
ガ
ヴ
リ
エ
ル
の
物
語
）
と
い

う
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
物
語
詩
を
書
い
て
い
る
。
天
使
ガ
ヴ
リ
エ
ル
が
処
女
懐
胎
を
告
げ
に
地
上
に
降
り
立
っ
た
と

き
、
マ
リ
ヤ
に
一
目
惚
れ
し
て
し
ま
う
。
こ
の
作
品
は18

2
1

年
創
作
当
時
に
発
禁
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
こ
の

現
代
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
国
で
は
翻
訳
さ
れ
な
い
冒
瀆
的
な
問
題
作
で
あ
る
。
プ
ー
シ
キ
ン
が
皇
帝
ニ
コ
ラ

イ
一
世
じ
き
じ
き
の
徹
底
的
な
監
視
に
さ
ら
さ
れ
る
根
本
原
因
と
な
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
（
あ
る

い
は
不
幸
な
こ
と
に
）、
キ
リ
ス
ト
教
禁
忌
に
無
感
覚
な
る
わ
が
日
本
で
は
、
河
出
書
房
新
社
か
ら
出
た
『
プ
ー

シ
キ
ン
全
集
』
第
一
巻
で
そ
の
翻
訳
を
読
む
こ
と
が
出
来
る
（
キ
リ
ス
ト
教
禁
忌
に
無
感
覚
な
る
が
ゆ
え
に
、
詩

人
の
人
生
を
左
右
し
た
そ
の
破
戒
的
藝
術
性
も
素
通
し
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
だ
け
ど
）。

こ
の
作
品
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
プ
ー
シ
キ
ン
は
、
真
面
目
、
厳
粛
、
高
尚
、
清
純
、
悲
哀
と
、
エ
ロ
ス
、
下

品
、
卑
猥
、
諧
謔
、
哄
笑
と
を
絶
妙
に
混
淆
さ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
以
上

の
才
覚
を
発
揮
し
た
天
才
な
の
だ
。

プ
ー
シ
キ
ン
の
代
表
作«Е
вегений

О
негин

—
роман

в
стихах»

『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
―――

韻
文
小
説
』
の
第
五
章
に
あ
る
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
夢
な
ど
、
リ
ビ
ド
ー
の
巣
窟
な
ん
で
あ
る
。
翻
訳
で
読
ん
で
も
い

ま
ひ
と
つ
ピ
ン
と
来
な
い
け
れ
ど
も
。
プ
ー
シ
キ
ン
の
翻
訳
は
あ
る
意
味
で
も
っ
と
不
真
面
目
な
も
の
が
出
て
も

よ
い
と
思
う
。

О
сталася

во
тьме

морозной
М
ладая

дева
с
ним

сам-друг;
О
негин

тихо
увлекает

Т
атьяну

в
угол

и
слагает
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Е
е
на
ш
ат
к
у
ю
ск
ам
ью

И
клонит

голову
свою

К
ней

на
плечо;...

П
у
ш
к
и
н
А
.
С
.
П
олное

собрание
сочинении.

и
зд
.
4-е.

Т
ом

V,Л
.:«Н

аука»,
с.9

3–
9
4.
К
у
рси
в
м
ой.

厳
冬
の
暗
闇
に
　
若
い
乙
女
は

彼
と
い
っ
し
ょ
に
二
人
だ
け
取
り
残
さ
れ
た
。

エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
は
タ
チ
ヤ
ー
ナ
を
そ
ろ
そ
ろ
と

小
屋
の
隅
へ
と
連
れ
て
ゆ
き

　・ぐ
・ら
・ぐ
・ら
・の
・ベ
・ン
・チ　
の
上
に
横
た
え
て

肩
先
へ
顔
を
か
が
め
た
。
…
…

木
村
彰
一
訳
。
強
調
は
私
。

タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
夢
の
な
か
の
一
節
で
あ
る
。
並
み
い
る
悪
鬼
た
ち
が
タ
チ
ヤ
ー
ナ
を
「
オ
レ
の
も
の
だ
」
と
叫

ぶ
な
か
、
そ
の
ボ
ス
で
あ
る
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
「
オ
レ
の
も
の
だ
」
と
彼
ら
を
制
し
た
あ
と
に
続
く
件
で
あ
る
。
オ

ネ
ー
ギ
ン
が
い
ま
に
も
タ
チ
ヤ
ー
ナ
を
犯
そ
う
と
い
う
シ
ー
ン
で
あ
る
。「ш

ат
к
ая
ск
ам
ья

　・ぐ
・ら
・ぐ
・ら
・の
・ベ
・ン

・チ　
」
な
ん
て
い
う
表
現
は
「
揺
ら
揺
ら
と
揺
れ
る
長
い
腰
掛
け
」
の
意
味
で
、
情
事
で
ギ
シ
ギ
シ
音
を
立
て
る
寝

台
を
想
像
さ
せ
る
よ
う
な
い
や
ら
し
さ
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
部
分
に
プ
ー
シ
キ
ン
は
次
の
よ
う
な

注
を
付
し
て
い
る
。
―――«О

дин
из

наш
их

критиков,
каж

ется,
находит

в
этих

стихах
непонятную

для
нас

неблагопристойность.»

「
わ
が
国
の
あ
る
批
評
家
は
こ
れ
ら
の
詩
行
に
無
作
法
を
見
い
だ
し
て
い
る
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ら
し
い
、
作
者
に
は
よ
く
飲
み
込
め
な
い
の
だ
が
」。
こ
こ
の
記
述
に
猥
褻
を
意
図
的
に
盛
り
込
ん
で
い
る
こ
と

が
、
こ
の
「
作
者
に
は
よ
く
飲
み
込
め
な
い
無
作
法
」
へ
の
言
及
に
皮
肉
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
お
次
は
未
来
派
の
巨
匠
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
マ
ヤ
コ
フ
ス
キ
イ

В
ладимир

М
аяковский

の
詩
。
―――

Я
в
П
ариж

е.
Ж
иву,

как
денди.

Ж
енщ

ин
имею

до
ста.

М
ой

член,
как

сю
ж
ет

в
легенде,

П
ереходит

из
уст

в
уста.

Э
ротические

стихи
З
олотого

и
С
еребряного

века.
М
.:
«М

илена»,
2
0
0
6,с.2

0
8.

オ
レ
は
い
ま
巴
里

ダ
ン
デ
ィ
み
た
く
暮
ら
し
て
る

女
の
數
は

　
　
　
　
百
に
い
た
る

オ
レ
の
ア
レ
は
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口
傳
へ
の
傳
説
よ
ろ
し
く

う
つ
ろ
ひ
ゆ
く
の
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
口
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
へ
と

член

は
「
項
、
メ
ン
バ
ー
、
構
成
部
位
」
と
い
う
意
味
だ
が
、
隠
語
で
は
「
チ
ン
チ
ン
」
を
指
す
。
伝
説
が
口

伝
え
で
広
ま
る
よ
う
に
オ
イ
ラ
のчлен

が
百
人
の
女
の
口
か
ら
口
へ
と
渡
り
歩
い
て
オ
イ
ラ
は
有
名
―――
そ
の

発
想
に
大
爆
笑
。

M
ay

10,
2
0
0
9.

西
山
宗
因
の
俳
句
・
ロ
シ
ア
詩
人
の
俳
句
露
訳

芭
蕉
俳
句
の
ロ
シ
ア
語
訳
に
熱
心
な
ロ
シ
ア
の
友
人
か
ら
、
し
ば
し
ば
、
英
訳
も
し
く
は
露
訳
の
俳
句
原
文
特

定
を
依
頼
さ
れ
る
。
そ
の
翻
訳
が
結
構
昔
の
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
俳
人
の
幅
も
広
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
次
の
よ
う
な
翻
訳
を
知
ら
さ
れ
た
。

“’T
isthe

cuckoo
—

Listen
w
ell!

H
ow

m
uch

soevergodsye
be.”
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W
.G

.A
ston,

18
9
9

«Э
то

кукуш
ка,—

Х
орош

енько
внимайте,

К
акъ

бы
ни

много
васъ

бы
ло

чертей.»
В
.
М
ендрин,

19
0
4

こ
の
英
・
露
翻
訳
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
西
山
宗
因
の
句
「
ほ
と
と
ぎ
す
い
か
に
鬼
神
も
慥
に
き
け
」
で
お
そ
ら
く

間
違
い
な
い
。
翻
訳
の
年
代
が
一
九
世
紀
末
〜
二
〇
世
紀
初
頭
で
あ
り
（
露
訳
は
革
命
前
の
旧
正
書
法
で
あ
る
！
）、

当
時
の
英
国
、
ロ
シ
ア
で
は
談
林
俳
諧
の
創
始
者
・
西
山
宗
因
ま
で
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
か
と
び
っ
く
り
し
て

し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
驚
い
た
こ
と
に
、
日
本
で
も
プ
ロ
コ
フ
ィ
エ
フ
や
ラ
フ
マ
ニ
ノ
フ
の
歌
曲
で
知
ら
れ
る
ロ
シ

ア
象
徴
派
の
泰
斗
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
バ
リ
モ
ン
ト
ま
で
が
こ
の
詩
を
翻
訳
し
て
い
た
ら
し
い
。

“H
aiku”

は
現
在
、
欧
米
で
も
確
固
た
る
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、
東
洋
文
学
の
専
門
家
に
限
ら

ず
百
年
以
上
の
受
容
の
歴
史
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
友
人
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
そ
う
は
い
っ
て
も
こ
の
句
は
宗
因

と
い
う
よ
り
も
ほ
と
ん
ど
芭
蕉
句
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
し
、
翻
訳
も
英
訳
か
ら
の
重
訳
の
よ
う

で
あ
る
。

二
〇
世
紀
初
頭
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
印
象
派
に
よ
る
浮
世
絵
の
「
発
見
」
で
一
大
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
・
ブ
ー
ム
が
訪

れ
た
一
方
、
ロ
シ
ア
や
英
国
で
は
日
本
詩
の
文
学
的
影
響
が
よ
り
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
英
国
で
は
エ
ズ
ラ
・

パ
ウ
ン
ド
、
イ
ェ
ー
ツ
の
名
が
日
本
文
学
通
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ロ
シ
ア
で
も
象
徴
派
の
巨
匠
ヴ
ァ
レ
ー

リ
イ
・
ブ
リ
ュ
ー
ソ
フ
が
一
九
一
三
年
に
芭
蕉
句
や
古
典
和
歌
を
翻
訳
し
て
い
る
し
、
イ
ー
ゴ
リ
・
ス
ト
ラ
ヴ
ィ

ン
ス
キ
イ
はA

.

ブ
ラ
ン
ト
露
訳
の
短
歌
に
基
づ
い
て
一
九
一
二
〜
一
九
一
三
年
に
室
内
歌
曲
『
日
本
の
三
つ
の

抒
情
詩
』
を
作
曲
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
歌
曲
に
記
さ
れ
た
詩
人
の
名
がM

azatsum
i

だ
と
か
、Tsaraiuki

だ
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と
か
で
、
歌
の
作
者
が
我
々
日
本
人
に
も
見
当
が
つ
か
な
い
の
が
笑
え
る
。
昔
、
台
湾
の
海
賊
版
カ
セ
ッ
ト
テ
ー

プ
に
「
五
木
ひ
ろ
れ
集
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
似
た
よ
う
な
現
象
だ
と
思
う
。

ヴ
ァ
レ
ー
リ
イ
・
ブ
リ
ュ
ー
ソ
フ
に
よ
る
芭
蕉
句
「
古
池
や
…
…
」
の
翻
訳
を
、
私
の
逐
語
訳
付
で
紹
介
し
て

お
く
。
私
の
書
架
に
あ
る
ブ
リ
ュ
ー
ソ
フ
著
作
集
か
ら
。

О
,
дремотны

й
пруд!

П
ры

гаю
т
лягуш

ки
вглубь,

С
лы

ш
ен

всплеск
воды

...
В
.
Я
.
Б
рю

сов,
19
13

Б
рю
сов
В
.
Я
.
С
обрание

сочинений.
В
7-ми

томах.,
т.
2.,М

.:
«Х

удож
ественная

литература»,
19
7
3,с.334–

335.

ま
ど
ろ
む
池
よ

蛙
そ
の
深
み
に
飛
び
込
む

聞
こ
え
る
は
水
の
は
ね
返
り

5–
7–
5

と
音
節
数
を
き
ち
ん
と
合
わ
せ
た
露
訳
に
な
っ
て
い
る
。
強
弱
詩
格（Х

орей

）の
き
び
き
び
し
た
韻
律
を

用
い
て
い
る
と
こ
ろ
、ブ
リ
ュ
ー
ソ
フ
ら
し
い
と
私
は
思
う
。
古
池
を「
ま
ど
ろ
む
、眠
っ
た
よ
う
なдремотны

й

」

と
形
容
す
る
と
こ
ろ
が
死
の
イ
メ
ー
ジ
、
世
紀
末
の
澱
み
を
感
じ
さ
せ
る
。

蛙
が
複
数
形
で
描
か
れ
て
い
て
、
非
常
に
興
味
深
い
。
芭
蕉
句
に
は
、
静
か
な
世
界
を
一
瞬
打
ち
破
る
水
音
で
、

ハ
ッ
と
な
に
か
に
覚
醒
し
て
し
ま
っ
た
恐
ろ
し
い
味
が
あ
る
け
れ
ど
も
（
こ
う
感
ず
る
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
は

ず
だ
）、
こ
の
ブ
リ
ュ
ー
ソ
フ
訳
で
は
、
澱
ん
だ
世
界
を
乱
す
跳
ね
音
で
生
命
が
深
み
に
落
ち
て
行
く
と
い
う
、
頽
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廃
的
な
美
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
静
寂
を
「
乱
す
」
こ
と
に
力
点
を
お
く
限
り
、
一
匹
よ
り
も
多
く
の
蛙
が
い
る

ほ
う
が
効
果
的
で
あ
る
。

私
は
は
じ
め
て
こ
の
翻
訳
を
読
ん
だ
と
き
、
あ
の
ひ
っ
そ
り
と
し
た
古
池
の
風
景
が
あ
た
か
も
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル

の
頽
廃
に
変
貌
す
る
よ
う
な
感
覚
を
味
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
芭
蕉
は
蛙
の
数
を
限
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
こ
れ
も
ひ
と
つ
の
解
釈
で
は
あ
る
。
こ
う
い
う
比
較
文
学
的
観
点
で
、
も
う
少
し
広
く
論
考
を
読
ん
で
み

た
く
な
っ
た
。
ち
ょ
っ
と
新
し
い
面
白
い
テ
ー
マ
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

M
ar.

2
7,

2
0
11.

ヴ
ャ
チ
ェ
ス
ラ
フ
・
イ
ヴ
ァ
ー
ノ
フ
の
短
歌

ロ
シ
ア
象
徴
派
の
詩
人
・
ヴ
ャ
チ
ェ
ス
ラ
フ
・
イ
ヴ
ァ
ー
ノ
フВ

ячеслав
И
ванов

（18
6
6–
19
4
9

）
の
詩
・
叙

事
詩
（19

9
5

年
に
「
詩
人
文
庫
」
か
ら
出
た
二
巻
本
選
集
）
を
読
ん
で
い
る
。«К

ормчие
звёзды

»

（『
導
き
の

星
』、19

0
3

）、«C
or

ardens»

（『
熱
き
心
』、19

11–
19
12

）、«Р
имские

сонеты
»

（『
ロ
ー
マ
の
ソ
ネ
ッ
ト
』、19

2
4

）

な
ど
の
作
品
が
有
名
で
あ
る
。

象
徴
派
と
い
う
と
フ
ラ
ン
ス
詩
し
か
思
い
浮
か
べ
な
い
日
本
の
読
書
界
で
は
彼
の
名
声
は
ほ
と
ん
ど
聞
こ
え
な

い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
た
だ
ロ
シ
ア
に
留
ま
ら
ず
）
で
は
、
ヴ
ァ
レ
ー
リ
イ
・
ブ
リ
ュ
ー
ソ
フ
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ル
・
ブ
ロ
ー
ク
、
ア
ン
ド
レ
イ
・
ベ
ー
ル
イ
と
並
ん
で
、
象
徴
主
義
の
ロ
シ
ア
的
変
異
を
語
る
上
で
避
け
て
は
通

れ
な
い
大
詩
人
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。

242



イ
ヴ
ァ
ー
ノ
フ
の
作
風
は
、
古
典
古
代
の
気
品
に
溢
れ
、
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
、
ラ
テ
ン
中
世
の
趣
味
が
認
め
ら

れ
る
一
方
で
、
マ
ラ
ル
メ
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
等
の
西
欧
象
徴
主
義
詩
人
と
著
し
く
異
な
る
点
と
し
て
、
ビ
ザ
ン
テ
ィ

ン
文
学
の
伝
統
を
も
体
現
し
て
い
る
。
そ
こ
に
こ
そ
彼
の
ス
ラ
ヴ
的
特
徴
が
あ
る
と
思
う
。

ま
た
新
時
代
の
詩
人
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
と
し
て
、
イ
ヴ
ァ
ー
ノ
フ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
外
に
あ
る
詩
と

そ
の
形
式
へ
の
関
心
が
高
か
っ
た
。
作
品
集
を
眺
め
て
い
て
、«П

одраж
ание

японскому»

（『
日
本
詩
の
模
作
』、

19
35

）
と
題
し
た
短
歌
（японское

пятистиш
ие

五
行
詩
）
が
収
録
さ
れ
て
い
た
の
で
、
私
の
愚
訳
を
付
け
て
紹

介
し
た
い
。

Голы
х
веток

оснеж
ен

излом.
К
руглы

й
месяц

на
дне

Голубом.
В
орон

на
ветке

во
сне

С
нег

отряхает
кры

лом.

В
я
ч
есл
ав
И
ван
ов

С
тихотворения.

П
оэмы

.
Т
рагедия.

К
нига

2,
Н
овая

библиотека
поэта.

С
П
б.:

«А
кадемический

проект»,
19
9
5,с.10

1.

