
（
１
）「
山
彦
」
の
意
義

　
「
山
彦
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
明
治
四
十
・
一
）
は
、「
千
鳥
」

に
続
く
鈴
木
三
重
吉
の
第
二
作
目
の
小
説
で
あ
る
注
１
。「
千

鳥
」「
山
彦
」
と
も
に
珠
玉
の
短
篇
と
し
て
世
評
は
高
い
も
の

の
、
私
見
で
は
、
そ
の
真
価
が
充
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と

は
言
い
難
い
。
と
り
わ
け
「
山
彦
」
に
関
し
て
は
、
も
っ
ぱ
ら

鈴
木
三
重
吉
論
の
一
部
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
程
度
で
あ
り
、

少
数
の
例
外
を
除
き
単
独
の
作
品
論
が
存
在
し
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
山
彦
」
は
も
っ
と
論
じ
ら
れ
る
べ
き
小

説
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
端
的
に
言
う
な
ら
、「
山
彦
」
が
、

作
品
の
構
造
に
お
い
て
も
、
小
説
言
説
の
運
動
に
お
い
て
も
、

き
わ
め
て
高
い
水
準
を
持
つ
作
品
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
第

二
に
、「
山
彦
」
が
、「
写
生
文
」
か
ら
「
小
説
」
へ
の
飛
躍
の

問
題
を
体
現
し
た
作
品
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
作
者
自
身
が
自

覚
し
な
が
ら
執
筆
さ
れ
た
作
品
だ
か
ら
で
あ
る
。
写
生
文
と
い

う
散
文
様
式
は
、
い
か
に
し
て
小
説
と
い
う
虚
構
様
式
に
変
性

さ
れ
う
る
の
か
。
ま
た
そ
の
過
程
に
い
か
な
る
技
術
的
問
題
が

介
在
す
る
の
か
。「
山
彦
」
は
、
写
生
文
言
説
と
小
説
言
説
の

連
続
と
断
絶
の
問
題
を
、
具
体
的
な
執
筆
行
為
と
し
て
刻
印
し

た
作
品
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

作
品
完
成
直
後
、
三
重
吉
が
繰
り
返
し
言
及
し
た
の
は
、

「
山
彦
」
が
新
し
い
写
生
文
の
地
平
を
切
り
拓
い
た
と
い
う
自

負
で
あ
る
。
次
の
最
初
の
引
用
は
、
明
治
三
十
九
年
十
二
月

二
十
八
日
付
書
簡
、
二
番
目
は
翌
年
一
月
十
三
日
付
葉
書
、
い

ず
れ
も
親
友
で
あ
っ
た
加
計
正
文
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

注
２
。

　

今
の
小
説
家
は
と
て
も
こ
ん
な
も
の
を
よ
う
か
ゝ
ぬ
。
こ

れ
ま
で
の
日
本
に
は
こ
ん
な
た
ち

0

0

の
小
説
は
寅
彦
さ
ん
の
作

の
外
に
は
な
い
。
而
し
寅
彦
さ
ん
の
は
み
ん
な
五
頁
位
だ
。

こ
の
一
條
は
自
ら
ひ
そ
か
に
得
意
の
所
。

　

僕
は
「
山
彦
」
に
就
て
は
「
こ
れ
ま
で
こ
ん
な
風
の
も
の

を
書
い
た
小
説
家
は
な
い
。
ホ
ト
丶
ギ
ス
一
派
の
写
生
文
を

写
生
装
置
と
し
て
の
〈
自
分
〉

　
　

―
―
鈴
木
三
重
吉
「
山
彦
」
論

武　

田　

信　

明
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一
歩
進
め
た
も
の
が
僕
で
僕
の
や
う
な
の
が
主
な
土
台
と
な

つ
て
大
文
学
が
出
来
る
の
だ
」
と
自
信
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
以

外
に
何
も
誇
ら
な
い
。

前
者
の
「
寅
彦
」
と
は
寺
田
寅
彦
の
事
で
あ
る
。
三
重
吉

は
、
寺
田
寅
彦
の
写
生
文
作
品
、
と
り
わ
け
「
団
栗
」（
明
治

三
十
八
・
四
）
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
作
家
の

発
言
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
た
だ
、
彼

が
言
及
し
て
い
る
の
が
、
写
生
文
に
関
す
る
こ
と
だ
と
い
う
点

に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。「
千
鳥
」「
山
彦
」
な
ど
の
初
期
作