枯
枝
は
捩
じ
れ
　
雪
に
覆
わ
れ

　
　
ま
ど
か
な
る
月
　
空
の
底
の

　
　
　
　
蒼
み
に

枝
の
烏
　
夢
見
の
な
か

翼
に
て
雪
を
は
ら
う
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短
歌
本
来
の31

音
節
で
は
な
く32

音
節
な
の
は
、
ロ
シ
ア
詩
と
し
て
の
リ
ズ
ム
の
要
請
に
よ
っ
て
来
て
い
る

と
推
察
さ
れ
る
。9–

6–
3

と
詩
行
ご
と
に3

音
節
ず
つ
減
じ
た
あ
と7–

7

と
同
音
節
詩
行
を
並
列
さ
せ
、5

行
詩
を

安
定
終
止
さ
せ
る
音
節
構
成
。
強
弱
格
韻
律
。
し
か
も
、
き
び
き
び
し
た
男
性
韻
（
末
尾
ア
ク
セ
ン
ト
音
節
で
の

脚
韻
）
で
き
ち
ん
と
韻
を
踏
む
（A

–B–A
–B–A

）。
見
事
で
あ
る
。
一
篇
の
ロ
シ
ア
詩
と
し
て
独
自
の
風
格
を
備

え
て
い
る
。

枯
枝
と
烏
の
モ
チ
ー
フ
は
芭
蕉
の
有
名
な
句
「
か
れ
朶
に
烏
の
と
ま
り
け
り
秋
の
暮
」
と
強
い
近
親
性
が
あ
る
。

『
模
作
』
の
本
歌
は
短
歌
で
は
な
く
こ
の
芭
蕉
句
か
も
知
れ
な
い
と
ま
で
想
像
し
て
し
ま
う
。
イ
ヴ
ァ
ー
ノ
フ
に

あ
っ
て
は
、
季
節
は
冬
に
転
じ
て
お
り
、
烏
、
枯
枝
、
夜
空
の
青
黒
い
イ
メ
ー
ジ
に
月
、
雪
の
白
が
対
置
さ
れ
て

気
清
か
で
あ
る
。
枯
枝
の
「
捩
じ
れ
」
に
日
本
的
趣
味
が
利
い
て
い
る
。
墨
絵
の
よ
う
な
日
本
詩
の
造
形
を
追
究

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
底
」、「
夢
」
の
モ
チ
ー
フ
を
裁
ち
入
れ
る
こ
と
で
、
夢
幻
的
深
淵
へ
の
悲
劇
的
志
向
、

象
徴
派
に
相
応
し
い
詩
的
精
神
が
現
れ
て
い
る
。

July
2
5,
2
0
13.
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『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
の
一
考
察

―――
白
と
赤
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
作
品
構
造
を
め
ぐ
っ
て
―――

1

問
題
提
起

1
・
1

二
つ
の
雪
の
情
景
に
お
け
る
白
と
赤
の
色
彩
表
現

プ
ー
シ
キ
ン
の«Е

вгений
О
негин

—
роман

в
стихах»

『
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
―――
韻
文
小

説
』（
以
下
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』）
第
四
章
第4
2

節
（V,с.8

1 1

）
と
第
五
章
第2

節
（V,с.8

6–
8
7

）
に
お
い
て
雪
の
情

景
が
描
か
れ
て
い
る
。
作
者
は
な
ぜ
同
じ
冬
の
雪
景
色
を
二
度
も
描
写
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
詩
節
を

比
較
す
る
と
共
通
点
に
気
づ
く
。
第
一
に
、
も
ち
ろ
ん
ど
ち
ら
も
白
銀
の
世
界
で
あ
る
。
第
二
に
、
ど
ち
ら
も
冬

遊
び
を
す
る
わ
ん
ぱ
く
な
農
村
の
少
年
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
雪
の
白
い
世
界
に
一
点
の
赤
い
形
象
が
あ

る:«Н
а
к
расн
ы
х
лапках

гусь
тяж

елы
й»

「
赤
色
の
足
を
し
た
か
ら
だ
の
重
い
鵞
鳥
」（
第
四
章
）、«Я

мщ
ик

[...]
в
к
расн
ом

куш
аке»

「
紅
い
帯
し
た
御
者
」（
第
五
章
）。
こ
れ
ら
の
共
通
点
を
も
っ
て
二
つ
の
詩
節
は
パ

ラ
レ
リ
ズ
ム
を
形
作
り
、
単
な
る
事
物
の
特
徴
描
写
を
超
え
た
特
別
な
意
味
を
表
現
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

2

1

プ
ー
シ
キ
ン
の
典
拠
はП

уш
кин

﹇12

﹈
に
よ
る
。
引
用
箇
所
は
〝
（
巻
数
〔
ロ
ー
マ
数
字
〕,

頁
数
）
〞
の
よ
う
に
表
記
す
る
。『
オ

ネ
ー
ギ
ン
』
日
本
語
訳
は
プ
ー
シ
キ
ン
﹇2

3

﹈
を
参
照
し
た
。
文
献
参
照
は
〝
著
者
・
編
者
名
﹇
文
献
番
号
（,

巻
数,

頁:

省
略
の
場
合

あ
り
）﹈
〞
の
形
式
で
示
す
も
の
と
す
る
。
引
用
テ
ク
ス
ト
の
強
調
は
断
り
の
な
い
限
り
筆
者
・
安
田
の
も
の
で
あ
る
。

2
Т
имоф

еев

﹇13,с.2
59

﹈
は
、
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
と
は
「
類
似
、
相
似
、
特
徴
の
共
通
性
、
す
な
わ
ち
、
二
つ
（
あ
る
い
は
そ
れ
以

上
）
の
文
（
ま
た
は
そ
の
部
分
）
の
同
種
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
を
も
つ
構
文
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
よ
り
広

く
テ
ク
ス
ト
の
対
比
一
般
と
捉
え
る
。Л

отман

﹇10,с.119

﹈
が
「
詩
と
は
構
造
で
あ
っ
て
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
様
々
な
レ
ベ
ル

に
お
い
て
互
い
に
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
の
状
態
に
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
限
定
的
な
意
味
を
重
層
的
に
担
う
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い

る
よ
う
に
、
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
が
「
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
」
に
依
存
せ
ず
と
も
よ
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

245



「
鵞
鳥
」
と
「
御
者
」
の
形
象
間
に
連
想
関
係
が
な
い
だ
け
に
、
前
面
に
出
て
く
る
の
は
赤
の
色
彩
そ
の
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
と
対
と
な
る
背
景
の
白
そ
の
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
色
彩
こ
そ
が
指
標
と
し
て
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
を
感

知
さ
せ
る
効
果
を
生
出
し
て
い
る
と
み
な
し
得
よ
う
。

プ
ー
シ
キ
ン
は
献
詞
の
な
か
で«собранье

пестры
х
глав»

「
色
と
り
ど
り
の
章
の
あ
つ
ま
り
」（V,с.7

）
と

『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、«П

олусмеш
ны

х,
полупечальны

х,
/
П
ростонародны

х,
идеальны

х,..»

「
半
ば
お
ど
け
た
　
半
ば
悲
し
い/

民
主
的
　
ロ
マ
ン
的
な
る
」（Т

ам
ж
е

）
と
続
く
記
述
の
示

す
と
お
り
、
様
々
な
調
子
、
ス
タ
イ
ル
が
混
淆
し
て
い
る
こ
と
に
作
品
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
、«пестры

й»

と
い
う
語3

が
第
一
義
に
お
い
て
「
色
彩
に
お
い
て
多
種
多
様
な
」
と
い
う
意
味
を

有
す
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
要
約
は
色
彩
表
現
へ
の
な
ん
ら
か
の
指
向
を
仄
め
か
す
も
の
と
は
考
え
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
る
と
、
こ
の
雪
の
情
景
だ
け
で
な
く
、
ロ
マ
ン
全
体
に
お
い
て
色
彩
表
現
が
果
た
す
役
割

を
検
討
す
る
の
は
無
意
味
で
は
な
い
。
筆
者
は
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
の
色
彩
表
現
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ

が
作
品
全
体
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
を
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
明
ら
か

に
し
た
い
。
そ
の
際
、
雪
景
色
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
に
現
れ
る
白
と
赤
の
色
彩
表
現
に
着
目
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

4

3
В
иноградов

﹇4,т.III,с.330–
331

﹈
に
よ
れ
ば
、«пестры

й»

「
雑
色
の
」
及
び
そ
の
関
連
語«пестреть»

「
多
彩
で
あ
る
」、

«пестреться»

「
斑
に
み
え
る
」、«пестрота»

「
雑
色
」
の
プ
ー
シ
キ
ン
・
テ
ク
ス
ト
全
体
に
お
け
る
出
現
回
数
は4

1

回
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
、『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
は
一
作
品
だ
け
で
そ
の12

回
（
筆
者
の
勘
定
）、
全
体
の
ほ
ぼ30%

を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
作
品
に

お
け
る«пестры

й»

「
雑
色
の
」
の
重
要
性
が
察
せ
ら
れ
る
。

4

こ
れ
ま
で
の
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
研
究
文
献
に
は
、
色
彩
表
現
に
注
目
し
て
作
品
を
分
析
し
た
例
が
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。
認
知
言
語
学
の
領
域
で
は
坂
本
﹇18

﹈
がG

.

ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
を
題
材
と
し
て
色
彩
表
現
の
言
語
特
性
を
考
察
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
言
語
の
普
遍
的
性
質
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
詩
人
の
個
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
目
的
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
筆
者
は
坂

本
と
は
異
な
り
、
色
彩
表
現
の
性
質
の
普
遍
性
で
は
な
く
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
作
品
に
即
し
た
機
能
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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1
・
2

色
彩
表
現
の
考
え
方

本
稿
に
お
け
る
色
彩
表
現
の
捉
え
方
・
基
準
を
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

色
彩
表
現
と
は
、
第
一
に
、
色
彩
を
直
接
指
示
す
る
名
詞
、
形
容
詞
、
副
詞
、
動
詞
及
び
そ
の
変
化
形
（
被
動

形
動
詞
、
能
動
形
動
詞
、
副
動
詞
）
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、«бель»

「
白
」、«белы

й»

「
白
い
」、«бело»

「
白

く
」、«белеть»
「
白
く
な
る
」、«побелевш

ий»

「
白
く
な
っ
た
」
等
で
あ
る
。
こ
の
際
、
色
調
に
よ
っ
て
異

な
る
言
辞
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
用
例
に
お
け
る
語
の
共
起
関
係
に
着
目
す
る
と
、
そ

れ
ぞ
れ
の
色
調
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
脇
に
置
い
て
、
特
定
の
色
彩
カ
テ
ゴ
リ
に
集
約
し
て
捉
え
て
よ
い
こ
と
が
分

る
。
た
と
え
ば
、«румяны

й»
「
赤
い
」,«розовы

й»

「
薔
薇
色
の
」,«алы

й»

「
深
紅
の
」
等
は
、
用
例
か

ら«денница»

「
朝
や
け
・
明
け
の
明
星
」
を
め
ぐ
る
修
飾
と
し
て
赤
の
カ
テ
ゴ
リ
に
ま
と
め
得
る:«Д

енница
к
расн
ая

вы
водит»

「
赤
い
朝
や
け
が
出
る
」（I,с.2

8

）、«С
рассветом

ал
ы
я
денницы

»

「
夜
明
け
と
と
も

に
真
紅
の
朝
や
け
が
」（Т

ам
ж
е

）、«З
десь,

розовой
денницы

»

「
こ
こ
で
ば
ら
色
の
朝
や
け
の
」（I,с.12

1

）、

«И
тихая

денница
/
Р
у
м
я
н
и
т

небеса»
「
そ
し
て
静
か
な
朝
や
け
は
空
を
赤
く
染
め
る
」（I,с.2

4
2

）。

第
二
に
、
直
接
的
に
色
彩
が
指
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
間
接
的
に
色
彩
を
喚
起
す
る
表
現
を
も
色
彩
表
現
と

し
て
扱
う
。

5

し
か
し
間
接
的
色
彩
表
現
の
知
覚
様
式
は
歴
史
、
民
族
、
宗
教
、
政
治
等
の
文
化
的
・
社
会
的
背
景

に
影
響
を
受
け
る
た
め
、
表
現
と
色
彩
と
の
結
び
つ
き
の
特
定
は
不
安
定
、
曖
昧
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
筆
者

5

吉
村
﹇2

0

﹈
は
、
表
現
の
特
性
と
機
能
を10

に
分
類
す
る
な
か
で
、
言
語
運
用
の
「
連
想
作
用
と
象
徴
性
」、
す
な
わ
ち
言
葉
が

指
し
示
す
事
物
の
象
徴
的
属
性
の
一
つ
と
し
て
色
彩
を
も
考
慮
す
べ
き
対
象
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
たU

.

エ
コ
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
学
に
は
特
定
の
形
象
に
一
定
の
色
彩
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
確
固
た
る
伝
統
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る:

「
色
彩
の
規
定
は
一
義

的
で
、
厳
格
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
草
は
緑
、
血
は
赤
、
牛
乳
は
白
で
あ
る
」（
エ
コ
﹇2

1,p.7
1

﹈）。
こ
の
指
摘
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
学
の
理
解
に
お
い
て
草
や
血
や
牛
乳
の
有
す
る
色
彩
属
性
を
捨
象
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
、
逆
に
示
す
も
の
と
い
え
る
。
坂
本
﹇18

﹈

等
の
認
知
言
語
学
に
お
け
る
色
彩
表
現
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
間
接
的
色
彩
表
現
を
検
討
か
ら
除
外
し
、
直
接
的
色
彩
表
現
の
み
に
対

象
を
限
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
方
法
は
、
一
般
的
言
語
特
性
の
考
察
目
的
に
は
適
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
プ
ー
シ
キ
ン
作
品
解
釈
を

目
的
と
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
テ
ク
ス
ト
の
本
質
的
意
味
を
曇
ら
せ
て
し
ま
う
と
筆
者
は
考
え
る
。
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は
、
一
般
に
受
容
れ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
語
釈
や
プ
ー
シ
キ
ン
の
用
例
に
即
し
て
、
個
別
に
判
断
し
た
。
色

彩
表
現
と
み
な
す
基
準
と
し
て
、
次
の
三
つ
を
設
定
し
た
。

【1

】Уш
аков

﹇16

﹈で
色
彩
属
性
を
も
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
語:

た
と
え
ば
、«ланды

ш
»

「
鈴
蘭
」は
白
の
形

象
で
あ
る
。«ланды

ш
»

は«Т
равянистое

растение
с
маленькими

б
ел
ы
м
и
колокольчаты

ми
цветками»

「
小
さ
な
白
い
釣
鐘
状
の
花
を
つ
け
る
植
物
」（Уш

аков

﹇16,т.II,с.2
3

﹈）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
花
の
有
す
る

白
の
色
彩
属
性
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
語
が
一
貫
し
て
白
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
も
の
と
し
て
一
般

に
認
知
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
次
の
用
例
に
よ
っ
て«ланды

ш
»

の
白
の
色
彩
知
覚
が
プ
ー
シ
キ
ン

に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
る:«Где

ланды
ш
б
ел
осн
еж
н
ы
й»

「
そ
こ
で
は
雪
白
の
鈴
蘭
が
」（I,с.8

4

）。

こ
の
タ
イ
プ
に
は
、
他
に«снег»

「
雪
」、«береза»

「
白
樺
」、«седой»

「
白
髪
の
」、«мраморны

й»

「
大

理
石
の
」（
白
）,«кровь»
「
血
」、«виш

енье»

「
さ
く
ら
ん
ぼ
」（
赤
）
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

【2

】
用
例
に
お
け
る
語
の
共
起
関
係
か
ら
色
彩
的
陰
影
を
認
知
で
き
る
語:

Уш
аков

﹇16

﹈
に
お
い
て
色

彩
属
性
が
記
さ
れ
て
な
く
と
も
、
用
例
か
ら
プ
ー
シ
キ
ン
の
色
彩
知
覚
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え

ば
、«лебедь»

「
白
鳥
」
は
プ
ー
シ
キ
ン
に
と
っ
て
白
の
形
象
で
あ
る:

«С
нег

ли
то,

али
лебеди

б
ел
ы?»

「
あ
れ
は
雪
か
白
い
白
鳥
か
？
」（III,с.2

9
5

）、«Л
ебедь

б
ел
ая

плы
вет»

「
白
い
白
鳥
が
泳
い
で
ゆ
く
」（IV,

с.319

）。
ま
た
、«луна»

「
月
」
は
こ
の«лебедь»

「
白
鳥
」
に
擬
え
ら
れ
る
こ
と
で
白
と
認
め
ら
れ
る:

«И
тихая

л
у
н
а,

как
л
еб
ед
ь
величавы

й»

「
そ
し
て
静
か
な
月
が
堂
々
た
る
白
鳥
の
よ
う
に
」（I,с.7

0

）。
さ
ら

に
、«И

при
сереб
ря
н
ой
л
у
н
е»

「
銀
色
の
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
」（IV,с.51

）、«С
лева

—
б
л
ед
н
ая
л
у
н
а»

「
左
か
ら
は
蒼
白
い
月
」（III,с.2

0
7

）
の
例
か
ら
、
プ
ー
シ
キ
ン
に
と
っ
て
月
は
、
輝
き
を
強
調
す
る
場
合
は

«серебряная»

「
銀
色
の
」、
輝
き
の
薄
い
場
合
は«бледная»
「
蒼
白
い
」
と
い
う
形
容
と
結
び
つ
く
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。«серебряны

й»

、«бледны
й»

と
い
っ
た
語
系
列
も
白
の
カ
テ
ゴ
リ
に
含
め
て
よ
い
と
い
え
る
。

6

こ
の
タ

6

銀
を
白
と
同
一
視
す
る
の
は
奇
異
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
紋
章
学
で
は
「
銀
（argent

）:

あ
る
と
き
は
金
属
を
使
用
し
、
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イ
プ
の
語
に
は
、
他
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る:«мороз»

「
マ
ロ
ー
ス
」（
白
）、«огонь»

「
火
」、«пламя»

「
炎
」、«роза»

「
薔
薇
」、«заря»

「
朝
や
け
」、«закат»

「
日
没
・
夕
や
け
」、«солнце»

「
太
陽
」、

7«денница»
「
朝
や
け
・
明
け
の
明
星
」（
赤
）。
た
だ
し
【1

】
と
は
異
な
り
、【2

】
に
お
い
て
は
、
あ
る
語
を
常
に
色
彩
表
現

と
し
て
よ
い
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、«огонь»

「
火
」、«пламя»

「
炎
」
は
プ
ー
シ
キ
ン
の
用
例
で
赤
と

共
起
す
る:«

Б
агровы

й
огн
ь
ещ

е
родился»

「
あ
か
ね
色
の
火
が
さ
ら
に
生
ま
れ
た
」（IV,с.6

2

）,«М
онах

встает,
к
ак
п
л
ам
ен
ь
п
ок
расн
ев»

「
修
道
士
は
焔
の
よ
う
に
赤
ら
ん
で
立
ち
上
が
る
」（I,с.2

0

）。
視
覚
的
観

点
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
場
合
に
赤
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
語
が
熱
（
触
覚
）
の
相
で
把
握
さ
れ

て
い
る
場
合
、
色
彩
表
現
と
は
し
な
い
。«С

огнем
в
потупленны

х
очах»

「
伏
せ
た
目
の
火
」（V,с.12

4

）

の«огонь»

は
比
喩
的
用
法
で
あ
り
、
熱
い
火
な
の
か
赤
い
火
な
の
か
単
独
で
は
判
然
と
し
な
い
が
、
プ
ー
シ
キ

ン
に
あ
っ
て
は«очи»

「
目
」
と
結
び
つ
く«огонь»

は«И
потух

огонь
очей»

「
目
の
火
が
消
え
た
」（III,

с.2
9
8

）
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
光
が
消
え
る
視
覚
的
な
把
握
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
こ
れ