品
の
評
価
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
、
そ
の
詩
的
情
緒

性
、
美
文
調
、
幻
想
小
説
と
し
て
の
完
成
度
の
高
さ
、
そ
の
よ

う
な
側
面
で
は
い
さ
さ
か
も
な
い
の
で
あ
る
。
新
し
い
写
生
文

の
創
造
は
、
単
な
る
文
体
の
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ

は
、「
写
生
文
／
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
差
異
に
か
か
わ

る
問
題
で
あ
り
、
両
者
の
本
質
に
関
与
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
同
時
に
そ
れ
は
、
優
れ
て
技
術
的
な
問
題
で

も
あ
る
だ
ろ
う
。
先
の
書
簡
の
中
で
、
三
重
吉
は
寺
田
寅
彦
作

品
と
の
差
異
を
〈
寅
彦
さ
ん
の
は
み
ん
な
五
頁
位
だ
〉
と
長
短

に
お
い
て
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
写
生
文
」
か
ら
「
小

説
」
へ
の
移
行
に
、
長
さ
、
す
な
わ
ち
言
説
の
持
続
と
い
う
問

題
が
介
在
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
点
ひ
と
つ

と
っ
て
も
、
三
重
吉
の
「
小
説
家
」
と
し
て
の
意
識
の
高
さ

と
、
そ
の
正
当
性
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
検
証
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
「
山
彦
」
の
基
本
的
な

分
析
作
業
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
本
稿
の
目
的
で
あ

る
。（

２
）
空
間
的
布
置

　
「
山
彦
」
に
は
モ
デ
ル
と
な
っ
た
土
地
が
存
在
す
る
。
東
京

帝
大
を
休
学
し
広
島
に
戻
っ
て
い
た
三
重
吉
は
、
明
治
三
十
九

年
九
月
、
復
学
の
た
め
上
京
す
る
。
そ
の
直
前
、
広
島
一
中
時

代
か
ら
の
親
友
、
加
計
正
文
の
実
家
に
数
日
滞
在
す
る
。
加
計

家
は
広
島
県
山
県
郡
加
計
町
（
現
在
は
安
芸
太
田
町
）、
広
島

市
内
か
ら
五
十
キ
ロ
ほ
ど
太
田
川
を
遡
っ
た
土
地
に
あ
る
名
家

で
あ
る
。
屋
号
を
「
隅
屋
」
と
い
い
、
広
大
な
山
林
を
所
有

し
、
江
戸
期
に
は
、
た
た
ら
製
鉄
で
財
を
成
し
た
。
友
人
加
計

正
文
は
二
十
二
代
目
の
当
主
に
あ
た
る
。
三
重
吉
は
、
天
明
元

年
（
一
七
八
一
）
に
建
設
さ
れ
た
山
荘
「
吉
水
亭
」
を
も
訪
れ

て
い
る
。

　
「
山
彦
」
は
、
山
間
の
集
落
で
あ
る
加
計
の
風
土
と
、
加
計

家
、
吉
水
亭
な
ど
を
モ
デ
ル
に
執
筆
さ
れ
た
。
し
か
し
一
方

で
、
作
中
に
「
広
島
」「
加
計
」「
太
田
川
」
と
い
っ
た
具
体
的

な
地
名
が
記
述
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
い
わ
ば
虚
構
の
土
地
、

虚
構
の
屋
敷
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
で
は
ま
ず
、
作
品
空

間
の
概
略
を
次
頁
に
掲
げ
た
「
空
間
概
念
図
」
を
使
っ
て
確
認

し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
「
山
彦
」
の
主
人
公
は
〈
礼
さ
ん
〉
と
呼
ば
れ
る
青
年
で
あ

る
。
彼
は
、
嫁
い
で
い
る
姉
に
会
う
た
め
に
、
城
下
町
か
ら
、
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周
囲
を
山
で
囲
ま
れ
〈
全
く
擂
鉢
の
底
の
よ
う
な
山
中
〉
に
位

置
す
る
山
間
の
村
へ
や
っ
て
来
た
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
そ
の