は
赤
い
火
の
色
彩
表
現
で
あ
る
と
筆
者
は
判
断
す
る
。
一
方
、«С

огретой
девственны

м
огнем»

「
処
女
な
る

火
に
暖
め
ら
れ
て
」（V,с.39

）
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
情
熱
を
比
喩
的
に
示
す
「
熱
い
」
も
の
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る«огонь»

等
は
色
彩
表
現
と
し
な
い
。

【3

】
文
脈
か
ら
色
彩
的
陰
影
を
特
定
で
き
る
表
現:
【1
】、【2

】
に
該
当
し
な
い
が
、
文
脈
あ
る
い
は
現
象

の
背
後
に
あ
る
色
彩
形
象
か
ら
当
該
表
現
の
色
彩
的
陰
影
が
認
め
ら
れ
る
も
の
。«свеча»

「
燭
」、«ф

онарь»

あ
る
と
き
は
た
だ
た
ん
に
白
で
あ
る
」（
デ
リ
ベ
レ
﹇2

2,p.9
1

﹈）
と
さ
れ
る
。

7

「
太
陽
」
は
文
化
的
背
景
に
よ
っ
て
黄
や
白
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
プ
ー
シ
キ
ン
に
あ
っ
て
は
赤
で
あ
る:
«Н

а
закате

к
расн
ого

солнца
/
З
оя

муж
у
своему

сказала»

「
赤
い
日
没
に
ゾ
ー
ヤ
は
夫
に
言
っ
た
」（III,с.2

7
8

）、«С
олнце

к
расн
ое

взойдет»

「
赤
い
お
ひ
さ
ま
が
の
ぼ
る
」（IV,с.154

）、«К
к
расн
у
солнцу

наконец
/
О
братился

молодец»

「
お
し

ま
い
に
赤
い
お
ひ
さ
ま
の
ほ
う
を
若
者
は
向
い
た
」（IV,с.354

）、«
К
расн
о
солнце

отвечало»
「
赤
い
お
ひ
さ
ま
は
答
え
た
」（IV,

с.355

）。
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「
灯
火
」、«лампада»

「
ラ
ン
プ
」、«плош

ка»

「
灯
明
皿
」
等
、
灯
・
火
に
関
わ
る
語
（
赤
）:«мгла»

「
靄
」、

«туман»

「
霧
」、«долина»

「
峪
」、«метель»

「
吹
雪
」、«иней»

「
つ
ら
ら
」
等
、
月
や
雪
を
覆
う
も
の
と

し
て
、
雪
景
色
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
雪
の
形
態
と
し
て
使
用
さ
れ
る
語
（
白
）:«денница»

と
同
義
で
使
わ

れ
る«В

еспер»

「
宵
の
明
星
」（
赤
）:«виш

енье»

「
さ
く
ら
ん
ぼ
」、«красная

смородина»

「
赤
い
す
ぐ

り
の
実
」
と
同
列
に
列
挙
さ
れ
る
文
脈
に
あ
る«ягода»

「
果
実
」、«малина»

「
木
苺
の
実
」（
赤
）
等
が
こ
れ

に
該
当
す
る
。«И

ярко
светится

окош
ко»

「
小
さ
な
窓
が
あ
か
あ
か
と
か
が
や
い
て
い
る
」（V,с.9

2

）
の

«ярко»

「
煌
々
と
」
は
赤
の
色
彩
表
現
と
捉
え
て
よ
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、«ярко,

ярче»

「
煌
々

と
、
も
っ
と
煌
々
と
」
が
プ
ー
シ
キ
ン
の
用
例
に
お
い
て
色
彩
的
語
義
で
は«огонь»

「
火
」、«гореть»

「
焼
け

る
」、«солнце»
「
太
陽
」、«румянец»

「
紅
」、«роза»

「
薔
薇
」
の
よ
う
な
赤
の
輝
き
と
結
合
す
る
用
例
が
多

い
た
め
（«

О
гон
ек

[...]
я
рк
о
заблестит»

「
灯
火
は
あ
ざ
や
か
に
輝
き
は
じ
め
る
」（I,с.8

2

）、«Л
аниты

,
я
рч
е
веш

них
роз»

「
春
の
バ
ラ
よ
り
あ
ざ
や
か
な
頬
」（III,с.9

8

）、«Л
уч
сол
н
ц
а
я
рч
е
засиял»

「
太
陽
の

光
は
さ
ら
に
あ
ざ
や
か
に
輝
い
た
」（III,с.153

）、«
Р
у
м
я
н
ец
я
рч
е»

「
紅
が
よ
り
あ
ざ
や
か
に
」（V,с.10

2

）、

«груды
у
гл
ей
б
ез
п
л
ам
ен
и
я
рк
о
горел

и»

「
焔
な
い
炭
火
の
よ
う
に
あ
ざ
や
か
に
燃
え
た
」（V

I,с.16
8

）
等
）、

第
二
に
、«окош

ко»

「
小
窓
」
の
輝
き
の
源
・
背
景
に
火
（
燭
光
）8

が
想
像
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
上
記
【1

】、【2

】、

【3

】
に
該
当
し
な
い
表
現
、
た
と
え
ば«ночь»
「
夜
」
は
色
彩
表
現
と
し
な
い
。

9

8

こ
の
輝
き
の
源
と
し
て
想
定
さ
れ
る
赤
い
火
は
、«

О
гон
ь
светильников

ночны
х»

「
夜
の
灯
明
の
火
」（V,с.9

3

）
に
求
め
ら

れ
る
だ
ろ
う
。

9
«ночь»

に
わ
れ
わ
れ
は
黒
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
プ
ー
シ
キ
ン
に
あ
っ
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。«ночь»

はВ
иноградов

﹇4,т.II,с.8
8
6

﹈
に
よ
れ
ば54

6

回
も
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
の
調
査
で
は
、
直
接
色
彩
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
用

例
は2

例
し
か
な
い
（«И

,
мрачнее

черной
ночи»

「
黒
い
夜
よ
り
陰
気
に
」（III,с.2

4
3

）、«И
стал

Гасуб
чернее

ночи»

「
ガ

ス
ブ
は
夜
よ
り
黒
く
な
っ
た
」（IV,с.2

31

））。«ночь»

は
刻
限
を
示
す
用
法
か
、
も
し
く
は«темная»

「
暗
い
」、«немая»

「
押
し

黙
っ
た
」、«безмолвная»

「
物
言
わ
ぬ
」
を
伴
い
、
明
る
さ
や
音
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
用
例
が
極
め
て
多
く
、
単
独
で
は
そ
の
色
彩

的
陰
影
を
認
め
が
た
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
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2

雪
の
情
景
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム

第
四
章
第4

2

節
と
第
五
章
第2

節
に
お
け
る
二
つ
の
雪
の
情
景
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
の
意
味
を
検
討
す
る
。

2
・
1

第
四
章
の
特
徴
―――
皮
肉
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
、こ
と
さ
ら
の
詩
的
様
式
化
、貴
族
の
視
点

第
四
章
第4

2

節
は
、
第36

、37

節
か
ら
第4
4

節
に
至
る
中
間
部
、
す
な
わ
ち
、
領
地
に
お
け
る
、
夏
か
ら
冬

に
か
け
て
の
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
生
活
描
写
の
一
環
に
現
れ
、
こ
れ
ら
の
文
脈
の
影
響
下
に
あ
る
。

オ
ネ
ー
ギ
ン
の
日
毎
の
生
活
ぶ
り
の
描
写
は
皮
肉
な
色
合
い
が
濃
い
。
た
と
え
ば
、
第38

、39

節
（V,с.8

0

）

に
お
い
て
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
生
活
の
性
的
側
面«М

ладой
и
свеж

ий
поцелуй»

「
若
い
新
鮮
な
キ
ス
」
が

«О
бед

довольно
прихотливы

й»
「
十
分
に
凝
っ
た
昼
食
」、«Б

уты
лка

светлого
вина»

「
明
る
い
葡
萄
酒

の
壜
」
と
　・同
・列
・に　
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
滑
稽
味
が
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
が«святая

ж
изнь»

「
聖
な
る
生

活
」、«нечувствительно»

「
非
感
覚
的
に
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
評
価
は
、
色
欲
、
食
道
楽
と
は
真
向

か
ら
対
立
す
る
不
相
応
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
と
さ
ら
皮
肉
に
響
く
。Н

абоков

﹇11,с.37
9–
38
0

﹈
に
よ

れ
ば
、
都
会
生
活
に
倦
ん
だ
の
ち
の
安
ら
か
な
田
園
生
活
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、「petitspoètes

（
小
詩
人
）、
十

八
世
紀
の
気
障
者
に
よ
っ
て
い
や
と
い
う
ほ
ど
使
い
尽
く
さ
れ
た
陳
腐
な
紋
切
型
で
あ
っ
た
」。
こ
れ
も
オ
ネ
ー

ギ
ン
の
生
活
に
皮
肉
な
陰
影
を
付
加
す
る
。

第
四
章
第4

0

節
は
諧
謔
で
は
じ
ま
る:

«Н
о
наш

е
северное

лето,
/
К
арикатура

ю
ж
ны

х
зим»

「
し

か
し
わ
が
北
国
の
夏
は/

南
国
の
冬
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
」（V,с.8

0
）。
こ
れ
は
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
夏
の
生
活
描
写

に
お
け
る
滑
稽
味
の
継
続
と
み
て
よ
い
。
続
く
、
夏
か
ら
秋
、
冬
へ
の
季
節
の
移
行
を
描
く
三
詩
節
は
、
動
詞
の

体
・
時
制
の
使
分
け
に
お
い
て
極
め
て
技
巧
的
で
あ
り
、
あ
た
か
も
一
種
独
特
の
詩
的
三
段
跳
び
の
よ
う
な
一
纏

ま
り
を
構
成
す
る
。
ま
ず
、
完
了
体
未
来
か
ら
叙
述
的
な
不
完
了
体
過
去
に
時
制
が
切
替
わ
る
こ
と
で
、
夏
の
終
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焉
と
秋
の
到
来
を
語
る
口
調
は
落
着
き
を
取
り
戻
す:«северное

лето
[...]

М
елькнет

и
нет:

известно
это,

/
Х
оть

мы
признаться

не
хотим.

/
Уж

небо
осенью

ды
ш
ало,

/
Уж

реж
е
солны

ш
ко

блистало»

（Т
ам

ж
е

）「
ち
ら
り
と
見
え
て
た
ち
ま
ち
消
え
る/

わ
れ
わ
れ
は
認
め
た
が
ら
ぬ
が
実
は
だ
れ
し
も
が
気
付
い

て
い
る
こ
と/

空
は
は
や
秋
の
気
配
を
見
せ
て
い
た/

日
差
し
は
早
く
も
お
と
ろ
え
て
昼
が
短
く
な
っ
て
ゆ
く
」。

10

次
に
、
第4

1

節
で
は
今
度
は
一
転
し
て
主
に
不
完
了
体
現
在
で
冬
の
情
景
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
現
在
時
制

に
よ
っ
て
現
前
の
光
景
と
し
て
立
現
れ
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
詩
の
主
な
要
素
は
夏
の
　・否
・定
・的
・記

・述　
、
つ
ま
り
冬
の
描
写
と
い
う
よ
り
は
　・夏
・の
・回
・想　
で
あ
る:«Н

а
нивах

ш
ум

работ
у
м
ол
к»

「
畑
で
は
仕
事
の

音
も
い
ま
は
途
絶
え
た
」、«пастух

/
Н
е
гон
и
т

уж
коров

из
хлева»

「
牧
夫
も/

牝
牛
を
小
舎
か
ら
追
い

出
さ
ず
」、«И

х
н
е
зовет

его
рож

ок»

「
角
笛
ふ
い
て
牛
を
集
め
る
こ
と
は
な
い
」（
以
上V,с.8

1

）。
一
方
、

　・肯
・定
・的
・記
・述　
も
ま
た
文
学
的
・
様
式
的
色
彩
が
色
濃
く
、
現
象
の
リ
ア
ル
な
描
写
と
い
う
に
は
程
遠
い
。Л

отман

﹇8,с.2
50

﹈
に
よ
れ
ば
、
狼
に
追
わ
れ
る
旅
人
は
流
行
の
ロ
マ
ン
派
的
「
北
方
風
」
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。
ま

た
こ
こ
で
、«путник»

「
旅
人
」
と
い
う
詩
語
（Уш

аков

﹇16,т.III,с.1,0
7
8

﹈）
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
農
村
の
娘
に
対
す
る
詩
語«дева»
「
乙
女
」（Уш

аков

﹇16,т.I,с.6
6
7

﹈）
は
こ
れ
み
よ
が
し
の
詩
化11

で

あ
る
。
し
か
も
、Н

абоков

﹇11,с.38
2

﹈
に
よ
れ
ば
、
こ
の
夜
な
べ
に
糸
を
紡
ぐ
乙
女
の
イ
メ
ー
ジ
自
体
、
ト

ム
ソ
ン
の
詩
『
冬
』
の
余
韻
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
プ
ー
シ
キ
ン
は
文
学
的
モ
チ
ー
フ
、
詩
語
に

よ
り
こ
と
さ
ら
に
詩
的
様
式
化
を
図
っ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。

10
В
иноградов

﹇3

﹈
は
、
完
了
体
未
来
に
は
「
主
体
の
表
情
の
痕
跡
」（с.4

6
7

）
が
あ
り
、
一
方
、
不
完
了
体
過
去
は
「
記
述
的
、
視

覚
的
」（с.4
55

）
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
切
替
え
は
滑
稽
味
か
ら
静
的
な
叙
述
へ
の
転
換
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

11

プ
ー
シ
キ
ン
は
こ
の
部
分
に
ポ
レ
ミ
ッ
ク
な
註
を
付
し
て
お
り
、そ
れ
だ
け
こ
と
さ
ら
な
詩
的
様
式
化
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る:«В

ж
урналах

удивлялись,
как

мож
но

бы
ло

назвать
д
евою

простую
крестьянку,

меж
ду

тем
как

благородны
е

бары
ш
ни,

немного
ниж

е,
названы

д
евч
он
к
ам
и!»

「
雑
誌
は
驚
い
た
も
の
で
あ
る
、
下
層
の
農
夫
の
娘
を
乙
女
と
い
え
る
の
に
、
身

分
の
あ
る
令
嬢
が
、
い
く
ぶ
ん
蔑
み
を
も
っ
て
小
娘
と
称
さ
れ
る
と
は
！
」（V,с.16

7,
к
у
рси
в
П
у
ш
к
и
н
а

）。
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最
後
に
、
第4

2

節
で
よ
う
や
く
、
少
年
の
ス
ケ
ー
ト
、
鵞
鳥
の
冬
の
場
面
が
い
き
い
き
と
現
出
す
る
。
過
去
形

で
の
第
一
段
階
、
現
在
形
だ
が
回
想
的
で
詩
的
様
式
化
さ
れ
た
第
二
段
階
を
経
て
は
じ
め
て
、
第
三
段
階
の
こ
の

描
写
は
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
不
完
了
体
現
在
時
制
の
活
き
た
躍
動
感
が
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
第4

2

節
は
　・貴

・族
・な
・い
・し
・都
・会
・人
・の
・視
・点
・が
・強
・調
・さ
・れ
・て
・い
・る　:«О

прятней
м
од
н
ого
п
арк
ет
а
/
Б
листает

речка,
льдом

одета»

「
氷
ま
と
っ
た
川
の
お
も
て
は
流
行
の
嵌
め
木
細
工
の/

ゆ
か
よ
り
清
げ
な
光
を
放
ち
」（V,с.8

1

）。
比

較
の
対
象
と
し
て«модны

й
паркет»

「
流
行
の
嵌
め
木
細
工
」
を
持
ち
出
す
趣
向
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
モ
ー

ド
な
貴
族
生
活
に
よ
っ
て
き
た
る
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
。
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
生
活
描
写
と
併
せ
る
と
、
第4

2

節
は

都
会
風
貴
族
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
目
に
映
じ
た
情
景
と
解
釈
で
き
る
。

以
上
を
要
約
す
る
と
、
第
四
章
第4
2

節
の
雪
の
情
景
の
描
写
様
式
は
、
皮
肉
な
諧
謔
味
、
こ
と
さ
ら
の
詩
的

様
式
化
、
及
び
貴
族
の
視
点
を
特
徴
と
す
る
文
脈
に
支
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

2
・
2

第
五
章
第
2
節
の
特
徴
―――
正
確
な
把
捉
と
農
民
の
視
点

第
五
章
の
雪
景
色
の
描
写
に
は
第
四
章
と
は
性
質
を
異
と
す
る
二
つ
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
雪
の
陽
気
な
情

景
は
農
村
の
実
際
の
生
活
に
即
し
た
正
確
な
把
捉
と
農
民
の
視
線
と
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
第
一
に
把
握
の
正
確

さ
。
こ
こ
で
は
、
第
四
章
第4

3

節
の
現
実
的
判
断
（«конь,

притупленной
подковой

/
Н
еверны

й
зацепляя

лед,
/
Т
ого

и
ж
ди,

что
упадет»

「
馬
は/

摩
滅
し
た
蹄
鉄
に
剣
呑
な
氷
を
う
ま
く
捕
ら
え
か
ね/

い
つ
な
ん

ど
き
こ
ろ
ぶ
か
も
し
れ
ぬ
」（V,с.8

2

））を
踏
ま
え
る
か
の
よ
う
に
、«Е

го
лош

адка,
снег

почуя,
/
П
летется

ры
сью

как-нибудь»

「
彼
の
小
馬
は
雪
の
に
お
い
を
か
ぎ
分
け
て/

お
ぼ
つ
か
な
げ
に
だ
く
を
踏
む
」（V,с.8

6

）

と
い
う
慎
重
さ
が
示
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
幌
橇
が«удалая»

「
景
気
よ
く
飛
ば
す
」（Т

ам
ж
е

）
と
捕
捉
さ
れ
る
描

写
は
現
実
味
を
印
象
づ
け
る
。Л

ихачев

﹇6,с.2
2
8–
2
2
9

﹈
は
、
農
民
の
よ
ろ
こ
び
祝
う
（«торж

ествовать»
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「
よ
ろ
こ
び
祝
う
」）
十
分
な
根
拠
と
し
て
、
や
っ
と
雪
が
積
っ
て
秋
蒔
き
の
作
物
が
だ
い
な
し
に
な
ら
ず
に
す

ん
だ
状
況
を
指
摘
し
、
プ
ー
シ
キ
ン
が
農
民
生
活
を
極
め
て
正
確
に
知
っ
て
い
た
と
教
え
て
い
る
。
第
二
の
特

徴
と
し
て
、
農
民
の
視
線
に
よ
っ
て
雪
の
高
揚
感
を
表
現
し
て
い
る
点
が
あ
る
。«торж

ествуя»

「
よ
ろ
こ
び

祝
っ
て
」、«бразды

»

「
雪
の
溝
」
と
い
っ
た
ス
ラ
ヴ
文
語
の
高
位
の
語
彙
が
こ
れ
を
支
え
る
役
割
を
担
っ
て
い

る
。

12
つ
ま
り
高
位
の
語
に
よ
っ
て
、
農
民
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
切
実
な
よ
ろ
こ
び
、
祝
祭
的
な
気
分
が
高
め
ら
れ
る
。

«бразды
пуш

исты
е
взры

вая»

「
綿
毛
の
よ
う
な
雪
の
溝
掘
り
起
こ
し
つ
つ
」（V,с.8

6

）「
綿
毛
の
よ
う
な
雪

の
溝
掘
り
起
こ
し
つ
つ
」
と
い
う
表
現
に
も
、
あ
と
に
引
か
れ
る
溝
に
高
揚
し
た
、
豪
快
な
よ
ろ
こ
び
を
見
出
す

農
夫
の
様
子
が
窺
え
る
。

第
五
章
の
雪
景
色
は
、
第1

節
の
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
窓
か
ら
眺
め
た
光
景
に
直
接
続
く
も
の
で
あ
る:«П

роснув-
ш
ись

рано,
/
В

окно
увидела

Т
атьяна

/
П
оутру

побелевш
ий

двор,..»