山
里
に
あ
る
淡
名
屋
と
い
う
大
き
な
商
家
が
姉
の
嫁
ぎ
先
な
の

で
あ
る
。
作
品
は
、
彼
が
淡
名
屋
に
滞
在
し
た
五
日
間
に
限
定

さ
れ
、
そ
の
間
彼
は
一
歩
た
り
と
も
山
里
か
ら
離
れ
る
こ
と
は

な
い
。
つ
ま
り
、
作
品
空
間
は
き
わ
め
て
狭
小
で
あ
り
、
主
人

公
の
行
動
範
囲
も
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
直
接

描
写
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
山
里
の
外
部
空
間
も
言
及

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
淡
名
屋
が
所
有
す
る
広
大
な
山
間
部
が
存

在
す
る
。
淡
名
屋
の
使
用
人
は
、
そ
の
広
が
り
を
〈
家
の
山
は

凡
そ
何
万
町
歩
あ
る
。
こ
こ
か
ら
奧
へ
六
里
這
入
つ
て
も
七
里

這
入
つ
て
も
、
よ
そ
の
家
の
山
は
一
つ
も
歩
か
ぬ
〉
と
自
慢
し

て
み
せ
る
。
こ
の
山
中
深
く
に
、
杣
や
人
夫
が
長
期
間
籠
も
っ

て
木
を
切
り
だ
す
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
。
淡
名
屋
の
若
旦
那

す
な
わ
ち
主
人
公
の
姉
の
夫
も
同
行
し
て
お
り
、
主
人
公
が
訪

れ
た
際
に
は
、
姉
の
そ
ば
に
夫
は
い
な
い
。
山
中
に
は
炭
焼
竈

が
い
く
つ
も
あ
り
、
大
量
の
炭
が
焼
き
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
炭

を
炭
舟
に
積
み
込
ん
で
河
口
に
位
置
す
る
城
下
町
ま
で
運
搬
す

る
の
で
あ
る
。
作
中
で
〈
浜
の
炭
倉
〉
に
関
し
て
言
及
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
海
岸
部
に
淡
名
屋
の
炭
倉
庫
が
あ
る
の
だ
と

推
測
さ
れ
る
。
図
で
示
し
た
よ
う
に
、
山
里
と
下
界
は
一
本
の

川
と
そ
れ
に
沿
っ
た
街
道
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
作
品
の
舞
台
と
な
る
山
里
に
は
三
つ
の
重
要
な
場
所

が
存
在
す
る
。
図
中
に
示
し
た
「
社
」「
墓
地
」
そ
し
て
淡
名

屋
の
屋
敷
内
に
存
在
す
る
「
奥
の
間
」
の
三
箇
所
で
あ
る
。

　

山
里
に
は
村
落
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
あ
る
榎
が
大
き
な
枝
を

広
げ
て
お
り
、
そ
の
下
に
は
淡
名
屋
の
二
代
目
当
主
が
造
っ
た

「
社
」
が
存
在
す
る
。
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
、
か
つ
て
戦
国
武

士
で
あ
っ
た
淡
名
屋
の
主
家
に
あ
た
る
尼
子
氏
で
あ
る
。
こ
の

社
が
淡
名
家
の
起
源
と
そ
の
歴
史
を
象
徴
す
る
ト
ポ
ス
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
淡
名
屋
の
別
種
の
歴
史
を
刻
み
つ
け
て
い
る

の
が
、
村
の
裏
山
に
あ
る
淡
名
屋
の
「
墓
地
」
で
あ
る
。

　

そ
し
て
第
三
の
場
所
は
、
淡
名
屋
の
屋
敷
内
に
あ
る
「
奥
の

間
」
で
あ
る
。
母
家
か
ら
〈
二
十
五
間
だ
と
い
う
長
い
縁
側
〉
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で
繋
が
れ
、
水
と
古
木
に
覆
わ
れ
た
そ
の
部
屋
は
、
淡
名
屋
の

最
奥
部
に
位
置
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
作
品
の
最
奥
部

に
位
置
す
る
空
間
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
さ
に
こ
の
部
屋
こ

そ
、
主
人
公
と
姉
が
二
人
き
り
で
親
密
な
時
間
を
過
ご
す
密
室

的
空
間
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
部
屋
の

天
井
裏
か
ら
古
い
手
紙
の
束
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
で
、
主
人
公

は
そ
の
手
紙
に
綴
ら
れ
た
男
女
の
物
語
に
深
く
は
ま
り
こ
ん
で

い
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
山
里
の
三
つ
の
場
所

は
、
空
間
で
あ
る
と
同
時
に
、
作
品
を
重
層
化
し
て
い
く
た
め

の
「
物
語
」
が
生
成
さ
れ
る
場
所
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
作
品
の
空
間
的
布
置
を
概
観
し
て
き
た
。
で
は
、
最