「
朝
早
く
眼
の
さ
め
た
タ
チ

ヤ
ー
ナ
は/

一
夜
の
う
ち
に
白
く
変
わ
っ
た
庭
﹇
…
﹈
を/

窓
越
し
に
見
た
」（Т

ам
ж
е

）。
つ
ま
り
、
第2

節

の
農
民
の
視
点
は
タ
チ
ヤ
ー
ナ
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

12
В
иноградов

﹇2,с.18
8

﹈
は
「
プ
ー
シ
キ
ン
の
同
時
代
の
批
評
家
は
彼
の
語
使
用
の
原
則
﹇
俗
語
的
、
ス
ラ
ヴ
文
語
的
語
彙
・
表
現

の
混
淆
と
適
用
範
囲
の
拡
張
と
い
う
原
則:

筆
者
註
﹈
に
気
づ
か
ず
、
そ
の
特
別
な
内
容
を
解
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
」
と
述
べ
、
そ

の
例
と
し
て
こ
の
第
五
章
第2

節
に
お
け
る
ス
ラ
ヴ
文
語
表
現
（«торж

ествовать»
）
と
俗
語
（«дровни»

「
百
姓
の
荷
橇
」）
と
の

混
在
が
当
時
の
批
評
家
に
非
難
さ
れ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
こ
の
詩
節
は
大
胆
か
つ
斬
新
だ
っ
た
と
い
え
る
。

254



2
・
3

様
式
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム

従
来
、
雪
の
情
景
を
中
心
と
す
る
、
第
四
章
と
第
五
章
の
詩
節
群
は
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
到
達
点
の
典
型
と
み
な

さ
れ
、
両
者
の
間
の
方
法
的
差
異
が
意
識
さ
れ
ず
、
同
列
に
評
価
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

13

し
か
し
上
述
の
と

お
り
、
第
四
章
第4

2

節
と
第
五
章
第2

節
と
は
そ
の
方
法
に
お
い
て
む
し
ろ
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
で

き
る
。
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
様
式
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
雪
の
情
景
は

と
も
に
白
い
背
景
に
お
け
る
赤
い
点
描
と
い
う
共
通
軸
を
め
ぐ
っ
て
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
を
構
成
す
る
。
そ
れ
は
、
雪

の
白
、
冬
遊
び
の
少
年
、
赤
い
形
象
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
両
者
の
テ
ク
ス
ト
の
様
式
的
相
違
点
を

逆
に
際
立
た
せ
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
よ
う
に
み
え
る
描
写
に
お
い
て
著
し
く
対
立
す
る
性
質
を
強
調
す
る
。
第
四

章
の
貴
族
的
視
点
・
こ
と
さ
ら
な
詩
化
に
基
づ
く
手
法
（
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
視
点
）
と
対
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
第
五

章
の«низкая

природа»

「
次
元
の
低
い
自
然
」（V,с.8

7

）
の
方
法
的
斬
新
さ
（
民
衆
及
び
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
視

点
、
対
象
の
正
確
な
把
握
）
は
―――
第
四
章
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
照
射
を
受
け
て
い
る
だ
け
に
―――
い
っ
そ
う
強
調

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

3

白
と
赤
の
イ
メ
ー
ジ
の
諸
相
―――
プ
ロ
ッ
ト
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム

こ
こ
で
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
全
般
に
わ
た
っ
て
白
と
赤
の
色
彩
表
現
を
点
検
す
る
。

13

法
橋
﹇19

﹈
は
、
第
四
章
の
初
雪
描
写
と
ヴ
ャ
ー
ゼ
ム
ス
キ
イ
の
詩
『
初
雪
』
と
の
対
比
を
詳
細
に
検
討
し
、
プ
ー
シ
キ
ン
が
『
初

雪
』
の
「
華
麗
な
文
体
」
に
「
浪
漫
主
義
に
特
有
な
詩
法
の
限
界
性
を
み
た
」（p.8

9

）
と
適
切
な
指
摘
を
行
っ
た
。
し
か
し
筆
者
と
は

異
な
り
法
橋
は
、
第
四
章
と
第
五
章
の
二
つ
の
雪
の
情
景
描
写
を
、
と
も
に
等
し
く
「
口
語
詩
の
革
新
的
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
」

（p.8
8

）、「
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
視
線
で
と
ら
え
ら
れ
た
雪
景
色
」（p.8

9

）
と
み
な
し
て
い
る
。
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3

・
1

第
一
章
か
ら
第
三
章
―――
登
場
人
物
の
特
徴
描
写
の
役
割

第
一
章
で
は
、
色
彩
表
現
は
も
っ
ぱ
ら
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
浮
薄
な
都
会
生
活«дни

веселий
и
ж
еланий»

「
歓

楽
と
欲
望
の
日
々
」（V,с.18

）
を
彩
る
事
物
に
適
用
さ
れ
て
い
る:

«
М
орозн

ой
пы

лью
сереб
ри
т
ся

/
Е
го

бобровы
й
воротник.

[...]
П
ред

ним
roast-beef

ок
ровавл

ен
н
ы
й»

「
ビ
ー
ヴ
ァ
ー
の
襟
も
と
の
霜
は
さ
な

が
ら/
銀
の
砂
子
を
撒
い
た
よ
う
﹇
…
﹈
ご
馳
走
は
生
血
し
た
た
る
ロ
ー
ス
ト
ビ
ー
フ
」（V,с.13

）、«В
езде

блистаю
т
ф
он
ари;

[...]
И

кучера,
вокруг

огн
ей»

「
い
た
る
と
こ
ろ
煌
々
と
灯
が
と
も
り
﹇
…
﹈
御
者
ど

も
は
焚
き
火
か
こ
ん
で
」（V,с.16

）、«Д
войны

е
ф
он
ари

карет
/
[...]

рад
у
ги

на
сн
ег
наводят:

/
Усеян

п
л
ош
к
ам
и
кругом,..»

「
箱
橇
の
双
の
灯
が/

﹇
…
﹈
降
り
積
も
る
雪
の
お
も
て
に/

虹
を
染
め
出
す/

灯
明
皿

に
一
つ
残
ら
ず
」（V,с.17–

18

）。
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
特
徴
描
写
は
特
定
の
色
彩
と
結
び
つ
か
な
い
。
い
ま
引
い
た

例
に
あ
る«радуги»

「
虹
」
や
、«ананасом

золоты
м»

「
金
色
の
パ
イ
ン
ア
ッ
プ
ル
」（V,с.13

）、«Я
нтарь

на
трубках»

「
琥
珀
の
パ
イ
プ
」（V,с.16

）
の
よ
う
に
、
雑
多
な
色
彩
が
彼
の
生
活
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

14

第
二
章
、
第
三
章
の
白
と
赤
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
登
場
人
物
の
特
徴
描
写
に
集
中
し
て
い
る
。
レ
ン
ス
キ
イ
に
関

わ
る
色
彩
表
現
は
、
　ク

リ

シ

ェ

常
套
的
比
喩　
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
、
現
実
に
根
ざ
す
こ
と
の
な
い
陳
腐
な
紋
切
型
詩
人
と
し
て

の
性
格
を
特
徴
づ
け
る:
«В

нем
рано

волновали
к
ровь»

「
早
く
か
ら
彼
の
血
を
た
ぎ
ら
せ
て
い
た
」（V,

с.34

）、«романтические
розы»

「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
薔
薇
の
花
を
」（V,с.35

）
等
。

15

色
彩
表
現
に
よ
る
オ
リ

ガ
の
描
写
も
文
学
的
紋
切
型
で
あ
る:«она

/
Ц
вела

как
л
ан
д
ы
ш

потаенны
й»

「
彼
女
を/

知
ら
れ
ず
に
咲

14

そ
の
他
に
、
語
り
手
の
抒
情
的
逸
脱
と
さ
れ
る
詩
行
に
も
色
彩
表
現
（«И

ль
розы

п
л
ам
ен
н
ы
х
л
ан
и
т
»

「
あ
る
い
は
燃
え
る
よ

う
な
頬
の
薔
薇
」（V,с.2

0

）
等
）
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
抒
情
詩
の
伝
統
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

15

レ
ン
ス
キ
イ
の
赤
の
用
例
は
、
こ
の
よ
う
に
陳
腐
な
比
喩
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
と
は
異
な
り
即
物
的
な
赤
の
形
象

と
ま
っ
た
く
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
こ
こ
に
レ
ン
ス
キ
イ
の
現
実
性
の
薄
い
性
格
の
表
現
様
式
が
現
れ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
レ

ン
ス
キ
イ
描
写
と
即
物
的
な
赤
と
の
結
合
例
は
決
闘
で
倒
れ
た
と
き
の
血
潮
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
文
学
臭
い
比

喩
の
よ
う
な
レ
ン
ス
キ
イ
の
生
が
現
実
的
な
血
の
描
写
で
終
止
符
を
打
た
れ
る
と
い
う
の
は
、
死
の
強
烈
な
皮
肉
で
あ
る
。
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き
出
で
る
鈴
蘭
と
見
た
」（V,с.39

）、«Глаза
как

небо
гол
у
б
ы
е;
/
Улы

бка,
локоны

л
ьн
я
н
ы
е»

「
空
の
色

た
た
え
る
眸/

花
の
笑
み
　
亜
麻
色
の
髪
」（V,с.4

0

）。
こ
の
オ
リ
ガ
の
性
格
描
写
に
は
赤
の
要
素
が
ま
っ
た
く

な
い
。
こ
れ
は
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
夢
に
現
れ
る
「
赤
い
」
オ
リ
ガ
（
後
述
）
を
際
立
た
せ
る
伏
線
と
な
る
。

タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
一
貫
し
て
赤
と
白
の
色
彩
が
濃
い
。
第
二
・
三
章
に
お
け
る
タ
チ
ヤ
ー
ナ
に
関
わ
る
色
彩
表
現

は
、「
小
説
が
す
べ
て
で
あ
っ
た
」
恋
す
る
女
性
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
心
性
の
表
出
と
な
っ
て
い
る
。
レ
ン
ス

キ
イ
の
赤
が
比
喩
的
用
法
に
限
定
さ
れ
る
の
と
は
対
照
的
に
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
赤
の
イ
メ
ー
ジ

は
即
物
的
な
色
彩
表
現
を
特
徴
と
す
る:

«О
на

лю
била

на
балконе

/
П
редупреж

дать
зари

восход,
/

[...]
В
ставала

при
свеч
ах

она»

「
彼
女
は
露
台
で
朝
明
け
を/

待
ち
受
け
る
の
が
好
き
だ
っ
た/

﹇
…
﹈
蝋

燭
の
光
た
よ
り
に
起
き
出
し
た
」（V,с.4

2

）、«ланиты
/
М
гновенны

м
п
л
ам
ен
ем

покры
ты

»

「
頬
は
一
瞬

の
焔
に
被
わ
れ
た
」（V,с.54

）、«Л
ицо

твое
как
м
ак
ов

цвет»

「
芥
子
の
花
そ
っ
く
り
の
お
顔
の
色
で
ご
ざ

い
ま
す
」（V,с.6

3

）。
即
物
性
は
と
き
に
エ
ロ
ス
の
発
露
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
第
三
章
に
は
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
手

紙
を
書
終
え
た
あ
と
に
、
即
物
的
な
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
赤
の
描
写
が
あ
る:«

О
б
л
ат
к
а
розовая

сохнет
/
Н
а

восп
ал
ен
н
ом
я
зы
к
е»

「
か
っ
か
と
ほ
て
る
舌
の
上
で
は/

ば
ら
色
の
糊
紙
が
乾
い
て
ゆ
く
」（V,с.6

2

）。
こ
の

赤
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
第
三
章
『
娘
た
ち
の
歌
』
に
お
い
て
民
俗
様
式
の
エ
ロ
ス
と
結
び
つ
き
、
民
族
的
陰
影
を
帯

び
は
じ
め
る:«З

аманите
молодца

/
К

хороводу
наш

ему.
/
[...]

З
акидаем

ви
ш
ен
ьем,

/
В
и
ш
ен
ьем,

м
ал
и
н
ою,

/
К
расн
ою
см
ород
и
н
ой»

「
若
い
男
を
お
招
き
な/
こ
こ
の
踊
り
の
輪
の
中
へ/

﹇
…
﹈
投
げ
つ
け

よ
う
よ
　
桜
ん
坊/

桜
ん
坊
に
苺
の
実/

真
っ
赤
な
真
っ
赤
な
す
ぐ
り
の
実
」（V,с.6

6

）。
一
方
、
タ
チ
ヤ
ー

ナ
の
描
写
は
月
の
白
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
月
は
無
言
で
見
守
る
友
の
よ
う
に
常
に
タ
チ
ヤ
ー
ナ
に

付
添
っ
て
い
る:«П

ри
от
у
м
ан
ен
н
ой
л
у
н
е»

「
朧
に
霞
む
月
の
光
に
」（V,с.4

2

）、«Н
астанет

ночь;
л
у
н
а

обходит»

「
夜
が
来
る
。
月
は
巡
っ
て
ゆ
く
」（V,с.54

）、«И
меж

ду
тем
л
у
н
а
сияла

/
[...]

Т
атьяны

б
л
ед
н
ы
е
красы

,
/
[...]

П
ри

вдохновительной
л
у
н
е»

「
か
か
る
間
も
　
月
は
か
が
や
き/

タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
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色
蒼
ざ
め
た
う
つ
く
し
さ/

﹇
…
﹈
も
の
を
思
わ
す
月
か
げ
の
」（V,с.56

）。
そ
れ
は«бледная»

「
朧
な
・
蒼

白
の
」、«туманная»

「
霞
む
」
月
の
白
で
あ
り
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
の
象
徴
と
し
て
意

義
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
の
白
も
比
喩
で
は
な
く
即
物
性
が
特
徴
で
あ
る
。
レ
ン
ス
キ
イ
に

適
用
さ
れ
た
月
の
イ
メ
ー
ジ
は
こ
れ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
文
学
的
比
喩
、
紋
切
型
で
あ
り
、
月

の
言
及
に
続
い
て
、
た
だ
ち
に
語
り
手
に
よ
っ
て
諧
謔
に
付
さ
れ
る:«
Л
у
н
у
,
н
еб
есн
у
ю
л
ам
п
ад
у
,
/
[...]

Н
о

ны
нче

видим
только

в
ней

/
З
ам
ен
у
т
у
ск
л
ы
х
ф
он
арей»

「
空
の
灯
明
の
あ
の
月
が/

﹇
…
﹈
だ
が
そ
の

月
も
当
節
は
暗
い
ラ
ン
プ
の/

代
用
品
に
お
ち
ぶ
れ
た
」（V,с.39–

4
0

）。

3

・
2

第
四
章
―――
白
と
赤
を
指
標
と
す
る
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
の
導
入

第
四
章
の
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
生
活
描
写
ま
で
は
、
白
と
赤
の
色
彩
表
現
は
主
に
登
場
人
物
を
特
徴
づ
け
る
事
物
に

関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
第4

2

節
の
雪
の
情
景
描
写
に
至
っ
て
白
と
赤
の
色
彩
表
現
は
、
描
写
対
象
の

属
性
付
与
の
機
能
を
超
え
て
、
作
品
の
構
成
原
理
と
関
わ
る
役
割
、
い
わ
ば
メ
タ
テ
ク
ス
ト
的
機
能
を
発
現
さ
せ

る
。
す
な
わ
ち
、
雪
景
色
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
の
指
標
と
し
て
の
機
能
（2

項
参
照
）
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
意
味
で
、
第4

2

節
冒
頭
で
語
ら
れ
る«морозы

»

「
　マ

ロ
ー
ズ
ィ

酷
寒　
」
と«розы

»

「
　ロ

ー
ズ
ィ

薔
薇　
」
の
脚
韻
へ
の
言
及
は
極
め
て

興
味
深
い
。
従
来
、
こ
の
詩
行
は
、
陳
腐
な
脚
韻
へ
の
諧
謔
と
し
て
（Л

отман

﹇8,с.2
50

﹈）、
な
い
し
は
ヴ
ャ
ー

ゼ
ム
ス
キ
イ
詩
『
初
雪
』
に
対
す
る
微
か
な
批
判
と
し
て
（
法
橋
﹇19,p.8

9

﹈）
解
釈
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
は
自
身
が
押
韻
を
も
っ
て
白
（«морозы

»

）
と
赤
（«розы

»

）
の
パ
ラ
レ

リ
ズ
ム
を
構
成
し
、
雪
の
情
景
の
冒
頭
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
と
赤
を
指
標
と
す
る
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
原
理
の

導
入
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
原
理
は
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
夢
以
降
、
様
式
の
対
置
と
い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
、
物
語
プ
ロ
ッ
ト
に
ま
で
拡
大
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さ
れ
、
い
わ
ば
プ
ロ
ッ
ト
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
分
析
を
示
す
。

3

・
3

第
五
章
―――
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
夢

第
五
章
第4
節
で«

зарею
поздной

/
С
иянье

розовы
х
сн
егов,

/
И
м
гл
у
крещ

енских
вечеров»

「
お

そ
い
夜
明
け
の/
ば
ら
色
の
雪
の
耀
い/

主
顕
節
前
夜
の
靄
」（V,с.8

7

）
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
雪
・
靄
の
白

と
夜
明
け
の
赤
の
取
合
せ
で
あ
る
。
引
続
き
老
若
男
女
主
従
で
共
有
さ
れ
る
ス
ヴ
ャ
ー
ト
キ
（
主
顕
節
前
後
週
）

の
雰
囲
気
が
描
か
れ
る
。
ラ
ー
リ
ン
家
で
は«С

луж
анки

со
всего

двора»

「
お
屋
敷
じ
ゅ
う
の
女
中
」
も
、

«ветреная
младость»

「
軽
率
な
若
者
た
ち
」
も
、«старость

[

…]
/
У
гробовой

своей
доски»

「
墓
石

の
近
く
ま
で
来
た
老
人
た
ち
」
も
、
皆
こ
ぞ
っ
て
占
い
を
す
る
（
以
上V,с.8

7–
8
8

）。
そ
の
民
俗
的
雰
囲
気
の
な

か
で
、
ロ
シ
ア
古
来
の
迷
信
に
胸
を
騒
が
せ
、
皿
占
い
、
鏡
占
い
、
夢
占
い
に
い
そ
し
む
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
姿
が
描

か
れ
る
。「
お
そ
い
夜
明
け
の/

ば
ら
色
の
耀
い/

主
顕
節
前
後
の
靄
」
は
あ
た
か
も
こ
の
祝
祭
的
空
間
へ
の
導

入
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
心
性
を
共
同
体
の
精
神
世
界
（「
こ
こ
ろ
ね
は
ロ
シ
ヤ
娘
」）
で
彩
る
前
触
れ
、
す
な
わ
ち
タ

チ
ヤ
ー
ナ
の
夢
（
以
下
『
夢
』）
の
プ
ロ
ッ
ト
へ
の
導
入
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。『
夢
』
は
こ
の
よ
う
な
民
族

共
同
体
的
な
雰
囲
気
に
お
い
て
語
り
出
さ
れ
る
。

第
四
章
第4

2

節
の
滑
稽
な
脚
韻
で
現
れ
た
白
と
赤
の
イ
メ
ー
ジ
の
線
は
、
第
五
章
冒
頭
の
雪
の
描
写
を
経
て

『
夢
』
に
至
っ
て
幾
重
に
も
延
び
広
が
っ
て
ゆ
く
。『
夢
』
は
白
と
赤
の
世
界
で
あ
る
。『
夢
』
の
冒
頭
で
は
ま
ず

白
い
背
景
の
様
々
な
形
象
が
描
き
込
ま
れ
る:«по

сн
еговой

поляне»
「
雪
に
埋
も
れ
た
野
原
」、«П

ечальной
м
гл
ой»

「
悲
し
い
靄
」、«В

сугробах
сн
еж
н
ы
х»

「
吹
き
寄
せ
の
雪
」（
以
上V,с.9

0

）、«К
локами

сн
ега»

「
雪
の
か
た
ま
り
」、«

б
ерез»

「
白
樺
」（
以
上V,с.9

1

）。
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
こ
の
雪
深
い
森
を
ゆ
く
。
彼
女
は
あ

た
か
も
異
界
と
の
境
界
の
象
徴
で
あ
る
か
の
よ
う
な
川
を
渡
り
、«косматы

й
лакей»

「
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
毛
の
生
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え
た
従
僕
」（V,с.9

1

）
た
る
熊
に
伴
わ
れ
て
こ
の
白
い
世
界
を
ゆ
く
。
ゆ
き
着
い
た
小
屋
に
は
赤
の
イ
メ
ー
ジ

が
待
ち
構
え
て
い
る
。«

я
рк
о
светится

окош
ко»

「
小
さ
な
窓
が
あ
か
あ
か
と
か
が
や
い
て
い
る
」（V,с.9

2

）16

と
描
か
れ
る
小
屋
に
は
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
彼
を
主
人
と
す
る
客
・
奇
怪
な
化
物
ど
も
が
円
卓
を
囲
ん
で
い
る
。
こ

の
小
屋
の
一
連
の
奇
怪
な
描
写
に
お
い
て«череп

[...]
в
к
расн
ом

колпаке»

（Т
ам

ж
е

）「
赤
い
帽
子
の
さ
れ

こ
う
べ
」、«

О
гон
ь
светильников

ночны
х»

「
夜
の
あ
か
り
」（V,с.9

3

）、«
к
ровавы

язы
ки»

「
血
の
色
の

舌
」（Т

ам
ж
е

）
と
い
う
赤
い
形
象
が
際
立
つ
。
さ
ら
に
、
ま
だ
夢
か
ら
醒
め
や
ら
ぬ
意
識
の
う
ち
に
タ
チ
ヤ
ー

ナ
が
認
め
た
光
景
が
、«

З
ари
б
агря
н
ы
й
луч»

「
曙
の
真
紅
の
光
」（V,с.9

4

）
で
あ
り
、«А

вроры
северной

ал
ей»

「
北
極
の
オ
ー
ロ
ラ
よ
り
も
紅
い
」（Т

ам
ж
е

）
と
い
う
オ
リ
ガ
の
赤
い
顔
で
あ
る
。
第
四
章
ま
で
の
オ

リ
ガ
は
、
亜
麻
色
の
髪
、
青
い
目
を
し
た
、
鈴
蘭
の
よ
う
に
白
い
乙
女
で
あ
り
、
赤
の
陰
影
が
ま
っ
た
く
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
悪
鬼
の
宴
に
対
し
て
は
じ
め
は
「
恐
怖
」
を
覚
え
る
が
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
を
認
め
る
に
及
ん
で
「
好

奇
心
」
が
湧
い
て
く
る:

«И
Т
ане

уж
не

так
у
ж
асн
о,

/
И
л
ю
б
оп
ы
т
н
ая

теперь»

「
タ
ー
ニ
ャ
も
そ
れ

ほ
ど
こ
わ
く
な
く
な
り/

好
奇
心
さ
え
湧
い
て
き
て
」（V,с.9

3

）。
こ
の
過
程
で
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
タ
チ
ヤ
ー
ナ

を
襲
う
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
愛
の
場
面
、

17

「
赤
い
」
オ
リ
ガ
の
突
然
の
登
場
と
オ
ネ
ー
ギ
ン
に
よ
る
レ
ン
ス
キ
イ
の
刺

殺
が
描
か
れ
る
。
夢
か
ら
醒
め
た
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ザ
デ
ー
カ
の
占
い
本
に
よ
り
夢
の
意
味
を
探
ろ

う
と
す
る
が
、
答
え
は
得
ら
れ
な
い
。

以
上
か
ら
『
夢
』
の
プ
ロ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
七
つ
の
モ
チ
ー
フ
構
造
に
整
理
で
き
る:

①
導
入
部
―――
白
と
赤
の
イ
メ
ー
ジ
（「
お
そ
い
夜
明
け
の/

ば
ら
色
の
耀
い/

主
顕
節
前
後
の
靄
」）

16
«ярко»

「
あ
か
あ
か
と
」
を
赤
と
捉
え
る
考
え
方
は1.2

項
【3

】
を
参
照
。

17

プ
ー
シ
キ
ン
は
こ
の
場
面
の
描
写
に
対
し
「
理
解
に
苦
し
む
無
作
法
」
を
指
摘
さ
れ
た
と
の
註
を
付
し
て
い
る
（V,с.16

8

）。
描

写
の
き
わ
ど
い
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
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②
道
行
―――
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
従
僕
（
熊
）
に
伴
わ
れ
て
異
界
、
事
件
の
場
に
進
み
ゆ
く

③
事
件
の
場
―――
主
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
「
赤
い
」
客
（
奇
怪
な
化
物
）
た
ち
が
騒
い
で
い
る

④
事
件1

―――
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
愛
の
交
渉

⑤
事
件2
―――
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
レ
ン
ス
キ
イ
の
敵
対
的
交
渉
（
殺
人
）

⑥
事
件3
―――
「
赤
い
」
オ
リ
ガ
の
介
入

⑦
謎
解
―――
タ
チ
ヤ
ー
ナ
に
よ
る
事
件
の
解
釈
（
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ザ
デ
ー
カ
書
の
参
照
）18

『
夢
』
は
女
主
人
公
の
民
衆
的
心
性
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
幻
想
で
あ
る
と
と
も
に
、
レ
ン
ス
キ
イ
の
悲
劇
を
予
言

す
る
プ
ロ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
従
来
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

19

し
か
し
『
夢
』
の

後
続
す
る
物
語
へ
の
影
響
は
こ
れ
に
留
ま
ら
な
い
。『
夢
』
は
そ
の
プ
ロ
ッ
ト
構
造
そ
の
も
の
が
後
続
の
プ
ロ
ッ

ト
に
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
と
し
て
繰
返
さ
れ
る
。
そ
の
際
プ
ロ
ッ
ト
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
を
成
立
さ
せ
る
主
要
な
共
通
軸
、

パ
ラ
レ
ル
の
指
標
と
し
て
白
と
赤
の
形
象
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
次
に
『
夢
』
の
七
つ
の
構
造
が
後
続
の
プ
ロ
ッ

ト
で
も
展
開
さ
れ
る
諸
相
を
具
体
的
に
観
察
す
る
。

3

・
4

第
五
章
―――
名
の
日
の
祝

第
五
章
第2

5

節
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
名
の
日
の
祝
の
場
面
を
み
て
み
よ
う
。
は
じ
め
に
白
と
赤
の
色
彩
表
現
が
あ
る:

«Н
о
вот
б
агря
н
ою
ру
к
ою

/
З
аря

от
у
т
рен
н
и
х
д
ол
и
н
/
В
ы
водит

с
сол
н
ц
ем

за
собою

/
В
еселы

й

18

以
降
、『
夢
』
の
プ
ロ
ッ
ト
構
造
を
、「
①
導
入
部
」、「
構
造
①
」、「
①
」
等
と
簡
略
化
し
て
参
照
す
る
。

19
Л
отман

﹇8,с.2
6
5–
2
6
6

﹈
を
参
照:

「
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
夢
は
、﹇
中
略
﹈
構
成
上
の
役
割
を
担
い
、
先
行
す
る
章
の
内
容
を
第
六
章

の
事
件
﹇
決
闘:

筆
者
註
﹈
に
結
び
つ
け
て
い
る
。﹇
中
略
﹈
し
か
し
夢
は
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
意
識
の
も
う
一
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
民

衆
文
化
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
結
び
つ
く
特
徴
を
示
し
て
い
る
」。
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праздник
именин»

「
だ
が
今
や
暁
が/

朝
の
谿
か
ら
く
れ
な
い
の
手
で
　
陽
と
と
も
に/

楽
し
い
名
の
日
を/

引
き
出
し
て
く
る
」（V,с.9

5

）。
雪
景
色
と
想
像
さ
れ
る«утренних

долин»

「
朝
の
谿
」（
白
）
と«багряною

рукою
»

「
く
れ
な
い
の
手
で20

」
、«заря»

「
暁
」、«солнцем»

「
陽
」（
赤
）
の
取
合
せ
で
あ
る
。『
夢
』
①
導

入
と
共
通
し
、
名
の
日
の
祝
が
『
夢
』
の
パ
ラ
レ
ル
と
な
る
シ
グ
ナ
ル
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
祝
の
席
に
招
待
さ
れ
た
、
喜
劇
か
ら
採
ら
れ
た
奇
怪
な
名
前
の
「
客
」
た
ち
。『
夢
』
の
化
物
ど
も

も«гости»
「
客
た
ち
」
と
設
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
の
連
中
の
な
か
に
は«в

ры
ж
ем

парике»

「
赤
毛

の
鬘
か
ぶ
っ
た
」（V,с.9

6

）
と
形
容
さ
れ
る
赤
い
男
ト
リ
ケ
が
い
る
。
こ
れ
は
『
夢
』
の
化
物
の
赤
い
イ
メ
ー

ジ
を
共
有
し
、『
夢
』
③
事
件
の
場
と
同
じ
構
造
で
あ
る
。
名
の
日
の
客
の
列
は
『
夢
』
の
悪
鬼
と
重
ね
合
わ
さ

れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。『
夢
』
の
悪
鬼
た
ち
の
酒
盛
と
、
名
の
日
の
客
た
ち
の
飲
食
の
描
写
を
比
較
し
て
み
る
と

よ
い:

«З
а
дверью

к
ри
к
и
звон

ст
ак
ан
а»

「
戸
の
向
こ
う
で
は
叫
ぶ
声
　
コ
ッ
プ
と
コ
ッ
プ
の
触
れ
合
う

音
」（V,с.9

2

）、«Л
ай,

хохот,
пенье,

свист
и
хлоп,

/
Л
ю
дская

молвь
и
конский

топ!»

「
吠
え
る
声

笑
う
声

歌
う
声

口
笛

拍
手/
人
の
声

蹄
の
音
！
」（Т

ам
ж
е

）（『
夢
』）—

«Уста
ж
ую

т.
С
о
всех

сторон
/
Гремят

тарелки
и
приборы

/
Д
а
рю

мок
разд
ает
ся
звон.

/
Н
о
вскоре

гости
понемногу

/
П
одъемлю

т
общ

ую
тревогу.

/
Н
икто

не
слуш

ает,
к
ри
ч
ат

,
/
С
мею

тся,
спорят

и
пищ

ат»

「
ど

の
口
も
も
ぐ
も
ぐ
動
く
。
あ
っ
ち
で
も
こ
っ
ち
で
も/

皿
や
食
器
の
が
ち
ゃ
が
ち
ゃ
鳴
る
音/

グ
ラ
ス
の
触
れ
合

う
音
が
す
る
。/

け
れ
ど
間
も
な
く
客
た
ち
は
　
方
ぼ
う
で/

少
し
ず
つ
騒
が
し
く
な
る
。
だ
れ
一
人
他
人
の
言

葉
は
聞
か
な
い
で
わ
め
い
た
り
笑
っ
た
り/

議
論
を
し
た
り
金
切
り
声
を
あ
げ
た
り
し
て
る
」（V,с.9

7

）（
名
の

20
Ф
омичев

﹇17,с.17
0–
17
1

﹈
は
、
ロ
モ
ノ
ー
ソ
フ
詩
『17

4
8

年
エ
リ
サ
ベ
ー
タ
・
ペ
ト
ロ
ー
ヴ
ナ
即
位
の
日
へ
の
頌
詩
』
の
パ

ロ
デ
ィ
で
あ
る«багряною

рукою
»

と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
続
く
の
は
威
厳
あ
る
国
家
的
行
事
で
は
な
く
田
舎
貴
族
の
あ

り
ふ
れ
た
催
し
で
あ
る
と
指
摘
し
、
こ
こ
に
頌
詩
に
対
す
る
プ
ー
シ
キ
ン
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
読
取
っ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
作
者
が

«багряною
рукою

»

に
対
し
次
の
語
り
の
導
入
と
し
て
意
義
づ
け
し
て
い
た
こ
と
を
、
別
の
意
味
で
示
す
も
の
で
あ
る
。Ф

омичев

﹇17,
с.17

0

﹈
は17

4
6

年
と
し
て
い
る
が
正
し
く
は17

4
8

年
の
頌
詩
で
あ
る
（см.:

Л
омоносов

﹇7,с.12
1

﹈）。
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日
）。
　・食
・器
・の
・音　
を
伴
う
宴
の
喧
騒
、「
金
切
声
」
は
著
し
い
共
通
性
を
示
す
。
名
の
日
の
客
の
「
も
ぐ
も
ぐ
」
動

く
口
は
、
化
物
じ
み
た
滑
稽
な
描
写
で
は
な
い
か
。

タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
心
情
は
、『
夢
』
で
「
恐
怖
」
か
ら
「
好
奇
心
」
に
変
化
し
た
よ
う
に
、
名
の
日
で
は
失
神
寸
前

の
慄
き
か
ら
理
性
的
な
自
制
に
変
化
す
る
。
そ
ん
な
な
か
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
挨
拶
で
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
彼
の
ま
な
ざ

し
に
不
思
議
な
優
し
さ
を
覚
え
る
場
面
は
、『
夢
』
④
愛
の
交
渉
に
相
当
す
る
と
い
え
る
。
次
に
、
名
の
日
の
舞

踏
会
に
お
い
て
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
オ
リ
ガ
に
付
き
ま
と
い
、
レ
ン
ス
キ
イ
は
激
昂
す
る
。
彼
が
怒
り
に
我
を
忘
れ

た
の
は
オ
リ
ガ
の
顔
が
紅
潮
し
た
ま
さ
に
そ
の
と
き
だ:«запы

лал
/
В
ее

лице
самолю

бивом
/
Р
у
м
я
н
ец

я
рч
е»

「
自
惚
れ
た/

女
の
顔
の
く
れ
な
い
が
一
段
と
色
あ
ざ
や
か
に/

燃
え
立
っ
た
」（V,с.10

2

）。
こ
の
「
赤

い
」
オ
リ
ガ
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
―
レ
ン
ス
キ
イ
の
対
立
構
造
は
ま
さ
に
『
夢
』
の
プ
ロ
ッ
ト
⑤
、
⑥
に
相
当
す
る
。
オ

ネ
ー
ギ
ン
の
オ
リ
ガ
に
対
す
る
振
舞
い
に
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
悩
む
。
そ
れ
ま
で
彼
女
は
彼
が
救
い
主
な
の
か
誘
惑

者
な
の
か
解
こ
う
と
し
て
い
た:

«К
то

ты
,
м
ой
ан
гел
л
и
хран
и
т
ел
ь,

/
И
л
и
к
оварн

ы
й
и
ск
у
си
т
ел
ь:

/
М
ои

сомненья
разреш

и»

「
あ
な
た
は
だ
れ
で
し
ょ
う
？

わ
た
し
の
守
護
天
使
？

/

そ
れ
と
も
危
険
な
誘

惑
者
？

/

こ
の
疑
い
を
解
い
て
く
だ
さ
い
」（V,с.6

2

）。
し
か
し
い
ま
や
ま
ぎ
れ
も
な
い
誘
惑
者
で
あ
る
と

判
断
し
、«П

огибну»

「
わ
た
し
は
滅
ぶ
」（V,с.10

4
）
と
結
論
す
る
。
こ
れ
は
⑦
謎
解
の
モ
チ
ー
フ
と
い
っ
て

よ
い
。

こ
う
し
て
名
の
日
の
祝
は
『
夢
』
の
プ
ロ
ッ
ト
構
造
①
、
③
、
④
、
⑤
、
⑥
、
⑦
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
。
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3

・
5

第
六
章
―――
決
闘

決
闘
当
日
の
朝
の
描
写
は
次
の
と
お
り
で
あ
る:«Уж

е
редею

т
ночи

тени
/
И

встречен
В
есп
ер

петухом;
/
[...]