後
に
も
う
一
度
「
空
間
概
念
図
」
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。「
山

彦
」
は
、
二
重
の
三
項
関
係
で
整
然
と
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
「
淡
名
屋
の
奥
の
間
」
を
中
心
に
し

て
「
社
」「
墓
地
」
の
「
三
」
が
形
作
ら
れ
る
。
す
べ
て
の
事

件
は
こ
の
小
さ
な
三
角
形
内
部
で
発
生
す
る
。
こ
の
三
角
形
自

体
を
ひ
と
つ
の
項
と
し
て
、
そ
の
両
側
で
「
山
」
と
「
城
下

（
海
）」
が
手
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
単
純
、
か
つ
幾
何
学
的
な
構

造
で
あ
る
。「
三
×
三
」
と
い
う
二
重
の
「
三
」。
そ
し
て
さ
ら

に
作
品
で
は
、「
三
の
三
乗
」
す
な
わ
ち
「
二
十
七
」
と
い
う

数
字
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

（
３
）
冒
頭
部
の
分
析

　

で
は
具
体
的
な
作
品
の
分
析
に
う
つ
ろ
う
。「
山
彦
」
は
、

以
下
の
よ
う
な
冒
頭
を
持
つ
。

　

城
下
見
に
行
こ
十
三
里
、
炭
積
ん
で
ゆ
こ
十
三
里
、
と
小

唄
に
謡
ふ
と
い
ふ
十
三
里
を
、
城
下
の
泊
り
か
ら
と
ぼ
〳
〵

と
、
三
里
は
雨
に
濡
れ
て
来
た
。

　

こ
れ
ぢ
や
い
の
、
こ
つ
ち
へ
行
く
と
門
が
ゞ
ん
す
け
、
と

言
つ
て
、
伴つ

れ

の
女
は
、
大
き
な
立
木
の
覗
い
た
、
古
ぼ
け
た

練
塀
の
角
へ
来
て
止
る
。
こ
の
榎
が
三
百
年
、
淡
名
屋
が
出

来
て
か
ら
三
百
年
と
言
ひ
な
が
ら
、
馬
の
合
羽
を
め
く
つ
て

風
呂
敷
包
み
を
出
し
て
く
れ
る
。
榎
の
雫
が
ぱ
た
り
〳
〵
と

洋か

さ傘
に
落
ち
る
。
向
ふ
角
の
小
店
の
、
赤
い
天
狗
の
面
を
書

い
た
障
子
の
灯
が
、
泥ぬ

か
る
み濘

へ
ぼ
ん
や
り
写
っ
て
ゐ
る
。
こ
の

蓑
は
こ
ち
ら
か
ら
返
さ
せ
る
か
ら
と
言
へ
ば
、
何
の
、
わ
し

に
く
れ
な
ん
せ
、
序
が
ゞ
ん
す
い
の
、
と
言
つ
て
馬
へ
附
け

る
。

　

こ
の
冒
頭
部
に
関
し
て
、
半
田
淳
子
は
「「
山
彦
」
論
―
小

説
家
と
し
て
の
三
重
吉
」
で
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
注
３
。

　
「
三
里
は
雨
に
濡
れ
て
き
た
」
と
い
う
記
述
は
、
天
候
の

変
化
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
主
人
公
が
そ
れ
ま
で

と
は
異
な
っ
た
地
形
に
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
し
か
も
、「
城
下
見
に
行
こ
十
三
里
、
炭
積
ん
で

ゆ
こ
十
三
里
」
と
い
う
小
唄
（
作
中
に
は
「
落
舟
の
唄
」
と

あ
る
）
の
文
句
と
は
裏
腹
に
、
主
人
公
は
城
下
か
ら
山
道
を
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遙
々
上
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。「
山
彦
」
の
幻
想
世
界
は
、

こ
の
よ
う
な
形
で
幕
を
開
け
る
。

「
雨
」
の
機
能
へ
の
言
及
と
い
い
、「
城
下
→
山
村
」
の
高
度

を
伴
う
道
程
へ
の
言
及
と
い
い
、
い
ず
れ
も
重
要
な
指
摘
で

あ
る
。「
山
彦
」
は
主
人
公
が
〈
淡
名
屋
〉
に
滞
在
し
た
五
日

間
の
物
語
で
あ
る
。
冒
頭
か
ら
降
り
出
し
た
雨
は
、
そ
の
後
四

日
間
降
り
続
き
、
主
人
公
を
足
留
め
す
る
こ
と
に
な
る
。
半
田

は
〈
雨
は
下
界
と
山
里
を
隔
て
る
上
で
十
分
な
機
能
を
果
た
し

て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。
主
人
公
は
雨
に
降
り
込
め
ら
れ
た
ま

ま
、
こ
の
山
里
に
留
ま
る
わ
け
で
〉
と
分
析
す
る
。
つ
ま
り
、

山
里
は
、
距
離
的
に
も
雨
に
よ
っ
て
も
外
の
世
界
と
は
隔
絶
し

た
空
間
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
も
留
意
す
べ
き
は
、
主
人
公
が
、
い
き
な
り
そ
の
空
間

に
参
入
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
漱
石
「
草
枕
」
が
、
冒
頭
部
で

主
人
公
の
山
道
で
の
歩
行
を
延
々
と
描
写
し
て
い
た
こ
と
に
比

し
、
あ
る
い
は
泉
鏡
花
「
高
野
聖
」
が
麓
か
ら
謎
の
美
女
の

住
む
山
家
ま
で
の
複
雑
な
経
路
を
配
置
し
て
い
た
こ
と
に
比

し
、「
山
彦
」
は
山
村
の
外
の
世
界
を
直
接
描
写
す
る
こ
と
は

な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
へ
至
る
道
程
も
記
述
さ
れ
な
い
。
主

人
公
は
、
歩
行
と
い
う
身
体
的
運
動
に
よ
っ
て
漸
進
的
に
非
日

常
世
界
へ
参
入
す
る
の
で
は
な
く
、
一
行
目
に
お
い
て
、「
既

に
、
い
き
な
り
」
そ
こ
に
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
い
き
な

り
」
始
め
ら
れ
る
と
い
う
設
定
に
関
し
て
は
後
述
す
る
。

　

で
は
、
冒
頭
部
に
関
し
て
、
別
の
指
摘
を
行
う
こ
と
と
し
よ

う
。
作
品
は
小
唄
の
引
用
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
こ
の
短
い
唄
の

断
片
の
中
に
、
そ
の
後
の
作
品
の
展
開
に
関
与
す
る
三
つ
の
運

動
が
、
す
で
に
胚
胎
し
て
い
る
。

　

第
一
は
、
冒
頭
部
数
文
の
中
に
、
反
復
的
に
記
さ
れ
て
い
く

こ
と
と
な
る
「
落
ち
る
」
と
い
う
運
動
が
、
早
く
も
登
場
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
注
４
。〈
榎
の
雫
が
ぱ
た
り
〳
〵
と
洋
傘
に
落

ち
る
〉。
最
初
に
落
ち
る
の
は
雨
の
雫
で
あ
る
。
以
降
、〈
百
日

紅
〉
の
〈
落
花
〉
が
あ
り
、〈
手
洗
い
の
水
〉
が
ち
ょ
ろ
ち
ょ

ろ
と
落
ち
、
主
人
公
が
姉
に
吹
き
か
け
た
〈
白
い
花
〉
が
ひ

ら
ひ
ら
と
落
ち
、
庭
に
は
た
く
さ
ん
の
〈
青
栗
〉
が
落
ち
て

い
る
。
さ
ら
に
山
の
猿
は
、
茶
碗
を
屋
根
か
ら
下
に
落
と
す
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ほ
ん
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
作
品
は
、
落

下
の
運
動
の
瞬
間
を
、
あ
る
い
は
地
面
に
落
下
し
た
も
の
を
、

執
拗
に
記
述
し
て
い
く
。
で
は
、「
落
下
」
と
は
何
か
。
本
作

に
お
い
て
「
落
ち
る
」
と
い
う
の
は
特
別
な
意
味
で
使
用
さ
れ

る
。
城
下
か
ら
山
里
へ
の
移
動
は
高
く
上
っ
て
い
く
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
に
反
し
、
山
里
か
ら
城
下
へ
向
か
う
こ
と
は
「
下

る
」
で
は
な
く
「
落
ち
る
」
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
作
品
末
尾
近
く
の
川
舟
の
船
頭
の
謡