Уж
сол
н
ц
е
катится

вы
соко,

/
И

перелетная
м
ет
ел
ь
/
Б
лестит

и
вьется»

「
夜
の
か
げ
は

早
く
も
薄
れ/

夕
星
を
鶏
の
声
が
迎
え
る
そ
の
時
刻
に
も/

﹇
…
﹈
日
が
す
で
に
高
だ
か
と
空
を
ば
巡
り/

風
に

吹
か
れ
る
雪
の
粉
が
き
ら
き
ら
と
か
が
や
き
な
が
ら/

渦
を
巻
く
時
刻
に
な
っ
て
も
」（V,с.111

）。«В
еспер»

「
夕
星
」
と
い
う
語
は
プ
ー
シ
キ
ン
の
誤
用
で
あ
り
「
明
け
の
明
星
」
と
し
て
は
本
来«Л

ю
циф

ер»

「
明
け
の
明

星
」
が
正
し
い
（см.:

Н
абоков

﹇11,с.4
58

﹈）。
つ
ま
り
こ
の
語
は«денница»

「
明
け
の
明
星
」
と
同
義
で

あ
り
、«денница»
は
プ
ー
シ
キ
ン
の
用
例
で
は
赤
の
色
彩
的
陰
影
を
帯
び
る
も
の
で
あ
る
（1.2

項
【3

】
参
照
）。

同
様
に
、
昇
り
ゆ
く«солнце»

「
太
陽
」
の
赤
い
イ
メ
ー
ジ
。
雪
の
舞
台
、«метель»

「
吹
雪
」
の
白
。
こ
の

描
写
は
赤
と
白
の
色
彩
イ
メ
ー
ジ
を
有
す
る
決
闘
プ
ロ
ッ
ト
の
導
入
と
し
て
『
夢
』
の
構
造
①
に
対
応
す
る
も
の

と
い
え
る
。

決
闘
の
プ
ロ
ッ
ト
で
は
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
タ
チ
ヤ
ー
ナ
に
代
わ
っ
て
『
夢
』
の
パ
ラ
レ
ル
の
主
体
に
な
っ
て
い

る
。
決
闘
の
事
件
の
場
へ
の
道
行
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
従
僕
ギ
ヨ
ー
が
オ
ネ
ー
ギ
ン
に
連
添
う
。
こ
れ
は
『
夢
』

の
②
道
行
の
熊
＝
従
僕
と
同
じ
で
あ
る
。
③
事
件
の
場
の
赤
い
イ
メ
ー
ジ
は
レ
ン
ス
キ
イ
の
血
潮
に
他
な
ら
な

い
。
⑤
事
件2

は
も
ち
ろ
ん
決
闘
で
あ
る
。
銃
の
狙
い
を
定
め
合
う
二
人
を
主
語
と
し
た«К

ак
в
ст
раш
н
ом
,

н
еп
он
я
т
н
ом
сн
е»

「
恐
ろ
し
い
ふ
し
ぎ
な
夢
で
も
見
て
い
る
よ
う
に
」（V,с.113

）
と
い
う
表
現
は
、
タ
チ
ヤ
ー

ナ
が
　・夢
・の
・な
・か
・で　
「
恐
怖
」
と
「
奇
妙
」
の
心
理
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
と
相
通
じ
る
。
決
闘
の
の
ち
、
第
七
章
に

お
い
て
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
オ
ネ
ー
ギ
ン
に
対
し«О

на
долж

на
в
нем

ненавидеть
/
У
бийцу

брата
своего»

「
義
弟
の
下
手
人
と
し
て/

憎
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
人
」（V,с.12

5
）
と
判
ず
る
く
だ
り
は
⑦
謎
解
の
モ
チ
ー
フ
と
い

え
る
。
た
だ
し
、
決
闘
の
プ
ロ
ッ
ト
に
は
タ
チ
ヤ
ー
ナ
も
オ
リ
ガ
も
不
在
で
あ
り
、『
夢
』
の
構
造
④
、
⑥
は
描
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か
れ
て
い
な
い
。

3

・
6

第
七
章
―――
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
書
斎

第
七
章
に
は
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
主
人
不
在
の
オ
ネ
ー
ギ
ン
邸
を
訪
れ
る
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
る
。
こ
の
場
面
も
『
夢
』

と
明
白
な
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
の
関
係
に
あ
る
。«Уж
за
рек
ой,

ды
мясь,

пы
лал

/
О
гон
ь
ры
б
ач
и
й.

В
поле

чистом,
/
Л
у
н
ы
п
ри
свет
е
сереб
ри
ст
ом

/
В
свои

м
еч
т
ы
погруж

ена,
/
Т
атьяна

долго
ш
ла

одна»

「
川
向
こ
う
で
は
は
や
漁
夫
の
火
が
煙
上
げ
つ
つ/

赤
あ
か
と
燃
え
て
い
る
。
広
野
の
中
を/

銀
色
の
月
の
光

に
照
ら
さ
れ
て/

深
い
夢
想
に
沈
み
つ
つ
　
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が/

た
だ
も
う
一
人
長
い
こ
と
歩
い
て
い
た
」（V,

с.12
6

）。
赤
い
「
漁
夫
の
火
」
と
白
い
「
銀
色
の
月
光
」。『
夢
』
の
①
導
入
と
同
様
な
赤
と
白
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ

る
。«мечты

»

「
夢
想
」
も
　・夢
・の
・感
・覚　
だ
。
さ
ら
に
、«за

рекой»

―――
「
川
向
こ
う
へ
」
ゆ
く
モ
チ
ー
フ
。
タ

チ
ヤ
ー
ナ
が
『
夢
』
で
川
を
渡
る
②
道
行
と
ま
っ
た
く
同
じ
構
図
で
あ
る
。
オ
ネ
ー
ギ
ン
邸
の
敷
地
に
入
っ
た
タ

チ
ヤ
ー
ナ
は
犬
に
吠
え
た
て
ら
れ
る
が
、«Р

ебят
дворовая

семья»

「
お
邸
勤
め
農
奴
の
子
ら
」（V,с.12

6

）

に
助
け
ら
れ
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
住
ん
で
い
た
邸
に
導
か
れ
る
。「
お
嬢
様
を
　・保
・護
・下
・に
・お
・い
・た　
」
こ
の
農
奴
の
子
供

は
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
を
手
助
け
し
て
小
屋
に
導
い
た
『
夢
』
の
熊
と
ま
っ
た
く
同
じ
役
割
で
あ
る:«В

зяв
бары

ш
ню

п
од
свой

п
ок
ров»

「
お
嬢
様
を
保
護
下
に
お
い
た
」（V,с.12

6

）。

③
事
件
の
場
・
書
斎
に
も
赤
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る:«И

стол
с
померкш

ею
л
ам
п
ад
ой»

「
灯
の
消
え
た
ラ
ン

プ
」（V,с.12

7

）。
こ
れ
は
赤
の
色
彩
そ
の
も
の
と
し
て
表
面
に
出
て
は
い
な
い
が
、「
消
え
た
」
と
い
う
表
現
に

よ
っ
て
、
か
つ
て
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
ラ
ン
プ
の
燭
の
下
に
読
書
を
し
て
い
た
情
景
を
逆
に
髣
髴
と
さ
せ
る
も
の
で
あ

り
、
燭
の
赤
の
イ
メ
ー
ジ
の
否
定
的
な
表
出
と
解
釈
し
て
よ
い
。
と
な
る
と
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
書
斎
の
な
か
に
渦
ま

い
て
い
る
も
の
が
『
夢
』
の
化
物
と
パ
ラ
レ
ル
に
な
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
す
な
わ
ち
バ
イ
ロ
ン
の
肖
像
画
、
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ナ
ポ
レ
オ
ン
の
彫
像
で
あ
り
、
バ
イ
ロ
ン
作
品
を
主
と
し
た
ロ
マ
ン
主
義
的
文
学
書
で
あ
る
。『
夢
』
の
悪
鬼
ど
も

は
こ
こ
で
は
時
代
の
偶
像
、
流
行
の
文
学
書
と
重
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
書
斎
の
蔵
書
に
対
す
る
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の

心
の
動
き
は
興
味
深
い:«П

отом
за

книги
принялася.

/
С
п
ерва

ей
б
ы
л
о
н
е
д
о
н
и
х,

/
Н
о
показался

вы
бор

их
/
Е
й
ст
ран
ен...»

「
そ
れ
か
ら
本
に
取
り
か
か
る
。
は
じ
め
の
う
ち
は/

と
て
も
読
む
気
に
な
れ

な
か
っ
た
が/

ふ
と
そ
の
本
の
選
択
が
　
彼
女
に
は/

な
に
か
奇
妙
に
思
わ
れ
た
…
」（V,с.12

8

）。
は
じ
め
は

そ
の
気
は
な
か
っ
た
の
に
「
奇
妙
」
ゆ
え
に
惹
か
れ
て
い
く
と
い
う
の
が
心
理
の
動
き
で
あ
る
。『
夢
』
で
も
タ

チ
ヤ
ー
ナ
は
化
物
た
ち
を
目
に
し
て
ま
ず
「
恐
怖
」
を
覚
え
る
が
、
し
ば
ら
く
し
て
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
主
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
く
と
、
彼
女
の
心
理
は
「
好
奇
心
」
へ
と
変
化
し
た
。
は
じ
め
の
う
ち
は
対
象
を
避
け
な
が
ら
も
「
奇

妙
な
」
分
ら
な
さ
に
動
か
さ
れ
「
好
奇
心
」
を
も
っ
て
そ
れ
を
覗
き
見
る
と
い
う
心
理
過
程
と
し
て
、
書
斎
の
書

物
と
『
夢
』
の
化
物
と
は
ま
さ
に
パ
ラ
レ
ル
に
あ
る
。

④
事
件1

―
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
愛
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
不
在
で
あ
る
以
上
、
具

体
的
に
は
記
述
が
な
い
。
し
か
し
、
書
斎
に
お
け
る
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
彼
と
心
の
交
渉
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

る:
«Т

атьяна
взором

умиленны
м
/
В
округ

себя
на

все
глядит,

/
И
все
ей
к
аж
ет
ся
б
есц
ен
н
ы
м,

/
В
се

душ
у
томную

ж
ивит

/
П
ол
у
м
у
ч
и
т
ел
ьн
ой
от
рад
ой»

「
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
自
分
の
回
り
の
あ
ら
ゆ
る

も
の
に/

感
動
の
眸
を
向
け
る
。/

何
も
か
も
限
り
な
く
尊
く
思
わ
れ/

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
苦
し
み
の
半
ば
ま

じ
っ
た
よ
ろ
こ
び
で/

疲
れ
た
魂
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
」（V,с.12

7

）。
こ
こ
で
は
書
斎
は
大
切
な
オ
ネ
ー
ギ
ン

そ
の
ひ
と
で
あ
る
。「
苦
し
み
の
半
ば
ま
じ
っ
た
よ
ろ
こ
び
で
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、『
夢
』
の
構
造
④
の
余
韻

で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
淡
い
エ
ロ
ス
を
放
っ
て
い
る
。

オ
ネ
ー
ギ
ン
の
書
斎
の
プ
ロ
ッ
ト
の
⑦
謎
解
の
モ
チ
ー
フ
は
書
斎
に
お
け
る
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
読
書
で
あ
る
。
果

た
し
て
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
謎
を
解
い
た
。
し
か
し
彼
女
の
結
論
は
否
定
的
で
あ
る
。
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
救
い
主
で
も
誘

惑
者
で
も
な
く
、
た
だ
の
チ
ャ
イ
ル
ド
･
ハ
ロ
ル
ド
の
猿
真
似
だ
と
彼
女
は
悟
る
の
で
あ
る:«Уж

не
п
арод
и
я
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ли
он?»

「
結
局
あ
れ
は
パ
ロ
デ
ィ
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
？
」（V,с.130

）。
書
斎
の
プ
ロ
ッ
ト
に
は
、
死
し
た

レ
ン
ス
キ
イ
も
嫁
い
だ
オ
リ
ガ
も
な
く
、
⑤
、
⑥
は
脱
落
し
て
い
る
。
し
か
し
白
と
赤
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
①
導

入
部
を
起
点
と
し
て
、
②
道
行
、
③
事
件
の
場
、
④
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
愛
の
交
渉
、
⑦
謎
解
に
お
い

て
『
夢
』
の
構
造
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

3

・
7

第
七
章
―――
モ
ス
ク
ワ

プ
ー
シ
キ
ン
は
第
七
章
第36
節
で
古
都
モ
ス
ク
ワ
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る:«Уж

б
ел
ок
ам
ен
н
ой

М
оск-

вы
,
/
К
ак
ж
ар,

крестами
золоты

ми
/
Горя
т

старинны
е
главы

»

「
真
白
の
石
の
モ
ス
ク
ワ
の/

年
を
経

た
円
屋
根
が
　
早
く
も
黄
金
の
十
字
架
を/

き
ら
め
か
せ
つ
つ
炭
火
の
よ
う
に
燃
え
て
い
る
」（V,с.134

）、«Н
у!

не
стой,

/
П
ош

ел!
Уж

е
столпы

заставы
/
Б
ел
ею
т
»

「
急
い
だ
急
い
だ
！

も
う
関
門
の
柱
の
列
が/

白

じ
ろ
と
見
え
て
く
る
」（V,с.135

）。
モ
ス
ク
ワ
そ
の
も
の
が
白
の
イ
メ
ー
ジ
（«белокаменной»

「
真
白
の
石

の
」）
と
な
り
、«ж
ар»

「
炭
火
」
の
赤
の
イ
メ
ー
ジ
が
こ
れ
を
点
描
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
白
と
赤
に
よ
る
①

導
入
の
構
造
は
や
は
り
『
夢
』
と
の
パ
ラ
レ
ル
の
指
標
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
馬
車
で
モ
ス
ク
ワ
市
街
を
ゆ
く
の
は
②
道
行
の
モ
チ
ー
フ
に
相
当
す
る
。
　・保
・護
・者
・た
・る　
母
は

『
夢
』
の
熊
の
役
割
と
同
じ
で
は
な
い
か
。
モ
ス
ク
ワ
大
火
の
赤
い
イ
メ
ー
ジ
は
③
事
件
の
場
の
特
徴
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
モ
ス
ク
ワ
の
関
係
を
『
夢
』
に
お
け
る
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
奇
怪
な
客
と
の
関
係
に
見
立
て
る

こ
と
が
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、«Н

ет,
не

пош
ла

М
осква

моя
/
К

нему
с
п
ови
н
н
ой
гол
овою.

/
Н
е
п
разд
н
и
к,

не
п
ри
ем
н
ы
й
д
ар,

/
О
на

готовила
пож

ар
/
Н
етерпеливому

герою
»

「
い
や
い
や
　

わ
が
モ
ス
ク
ワ
は
し
お
し
お
と/

首
う
な
だ
れ
て
伺
候
な
ん
ぞ
は
し
な
か
っ
た
。/

苛
立
っ
て
待
つ
あ
の
英
雄

に/

モ
ス
ク
ワ
が
準
備
し
た
の
は
祝
祭
や/

献
上
の
品
で
は
な
く
て
火
事
だ
っ
た
」（Т

ам
ж
е

）
に
あ
る
と
お
り
、
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「
首
う
な
だ
れ
て
伺
候
」、「
祝
祭
」、「
献
上
の
品
」
と
い
う
表
現
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
主
君
と
従
臣
の
、
　・主
・と
・客
・に

・似
・た
・イ
・メ
・ー
・ジ
・を
・伴
・う　
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
。
オ
ネ
ー
ギ
ン
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
も«герой»

「
英
雄
・
主
人
公
」
と

称
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
よ
う
（
敗
北
者
で
あ
る
と
い
う
点
に
も
）。
第51

節
以
降
の«С

обранье»

「
貴

族
会
」
は
モ
ス
ク
ワ
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
③
事
件
の
場
と
い
え
る
。
そ
こ
に
も
白
い
モ
ス
ク
ワ
に
あ
っ
て
赤
い

火
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る:«М

узы
ки

грохот,
свеч

блистанье»

「
と
ど
ろ
く
楽
の
音
　
燭
の
耀
い
」（V,с.14

0

）。

タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
客
た
ち
の
き
ら
び
や
か
な
光
景
に
動
顚
さ
せ
ら
れ
る:«В

сё
чувства

п
ораж

ает
вдруг»

「
一

切
が
不
意
に
彼
女
を
動
顚
さ
せ
る
」（Т

ам
ж
е

）。
と
こ
ろ
が
貴
族
会
の
喧
騒
を
眺
め
て
い
る
う
ち
に
彼
女
の
心
情

は
「
動
顚
」
か
ら
「
憎
悪
」
に
変
化
す
る:«Т

атьяна
смотрит

и
не

видит,
/
В
олненье

света
н
ен
ави
д
и
т
»

「
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
あ
た
り
眺
め
て
い
る
も
の
の
　
な
に
一
つ
目
に
は
は
い
ら
ず/

交
際
界
の
か
ら
騒
ぎ
を
た
だ
も

う
憎
く
思
う
だ
け
」（V,с.14

1

）。
こ
の
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
描
写
は
、
し
か
し
な
が
ら
、『
夢
』
の
事
件
の
場
に
お
い

て
化
物
ど
も
を
目
に
し
た
直
後
の
「
恐
怖
」
か
ら
「
好
奇
心
」
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
心
情
変
化
の
過
程
と
は
対
照
的

で
あ
る
。
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
書
斎
で
謎
を
解
い
て
し
ま
っ
た
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
、『
夢
』・
書
斎
で
は
「
奇
妙
」、「
好
奇

心
」
と
い
う
関
心
を
も
っ
て
事
件
の
場
に
見
入
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
貴
族
会
で
は
も
は
や
、
村
で
の
生
活
を
懐

か
し
む
思
い
の
他
は
、
い
ま
や
オ
ネ
ー
ギ
ン
不
在
の
空
騒
ぎ
に
対
し
「
憎
悪
」
を
覚
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。
つ
ま

り
謎
解
の
モ
チ
ー
フ
を
失
っ
た
い
ま
や
、
モ
ス
ク
ワ
貴
族
会
の
場
面
に
あ
っ
て
は
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
⑦
謎
解
の
モ

チ
ー
フ
は
、
過
去
へ
の
空
想
に
変
容
し
た
の
だ
と
も
い
え
る:«она

м
еч
т
ой

/
С
тремится

к
ж
изни

полевой,
/
[...]

К
своим

цветам,
к
своим

романам
...»

「
彼
女
の
空
想
は/

野
辺
の
暮
ら
し
へ/

﹇
…
﹈
花
々
へ

小
説
へ
…
」（Т

ам
ж
е

）。
こ
の
変
容
と
と
も
に
④
事
件1
―――
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
交
渉
も
、
過
去
の

回
想
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る:

«Т
уда,

где
он

явился
ей»

「「
あ
の
人
が
」
よ
く
姿
を
見
せ
た
」（Т

ам
ж
е,
к
у
рси
в
П
у
ш
к
и
н
а

）。
さ
ら
に
こ
こ
に
お
い
て
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
な
ら
ぬ«важ

ны
й
генерал»

「
堂
々
と
し
た
将
軍
」（Т

ам
ж
е

）
に
見
初
め
ら
れ
る
筋
書
き
は
、
④
事
件1

の
皮
肉
と
い
う
他
な
い
変
形
と
い
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え
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
モ
ス
ク
ワ
の
場
面
に
も
、『
夢
』
と
類
似
し
た
プ
ロ
ッ
ト
構
造
が
読
取
れ
る
の
で
あ
り
、
パ
ラ
レ
リ

ズ
ム
の
構
成
に
即
し
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、『
夢
』、
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
書
斎
か
ら
の
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
心
情
の
変
化
が

く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
レ
ン
ス
キ
イ
、
オ
リ
ガ
の
不
在
に
よ
り
、
こ
こ
で
は

⑤
、
⑥
が
脱
漏
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
。

3

・
8

第
八
章
―――
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
社
交
界

第
八
章
で
は
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
上
流
貴
族
社
会
が«порядок

стройны
й
/
О
лигархических

бесед»

「
寡

頭
制
め
く
歓
談
の/

見
事
な
秩
序
」（V,с.14

4

）
等
と
肯
定
的
に
描
か
れ
る
な
か
で
、
そ
の
美
の
代
表
た
る
ニ
ー

ナ
・
ヴ
ォ
ロ
ン
ス
カ
ヤ
は«
м
рам
орн
ой

красою
»

「
大
理
石
を
偲
ば
せ
る
美
貌
」（V,с.14

8

）
と
形
容
さ
れ
て

い
る
。«мраморны

й»

は
白
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

21

一
方
、
こ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
視
線
で
描
か
れ
る
「
白
い
」
貴

族
の
上
流
社
会
に
あ
っ
て
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
そ
の
ひ
と
が
「
赤
い
」
点
景
で
登
場
す
る: 22«К

то
там

в
м
ол
и
н
овом

берете...?»

「
あ
れ
は
誰
だ
か
知
ら
な
い
か
ね
﹇
…
﹈
ほ
ら
あ
の
真
っ
赤
な
ベ
レ
ー
帽
の
ひ
と
？
」（Т

ам
ж
е

）。

こ
こ
に
も
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
の
導
入
と
し
て
の
白
と
赤
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
八
章
に
お
け
る
『
夢
』
と
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
は
、
そ
れ
ま
で
と
異
な
る
特
徴
を
も
つ
。
そ
れ
は
タ
チ
ヤ
ー
ナ

と
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
立
場
の
正
確
な
逆
転
で
あ
る
。
第
八
章
に
お
い
て
は
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
タ
チ
ヤ
ー
ナ
に
恋
し
、
手

紙
を
書
き
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
そ
の
申
入
れ
を
拒
絶
す
る
。
こ
の
筋
書
き
は
、
第
三
章
と
第
四
章
に
お
け
る
二
人
の

21
Уш

аков

﹇16,т.II,с.2
7
2

﹈
を
参
照:«М

Р
А
М
О
Р
Н
Ы
Й
,
[...]
Б
ел
ы
й
или

гладкий,
как

мрамор»

「М
Р
А
М
О
Р
Н
Ы
Й
—

大
理
石
の
よ
う
に
白
い
、
ま
た
は
、
滑
ら
か
な
」。

22

こ
こ
で
の
赤
い
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
『
娘
た
ち
の
歌
』
の
赤
い
民
俗
性
を
継
承
し
民
衆
文
化
の
代
表
者
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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関
係
を
鏡
に
映
す
か
の
よ
う
に
反
転
さ
せ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

23

ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
社
交
界
に
お
け
る
③
事
件
の
場
は
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
邸
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
夢
』
の
小
屋
の
主

オ
ネ
ー
ギ
ン
に
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
と
っ
て
代
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
で
は
、
上
流
貴
族
の
あ
る
部
分
が
肯
定
的
に

描
か
れ
る
一
方
で
、«Н

еобходимы
е
глупцы

»

「
な
く
て
は
な
ら
ぬ
馬
鹿
者
」（V,с.151

）
が
闊
歩
す
る
さ
ま
も

捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
社
交
界
の
「
馬
鹿
者
」
た
ち
は
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の«гости»

「
客
た
ち
」（Т

ам
ж
е

）
で
あ

る
。
そ
の
な
か
に
は
「
赤
い
頬
」
を
し
た
プ
ロ
ラ
ー
ソ
フ
が
お
り
、
こ
こ
で
も
プ
ー
シ
キ
ン
は
赤
の
点
描
の
手
法

を
用
い
て
い
る:

«В
дверях

другой
диктатор

бальны
й
/
С
тоял

картинкою
ж
урнальной,

/
Р
у
м
я
н,

как
вербны

й
херувим»

「
舞
踏
の
会
の
独
裁
者/

こ
の
ほ
う
は
流
行
雑
誌
の
挿
絵
よ
ろ
し
く
つ
っ
立
っ
て
た

が/

「
柳
の
週
」
の
天
使
の
よ
う
に
赤
い
頬
し
て
」（V,с.152

）。
赤
い
形
象
と
し
て«дамы

пож
илы

е
[...]

в
розах»

「
ば
ら
を
飾
っ
た
﹇
…
﹈
年
輩
の
ご
婦
人
」（V,с.151

）
も
こ
こ
に
い
る
。«с

виду
злы

е»

「
見
る
か

ら
に
意
地
悪
そ
う
な
」、«Н

е
улы

баю
щ
ихся

лиц»

「
に
こ
り
と
も
せ
ぬ
」（
以
上V,с.151

）、«картинкою
ж
урнальной»

「
流
行
雑
誌
の
挿
絵
よ
ろ
し
く
」、«вербны

й
херувим»

「
柳
の
週
の
天
使
」
等
、
彼
ら
の
描
写

は
戯
画
そ
の
も
の
で
あ
り
、『
夢
』
③
の
赤
い
悪
鬼
と
相
通
じ
る
。
つ
ま
り
「
赤
い
頬
」
を
し
た
プ
ロ
ラ
ー
ソ
フ

の
仲
間
た
ち
は
『
夢
』
の
化
物
の
イ
メ
ー
ジ
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
れ
る
。

②
道
行
の
モ
チ
ー
フ
も
、
こ
こ
で
は
タ
チ
ヤ
ー
ナ
で
は
な
く
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
も
の
で
あ
る
。
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
か

つ
て
恋
の
悩
み
、
す
な
わ
ち
「
オ
ネ
ー
ギ
ン
は
救
い
主
か
そ
れ
と
も
誘
惑
者
か
」
と
い
う
悩
み
に
掻
き
乱
さ
れ
不

安
定
な
心
情
の
ま
に
ま
に
『
夢
』
の
幻
想
的
世
界
を
彷
徨
し
た
よ
う
に
、
第13

節
に
お
い
て
、
い
ま
や
オ
ネ
ー
ギ

ン
が
「
不
安
」
に
囚
わ
れ
、
放
浪
の
旅
に
上
っ
た
暁
に
、
事
件
の
場
・
舞
踏
会
に
来
合
わ
せ
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ

て
い
る:«И

м
овладело

б
есп
ок
ой
ст
во,

/
[...]

И
начал

странствия
без

цели,
/
Д
оступны

й
чувству

одному»

「
彼
は
あ
る
種
の
不
安
な
気
持
ち
の
と
り
こ
と
な
っ
た
。/
﹇...

﹈
感
情
の
み
に
身
を
任
せ
つ
つ/

あ

23
Гуковский

﹇5,с.2
6
9–
2
7
1

﹈
も
こ
こ
に
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
タ
チ
ヤ
ー
ナ
を
め
ぐ
る
構
造
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

270



て
ど
な
き
放
浪
の
旅
に
の
ぼ
っ
た
」（V,с.14

7

）。
た
だ
し
、
孤
独
な
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
放
浪
は
、
も
は
や
従
僕
に

付
添
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、「
感
情
に
の
み
身
を
ま
か
せ
た
」
あ
て
の
な
い
、
つ
ま
り
立
脚
点
を
失
く
し
、
自
己

喪
失
の
不
安
に
占
有
さ
れ
た
長
い
道
行
だ
っ
た
と
い
え
る
。

か
つ
て
は
人
物
描
写
に
お
け
る
即
物
的
な
赤
と
白
の
色
彩
表
現
は
タ
チ
ヤ
ー
ナ
に
特
有
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、第

八
章
で
は
逆
に
オ
ネ
ー
ギ
ン
に
関
わ
る
描
写
に
特
徴
的
に
現
れ
る:«Где

ок
ровавл

ен
н
ая

тень
/
Е
му

являлась
каж

ды
й
день»

「
来
る
日
も
来
る
日
も/

血
に
染
ん
だ
亡
霊
の
出
る
」（Т

ам
ж
е

）、«
Б
л
ед
н
ет
ь
О
негин

начинает»

「
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
は
顔
色
が
蒼
ざ
め
て
く
る
」（V,с.154

）、«В
вас
и
ск
ру

неж
ности

заметя»

「
あ
な
た
の
う
ち
に
優
し
さ
の
火
花
を
そ
れ
と
認
め
な
が
ら
も
」（V,с.155

）、«И
перед

ним
п
ы
л
ал
к
ам
и
н,

/
[...]

и
ронял

/
В
огон
ь
то

туфлю
,
то

ж
урнал»

「
眼
の
前
で
壁
炉
が
さ
か
ん
に
燃
え
て
い
る/

﹇
…
﹈

火
の
中
へ/

と
き
に
ス
リ
ッ
パ
　
と
き
に
雑
誌
を
取
り
落
と
す
」（V,с.158–

159

）。
第
一
章
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク

の
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
描
写
が
特
定
の
色
彩
と
結
び
つ
か
ず
、
き
ら
び
や
か
で
雑
多
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
こ
と
を
思

い
起
こ
そ
う
。
色
彩
表
現
に
よ
る
性
格
描
写
と
し
て
も
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
逆
転
が
露
な
の
で
あ
る
。

④
事
件1

―――
オ
ネ
ー
ギ
ン
と
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
交
渉
も
、
以
前
と
は
立
場
、
感
情
の
動
き
が
逆
転
し
て
い
る
。«В

ней
сохран

я
л
ся
т
от
ж
е
т
он,

/
Б
ы
л
т
ак
ж
е
т
и
х
ее

поклон»

「
以
前
に
渝
ら
ぬ
節
度
を
保
ち
　
会
釈

の
し
ぶ
り
も/

以
前
と
同
じ
く
静
か
で
あ
っ
た
」（V,с.14

9

）
―――
節
度
と
静
け
さ
を
保
つ
タ
チ
ヤ
ー
ナ
に
対
し
、

オ
ネ
ー
ギ
ン
は
言
葉
を
失
い
気
ま
ず
い
ば
か
り
で
あ
る:«

С
л
ова
н
ей
д
у
т

/
И
з
уст

О
негина.

У
грю
м
ы
й,

/
Н
ел
овк
и
й,

он
ед
ва-ед

ва
/
Е
й
отвечает»

「
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
口
か
ら
は/

ひ
と
こ
と
も
言
葉
が
出
な
い
。
憂

鬱
な/

き
ま
り
悪
げ
な
面
持
ち
で
　
ど
う
に
か
や
っ
と
彼
女
の
問
い
に
答
え
る
ば
か
り
」（V,с.150

）。

⑦
謎
解
の
モ
チ
ー
フ
も
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
主
体
と
な
る
。
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
第
五
章
で
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ザ
デ
ー
カ

の
占
い
本
、
第
七
章
で
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
蔵
書
を
読
ん
だ
よ
う
に
、
第
八
章
第35
節
に
お
い
て
オ
ネ
ー
ギ
ン
は
「
手

当
た
り
し
だ
い
に
読
書
」
を
す
る:«С

тал
вновь

читать
он

без
разбора»

「
彼
は
ふ
た
た
び
手
当
た
り
次
第
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に
読
書
を
は
じ
め
た
」（V,с.157

）。
そ
の
謎
と
は
、
彼
に
放
浪
の
旅
を
さ
せ
た
「
あ
る
種
の
不
安
な
気
持
ち
」
と

そ
の
果
て
に
あ
る
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
変
貌
へ
の
夢
の
よ
う
な
「
分
ら
な
さ
」
で
あ
る:«Х

оть
он

глядел
нельзя

прилеж
ней,

/
Н
о
и
следов

Т
атьяны

преж
ней

/
Н
е
мог

О
негин

обрести»

「
眸
を
凝
ら
し
つ
く
づ
く

と
ど
ん
な
に
相
手
を
見
つ
め
て
も/

オ
ネ
ー
ギ
ン
は
か
ね
て
知
る
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の/

お
も
か
げ
の
そ
の
跡
さ
え
も

見
出
し
え
な
い
」（V,с.14

9

）、«Уж
ель

та
самая

Т
атьяна,

/
[...]

Т
а
девочка...

иль
это
сон?»

「
あ
れ

が
あ
の
タ
チ
ヤ
ー
ナ
だ
と
は/

﹇
…
﹈
あ
の
娘
…
…
そ
れ
と
も
こ
れ
は
夢
な
の
か
？
」（V,с.14

9–
150

）。「
分
ら

な
さ
」
と
い
う
心
情
が
契
機
と
な
っ
て
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
『
夢
』
と
い
う
幻
想
的
世
界
に
踏
込
む
に
至
っ
た
（
タ
チ

ヤ
ー
ナ
が
『
夢
』
の
事
件
の
場
で
悪
鬼
た
ち
を
覗
き
見
る
直
前
の
心
理
は
、
合
点
の
ゆ
か
ぬ
奇
妙
な
思
い
で
あ
る:

«Н
е
видя

тут
ни

капли
толку»

「
な
に
が
な
に
や
ら
合
点
が
行
か
ず
」（V,с.9

2

））
の
と
ま
さ
に
同
じ
よ
う

に
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
が
こ
の
「
分
ら
な
さ
」
ゆ
え
に
悲
劇
的
な
幻
視
に
囚
わ
れ
る
。「
分
ら
な
さ
」
を
契
機
と
す
る
幻

視
の
モ
チ
ー
フ
は
、
ま
さ
に
『
夢
』
と
の
パ
ラ
レ
ル
を
浮
彫
り
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
採
る
心

理
上
の
論
理
と
し
て
非
常
に
興
味
深
い:«И

постепенно
в
усы

пленье
/
И

чувств
и
дум

впадает
он,

/
А

перед
ним

воображ
енье

/
С
вой

пестры
й
мечет

фараон.
/
Т
о
видит

он:
на

талом
снеге,

/
К
ак

будто
спящ

ий
на

ночлеге,
/
Н
едвиж

им
ю
нош

а
леж

ит,..»

「
こ
う
し
て
彼
は
次
第
次
第
に/

感
情
と
思

想
の
麻
酔
に
落
ち
て
ゆ
く
。/

「
想
像
」
が
眼
の
前
で
色
と
り
ど
り
の/

フ
ァ
ラ
オ
ン
の
カ
ー
ド
を
配
る
。/

あ

る
と
き
は
溶
け
か
け
た
雪
の
褥
に/

野
宿
で
も
し
て
寝
て
い
る
よ
う
に
　
身
動
き
せ
ず/

横
た
わ
る
若
者
の
姿
が

見
え
て
…
」（V,с.158

）。
オ
ネ
ー
ギ
ン
は
謎
を
解
い
た
の
か
？

ロ
マ
ン
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
せ
ず
終
焉
を
迎

え
る
。

24

24

語
り
手
は
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
「
あ
る
種
の
不
安
」
の
謎
解
モ
チ
ー
フ
・
幻
視
に
続
き
、
第38

節
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る:«О

н
так

привы
к
теряться

в
этом,

/
Ч
то

чуть
с
ума

не
своротил

/
И
ли

не
сделался

поэтом»

「
こ
う
し
た
境
地
に
我
を
忘
れ

て
ひ
た
り
切
る
癖
が
昂
じ
て/

彼
は
今
に
も
発
狂
す
る
か
　
ま
た
は
詩
人
に/

な
り
そ
う
な
気
配
で
あ
っ
た
」（V,с.158

）。
最
後
の
望

み
の
愛
の
喪
失
に
よ
る
発
狂
と
、
詩
人
の
諧
謔
的
イ
メ
ー
ジ
と
へ
の
言
及
は
、«М

едны
й
всадник»

『
青
銅
の
騎
士
』
に
お
け
る
「
詩
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こ
う
し
て
第
八
章
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
社
交
界
に
も
『
夢
』
の
①
、
②
、
③
、
④
、
⑦
の
物
語
構
造
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
面
も
『
夢
』
プ
ロ
ッ
ト
の
変
奏
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

4

ま
と
め
―――
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
の
芸
術
的
意
義

本
稿
で
は
ま
ず
白
と
赤
の
形
象
に
よ
っ
て
対
応
づ
け
ら
れ
る
関
係
に
着
目
し
、
第
四
章
と
第
五
章
の
雪
の
情
景

描
写
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
を
検
討
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
様
式
的
対
立
―――
貴
族
的
視
点
に
よ
る
文
学
様
式
化
さ
れ
た

手
法
と
、
民
衆
的
視
点
に
よ
る
現
実
指
向
の
手
法
と
の
対
立
―――
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に

様
式
的
対
置
の
み
な
ら
ず
、
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
の
手
法
が
プ
ロ
ッ
ト
の
対
置
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
適
用
さ
れ
る
様
子

を
辿
っ
て
み
た
。『
夢
』
に
認
め
ら
れ
る
七
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
構
造
は
、
そ
の
後
の
主
要
プ
ロ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
登
場

人
物
の
不
在
に
伴
う
事
件
の
脱
落
、
道
行
モ
チ
ー
フ
の
欠
落
が
個
別
に
あ
る
に
せ
よ
、
導
入
部
、
事
件
の
場
、
謎

解
に
関
し
一
貫
し
て
繰
返
さ
れ
、

25

パ
ラ
レ
ル
を
形
作
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
際
、
白
と
赤
の
色
彩
表
現
が

『
夢
』
以
降
の
主
な
プ
ロ
ッ
ト
に
お
い
て
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
の
導
入
指
標
と
し
て
追
跡
で
き
た
。
そ
の
パ
ラ
レ
ル
構

造
の
一
覧
を
表
1
（p.2

7
4

）
に
整
理
す
る
。

パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
は
同
一
性
を
も
っ
て
複
数
の
テ
ク
ス
ト
を
対
置
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
ぞ

れ
の
テ
ク
ス
ト
の
同
じ
よ
う
に
み
え
る
も
の
の
相
違
点
を
浮
彫
り
に
し
、
ま
た
あ
る
場
合
に
は
違
っ
て
み
え
る
も

人
の
よ
う
に
ほ
っ
と
溜
息
を
つ
」
き
、
恋
人
を
失
っ
た
あ
と
に
発
狂
し
た
十
四
等
官
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
の
性
格
を
あ
り
あ
り
と
想
起
さ
せ

る
。
プ
ー
シ
キ
ン
は
こ
の
謎
解
を
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
の
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
で
は
も
は
や
不
可
能
だ
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

25
Б
аевский

﹇1

﹈
は
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
に
お
け
る
テ
ー
マ
の
「
繰
返
し
」
の
手
法
に
つ
い
て
興
味
深
い
論
証
を
行
っ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
時
刻
を
知
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、
ブ
レ
ゲ
時
計
（
モ
ー
ド
な
機
械
）、
胃
（
空
腹
）、
食
卓
（
牧
歌
的
刻
限
）
と
い
う
別

な
方
法
が
三
度
繰
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
的
差
異
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
指
摘
し
て
い
る
。
プ

ロ
ッ
ト
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
も
こ
う
し
た
「
繰
返
し
」
の
拡
張
さ
れ
た
手
法
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
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の
の
同
一
性
を
強
調
す
る
。
二
つ
の
雪
の
情
景
描
写
は
同
じ
よ
う
な
風
景
を
描
き
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
描
写
様

式
の
際
立
っ
た
相
違
点
を
表
出
し
て
い
る
。『
夢
』
は
そ
の
後
の
プ
ロ
ッ
ト
を
パ
ラ
レ
ル
と
し
て
引
寄
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
名
の
日
の
客
た
ち
、
ロ
マ
ン
主
義
的
書
物
、
社
交
界
の
客
た
ち
等
、
違
っ
て
み
え
る
も
の
を
フ
ォ
ー
ク

ロ
ア
の
悪
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
に
同
一
化
す
る
。
ま
た
一
方
で
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
は
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の

心
情
の
変
化
、
謎
解
へ
の
取
組
み
の
変
遷
を
際
立
た
せ
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
と
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
心
理
劇
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
逆
転
を
露
に
す
る
手
法
に
な
っ
て
い
る
。

プ
ー
シ
キ
ン
の
簡
潔
な
要
約«собранье

пестры
х
глав»

「
色
と
り
ど
り
の
章
の
あ
つ
ま
り
」
に
込
め
ら
れ

た
、
様
々
な
調
子
・
様
式
の
混
淆
と
い
う
原
理
は
、
ロ
ー
ト
マ
ン
の
「
矛
盾
の
原
理26

」
や
ト
ゥ
イ
ニ
ャ
ー
ノ
フ

の
「
ジ
ャ
ン
ル
の
自
由
な
切
替
え27

」
と
い
う
定
式
化
に
よ
っ
て
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
の
特
殊
性
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
き
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
白
と
赤
の
色
彩
表
現
が
、«пестры

й»

「
雑
色
の
・
色
と
り
ど
り
の
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
の
第
一
義
で
あ
る
色
彩
概
念
を
具
現
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
の
導
入
指
標
と
し

て
―――
内
容
の
異
な
る
テ
ク
ス
ト
を
対
置
す
る
結
節
点
と
し
て
―――
、
物
語
の
構
成
原
理
の
役
割
を
果
た
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

18
2
0

年
代
、
国
民
文
学
・
民
衆
的
文
学
の
創
造
が
、
ロ
マ
ン
主
義
文
学
論
と
表
裏
を
な
し
て
当
時
の
文
芸
理

論
家
の
み
な
ら
ず
プ
ー
シ
キ
ン
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
（см.:

Т
омаш

евский

﹇14,с.115–
12
6

﹈）。
プ
ー

26

「
矛
盾
の
原
理
は
ロ
マ
ン
の
全
体
に
わ
た
っ
て
、
極
め
て
多
様
な
構
造
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
様
々
な
章
、
節

に
お
け
る
登
場
人
物
の
違
っ
た
特
徴
描
写
の
衝
突
で
あ
り
、
語
り
の
ト
ー
ン
の
激
し
い
転
換
で
あ
り
﹇
中
略
﹈、
テ
ク
ス
ト
と
そ
れ
に
付

し
た
著
者
の
注
釈
と
の
衝
突
で
あ
り
、
あ
る
い
は
第
二
章
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
み
ら
れ
る
種
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
同
音
異
義
句
の
利
用
で
あ

る
」（Л

отман

﹇9,с.30

﹈）。

27

「『
自
由
な
ロ
マ
ン
』、
プ
ー
シ
キ
ン
の
表
現
で
は
『
パ
ノ
ラ
マ
』
は
、
プ
ラ
ン
か
ら
プ
ラ
ン
へ
、
あ
る
ト
ー
ン
か
ら
別
の
ト
ー
ン
へ

切
替
え
る
こ
と
で
素
材
を
構
築
す
る
。﹇
中
略
﹈
結
果
と
し
て
自
由
な
の
は
ジ
ャ
ン
ル
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ン
か
ら
プ
ラ
ン
へ
の

切
替
え
の
結
果
、
ジ
ャ
ン
ル
は
強
制
力
を
失
い
、
開
か
れ
た
も
の
と
な
り
、
多
く
の
閉
じ
た
ジ
ャ
ン
ル
を
同
時
に
滑
り
ま
わ
る
も
の
と

な
っ
た
の
だ
」（Т

ы
нянов

﹇15,с.156–
157

﹈）。
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シ
キ
ン
に
と
っ
て
文
学
の
民
族
性
・
国
民
性
は
、
評
論
の
草
稿«О

народности
в
литературе»

『
文
学
に
お

け
る
国
民
性
に
つ
い
て
』（18

2
5–
18
2
6

年
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
）
に
み
え
る
と
お
り
、
祖
国
の
歴
史
的
素
材
や
ロ

シ
ア
的
表
現
に
そ
の
本
質
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
反
映
す
る
よ
う
な
民
衆
の
思
考
・
も
の
の
感

じ
方
を
具
現
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
プ
ー
シ
キ
ン
は
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
に
お
い
て
民
間
伝
承
に

基
づ
く
プ
ロ
ッ
ト
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
民
衆
的
文
学
の
モ
デ
ル
を
示
し
た
の
だ
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
の

方
法
は
プ
ー
シ
キ
ン
の
い
う«особенная

физиономия,
которая

более
или

менее
отраж

ается
в
зеркале

поэзии»
「
多
か
れ
少
な
か
れ
詩
の
鏡
に
反
映
す
る
特
別
な
相
貌
」（V

II,с.2
8–
2
9

）
に
呼
応
す
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。『
夢
』
の
プ
ロ
ッ
ト
構
造
が
そ
の
後
の
プ
ロ
ッ
ト
に
お
い
て
も
繰
返
さ
れ
、
敷
衍
・
変
容
さ
せ
ら
れ
る

と
い
う
物
語
の
原
理
。『
夢
』
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
立
脚
し
た
民
俗
様
式
の
幻
想
が
各
プ
ロ
ッ
ト
の
パ
ラ
レ
ル
と

し
て
対
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
る
で
各
プ
ロ
ッ
ト
は
同
時
代
の
風
俗
、
性
情
を
描
き
な
が
ら
も
フ
ォ
ー
ク
ロ

ア
を
共
通
の
基
盤
と
す
る
か
の
よ
う
に
民
族
的
色
彩
の
照
射
を
受
け
る
。
つ
ま
り
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
は
フ
ォ
ー
ク
ロ

ア
に
基
づ
く
『
夢
』
の
形
象
が
名
の
日
の
祝
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
書
斎
、
社
交
界
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う

な
効
果
を
生
出
し
、
同
時
代
の
事
件
を
描
き
つ
つ
―――
外
面
的
に
は
ロ
シ
ア
的
語
彙
、
歴
史
的
素
材
が
特
徴
的
で

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
―――
民
衆
的
心
性
の
表
現
に
寄
与
し
て
い
る
。
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
書
斎
、
上
流
社
会
は
民
衆

的
心
性
に
み
え
る
風
景
と
も
い
え
る
。

白
と
赤
の
色
彩
表
現
が
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
の
導
入
指
標
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
、
色
彩
表
現
は
特
異

な
も
の
で
は
な
く
描
写
の
過
程
で
「
偶
然
」
に
現
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
作
者
は
必
ず
し
も
色
彩
表
現
に
重
点
を
置
い

た
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
確
か
に
、
プ
ー
シ
キ
ン
が
評
論
等
に

お
い
て
自
作
や
他
の
作
家
の
色
彩
表
現
の
あ
り
か
た
を
論
じ
た
と
い
う
よ
う
な
、
直
接
的
議
論
の
形
跡
は
見
当
た

ら
な
い
。
し
か
し
、
色
彩
表
現
の
構
成
上
の
役
割
を
認
め
な
け
れ
ば
、
な
ぜ
雪
の
情
景
に
赤
い
鵞
鳥
が
現
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
な
ぜ
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
社
交
界
に
タ
チ
ヤ
ー
ナ
が
真
赤
な
ベ
レ
ー
帽
で
登
場
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
が
分
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
ま
た
別
の
面
か
ら
は
、
色
彩
表
現
が
プ
ロ
ッ
ト
の
重
要
部

分
に
出
現
す
る
こ
と
が
「
偶
然
で
は
な
い
」
根
拠
と
し
て
―――
本
質
的
な
証
明
で
は
な
い
が
―――
統
計
的
な
観
点

を
あ
げ
て
お
く
。『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
の
テ
ク
ス
ト
は
、
第
一
章
か
ら
第
八
章
及
び
旅
の
断
章
の
範
囲
で
章
名
、
題
銘
、

註
、
散
文
部
を
除
き
、
筆
者
の
勘
定
で
は
、
約2

5,50
0

語
、
約5,550

行
を
擁
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち1.2

項

の
基
準
に
該
当
す
る
色
彩
表
現
は2

8
0

に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
詩
節
換
算
で
は
平
均
で1

詩
節
に0.7

1

語
程
度

（
計
算
式:

2
8
0÷

(5,550÷
14)

）
し
か
色
彩
表
現
が
出
現
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
対
象
に
恣
意
性
が
な
い
こ
と
を

前
提
と
す
る
統
計
的
判
断
を
、
作
者
の
創
意
の
結
実
で
あ
る
文
学
作
品
に
対
し
て
試
み
る
の
は
、
極
め
て
慎
重
な

ア
プ
ロ
ー
チ
を
要
す
る
が
、
敢
え
て
色
彩
表
現
が
ラ
ン
ダ
ム
に
―――
つ
ま
り
完
全
な
る
偶
然
に
左
右
さ
れ
て
―――

配
置
さ
れ
て
い
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、
次
の
第
五
章
『
夢
』
の
導
入
部
に
お
い
て
、1

詩
節
の
う

ち
の
し
か
も
連
続
す
る4

行
に6
語
も
の
集
中
度
を
も
っ
て
白
と
赤
の
色
彩
表
現
が
出
現
す
る
現
象
を
、
果
た
し

て
「
偶
然
」
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か:«Н

а
солнце

и
н
ей

в
день

м
орозн

ы
й,

/
И

сани,
и
зарею

поздной
/
С
иянье

розовы
х
сн
егов,

/
И
м
гл
у
крещ

енских
вечеров»

「
酷
寒
の
日
の
日
向
の
つ
ら
ら/

ま
た
橇
や

お
そ
い
夜
明
け
の/

ば
ら
色
の
耀
い/

主
顕
節
前
後
の
靄
を
」（V,с.8

7

）。

28

28

仮
に
色
彩
表
現
の
頻
度
が
ポ
ア
ソ
ン
分
布
に
従
う
と
す
る
と
、1

詩
節
に6

語
出
現
す
る
確
率
は0.0

0
9%

（
計
算
式:

(0
.71

6
·

e −
0
.71)
/

6!

）
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
著
し
く
低
い
確
率
の
現
象
が
、
本
稿
で
示
し
た
テ
ク
ス
ト
の
重
点
部
に
集
中
す
る
と
い
う
の
は

作
者
の
意
図
を
物
語
る
も
の
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
語
の
分
布
に
ま
っ
た
く
恣
意
性
が
な
い
と
い
う
仮
定
に
基

づ
く
単
純
計
算
で
あ
り
、
統
計
的
評
価
方
法
を
真
に
実
り
あ
る
も
の
に
す
る
に
は
も
っ
と
洗
練
さ
れ
た
理
論
が
必
要
で
あ
る
。
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5

要
約А

ннотация

Ц
ветовой

параллелизм
в

романе
А
.
С
.
П
уш

кина
«Е

вгений
О
негин»

О
толковании

изображ
ения

снеж
ного

пейзаж
а
в
IV

и
V

главах
и
структуре

сю
ж
етов

с
красны

м
образом

на
белом

ф
оне

в
романе.

Я
С
УД

А
И
сао

П
араллелизм

играет
значительную

роль
в
романе

П
уш

кина
«Е

вгений
О
негин».

В
настоящ

ей
статье

под
«параллелизмом»

мы
понимаем

не
только

однородное
синтаксическое

построение
двух

предлож
ений,

но
такж

е
текстовое

сопоставление
вообщ

е.
В
романе

П
уш

кин
изображ

ает
снеж

ны
й
пейзаж

одной
и
той

ж
е
зимы

дваж
ды

в
X
LII

строф
е
IV

главы
и
во

II
строф

е
V

главы
.
Т
щ
ательно

сравнивая
одну

строфу
с
другой,

в
обоих

мы
замечаем

общ
ие

черты
.
М
еж

ду
ними

мы
обращ

аем
внимание

на
мелкие

цветовы
е
образы

—
нечто

красное
на

белом
снеж

ном
ф
оне:

«Н
а
к
расн
ы
х
лапках

гусь
тяж

елы
й»

(IV
)
и
«Я

мщ
ик

[...]
в
к
расн
ом

ку-
ш
аке»

(V
).М

ы
видим,

что
П
уш

кин
сопоставляет

две
строфы

,
имею

щ
ие

общ
ие

признаки,
которы

е
несут

в
себе

некий
особенны

й
смы

сл.
А
нализируя

различия
меж

ду
двумя

строфами,
мы

замечаем
резкую

стилистическую
разницу

меж
ду

ними:
строфа

IV
главы

несет
дворянскую

,
литературную

стилизацию
,
а
строфа

V
главы

характеризуется
простонародной,

реальной
природой.

С
ильное

впечатление
производит

параллелизм
на

цветовы
х
образах

—
красном

на
белом

ф
оне.

Ц
вета

красны
й
и
белы

й
до

IV
главы

вклю
чительно

окраш
иваю

т,
главны

м
образом,

романтические
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эмоции
Т
атьяны

.
Т
аковы

«облатка
розовая»

на
«
восп
ал
ен
н
ом
я
зы
к
е»,

а
такж

е
«бледная»

«ту-
манная»

романтическая
«
л
у
н
а».

О
днако

в
IV

главе
цвета

красны
й
и
белы

й
приобретаю

т
некую

метатекствую
функцию

в
качестве

указателя
параллелизма

—
цветового

параллелизма
как

в
со-

поставлении
X
LII

строфы
IV

главы
со

II
строф

ой
V

главы
.
Р
ифма

«
м
орозы»

(белы
й
образ)

—
«
розы»

(красны
й)

является
первы

м
появлением

его.
В
о
«сне

Т
атьяны

»
цветовой

параллелизм
приобретает

композиционную
роль.

П
ри

этом
соче-

тание
красного

цвета
с
белы

м
вы

ступает
в
качестве

указателя
сю

ж
етного

параллелизма.
«С

он»
имеет

7
мотивов

в
сю

ж
етной

структуре.(1)
В
ступление

с
образом

красного
на

белом
ф
оне

(«
зарею

поздной
/
С
иянье

розовы
х
сн
егов,

/
И
м
гл
у
крещ

енских
вечеров»);

(2)
П
ереход

к
месту

собы
-

тий
с
лакеем

(переход
за

реку
с
медведем);

(3)
М
есто

собы
тий

(О
негин-хозяин

и
пирую

щ
ие

гости
со

красны
м
цветом

—
чудовищ

а);
(4)

Л
ю
бовное

отнош
ение

меж
ду

О
негины

м
и
Т
атьяной

(умы
кание

эротическое);
(5)

В
раж

дебное
отнош

ение
меж

ду
О
негины

м
и
Л
енским

(убийство);
(6)

К
расная

О
льга;

(7)
З
агадка

(книгой
М
арты

на
З
адека).

С
ю
ж
еты

,
следую

щ
ие

за
«сном»

повторяю
т
эту

структуру
по

мотивам.
«И

менины
»
варьирую

т
(1)

«утренню
ю
д
ол
и
н
у»

(белую
)
и

«
б
агря
н
у
ю
руку»

(красную
),(3)

гостей,
имею

щ
их

причудливы
е
имена,

таких
как

мосье
Т
рике

«в
ры
ж
ем

парике»,
(4)

ож
ивление

Т
ани

неж
ны

м
взором

О
негина,

(5)
негодование

Л
енского,

увидев
(6)

«
ру
м
я
н
ец»

в
лице

О
льги,

(7)
суж

дение
Т
атьяны

:
«П

огибну».
Т
ак

ж
е
подобны

и
сю

ж
еты

,
следую

щ
ие

за
«именинами».

Д
ело

здесь
не

только
в
«крови»

Л
енского

в
V
I
главе.

В
V
II

главе
Т
атьяна

посещ
ает

дом
О
негина

в
отсутствии

хозяина.
Э
тот

сю
ж
ет

тож
е
является

геометрическим
параллелизмом

со
«сном»

и
имеет

его
мотивы

(1)–(4)
и
(7).

П
ереход

за
реку,

образ
красного

«
огн
я
ры

бачего»
на

белом
ф
оне

«
сереб
ри
ст
ой
л
у
н
ы»,

«ребят
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дворовая
семья»

в
качестве

лакея
—

это
ясны

е
указатели

параллелизма
со

«сном».
В

таком
случае

чудовищ
ам,

в
отнош

ении
параллелизма

со
«сном»,

здесь
соответствую

т
портрет

Б
айрона,

статуэтка
Н
аполеона

и
романтические

книги
в
кабинете

О
негина.

З
десь

(7)
загадка

Т
атьяны

—
чтение

в
кабинете

О
негина:

«Уж
не

пародия
ли

он?».
И

в
М
оскве

V
II

главы
и
П
етербурге

V
III

главы
действую

т
образы

красного
и
белого.

В
сценах

М
осквы

самы
й
город

вы
ступает

как
белы

й
образ.

П
уш

кин
зовет

М
оскву

«
б
ел
ок
ам
ен
н
ой»

с
горящ

им
«
ж
аром».

К
расны

е
образы

(3)
в
М
оскве

оказались
«пож

аром»
и
«
свеч
ам
и»

С
обранья.

В
П
етербурге

представительницей
вы

с-
ш
ей

сф
еры

национальной
культуры

светской
Р
оссии

вы
водится

Н
ина

В
оронская

с
«
м
рам
орн
ою

красою
».З

десь
Т
атьяна

появляется
на

сцену
«в
м
ал
и
н
овом

берете».Т
о
есть,

она
сама

ассоцииру-
ется

с
образом

красного
цвета

как
представительница

народной
культуры

.
Н
о
здесь

появляю
тся

«необходимы
е
глупцы

».
П
уш

кин
рисует

их
приемом

красного
пуантилизма:

«
Р
у
м
я
н,

как
вербны

й
херувим».

О
ни

как
будто

перекликаю
тся

с
чудовищ

ами
во

«сне».
В

статье
«О

народности
в
литературе»

(18
2
5–
18
2
6)

П
уш

кин
указы

вает,
что

истинная
народ-

ность
состоит

не
в
вы

боре
предметов

из
русской

истории,
и
не

в
русских

словах,
а
в
«образе

мы
слей

и
чувствований»,

отраж
енны

х
в
зеркале

народного
ф
ольклора.

Э
то

позволяет
нам

сде-
лать

вы
вод,

что
П
уш

кин
представил

в
«Е

вгении
О
негине»

образец
для

программы
об

истинной
народности,

разверты
вая

свой
современны

й
роман

на
основе

принципа
цветового,

сю
ж
етного

па-
раллелизма,

которы
й
отправляется

от
фантазии,

присущ
ей

народному
ф
ольклору.
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