う
小
唄
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

　

落
舟
の
唄
だ
そ
う
で
あ
る
。
何
と
か
よ
お
お
お
い
と
、
し

ま
い
を
細
く
長
く
投
げ
る
。

「
落
ち
て
行
く
時
ゃ
、
よ
お
お
お
い
」
と
ま
た
謡
う
。
じ
ゃ

ぶ
じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
と
、
側
か
ら
口
早
に
川
瀬
の
音
を
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入
れ
る
男
が
あ
る
。

「
落
ち
て
ゆ
く
時
ゃ
、
躑
躅
が
赤
い
。
着
け
ば
大
浜
の
、
よ

お
お
お
い
、
灯
が
赤
い
、
よ
お
お
お
い
」
と
謡
う
。

　

半
田
淳
子
は
、
小
唄
の
〈
文
句
と
は
裏
腹
に
、
主
人
公
は
城

下
か
ら
山
道
を
遙
々
上
っ
て
き
た
の
で
あ
る
〉
と
指
摘
し
て
い

た
が
、
敷
衍
す
る
な
ら
、
上
っ
て
き
た
主
人
公
は
、
作
中
で
再

び
「
落
ち
る
」
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。「
落
ち
る
」
こ
と
は
、

川
舟
に
乗
っ
て
山
里
を
去
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
作
品
の
結

末
で
主
人
公
の
舟
で
の
出
立
は
仄
め
か
さ
れ
る
も
の
の
、
姉
に

ひ
き
と
め
ら
れ
る
場
面
で
作
品
は
不
意
に
閉
じ
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
の
落
下
は
反
復

的
に
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
主
人
公
が
「
落
ち
る
」
こ
と
だ

け
は
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

第
二
は
、「
十
三
里
」
と
い
う
数
字
で
あ
る
。
こ
の
数
字
の

記
述
と
い
う
事
態
は
、
た
だ
ち
に
「
三
百
年
」
と
い
う
榎
の
樹

齢
で
あ
り
淡
名
屋
の
歴
史
で
も
あ
る
異
な
る
数
字
へ
と
連
続
し

て
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
の
後
も
、
作
中
に
次
々
と
異
な
る
数
字
が

綴
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
詩
情
溢
れ
る
と
さ
れ
る
本
作
が
、
夥

し
い
数
字
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
そ
の
数
字

の
運
動
の
先
に
位
置
す
る
の
が
「
二
十
七
」
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

　

最
後
に
第
三
の
指
摘
を
行
う
。
そ
れ
は
、「
唄
」
と
い
う
不

特
定
多
数
の
声
で
始
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
主
人
公
は
、
そ

の
小
唄
を
〈
こ
こ
へ
来
ぬ
う
ち
に
疾
う
に
城
下
で
聞
い
て
〉
い

た
の
で
あ
り
、
そ
の
唄
の
情
報
に
よ
っ
て
山
村
の
風
景
を
事
前

に
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
初
め
て
の
土
地
で
、
彼

は
「
見
る
」
こ
と
で
世
界
を
把
握
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
そ
の
視

覚
情
報
と
て
限
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
こ
に
情
報
源
と

し
て
導
入
さ
れ
る
の
が
、「
唄
」
で
あ
り
、
使
用
人
達
が
語
る

逸
話
で
あ
り
、「
石
碑
」
や
「
墓
標
」
に
刻
ま
れ
た
文
字
で
あ

り
、「
古
手
紙
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
声
で

あ
り
文
字
で
あ
る
。
主
人
公
は
、
そ
れ
ら
を
「
聞
く
こ
と
」「
読

む
こ
と
」
に
よ
っ
て
世
界
を
拡
げ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の

具
体
的
な
様
相
に
つ
い
て
次
節
で
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
と
し

よ
う
。（

４
）「
過
去
」
の
導
入

　
「
山
彦
」
の
中
心
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
主
人
公
の
姉

へ
の
思
慕
で
あ
る
。
主
人
公
は
、
病
気
の
姉
を
見
舞
う
事
、
姉

と
親
密
な
時
間
を
過
ご
す
事
、
こ
の
二
つ
の
目
的
だ
け
を
持
っ

て
、
山
里
へ
足
を
運
ん
だ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
弟
の
姉
に
対
す

る
思
慕
、
そ
し
て
二
人
の
交
流
、
こ
れ
が
作
品
を
貫
く
軸
線
と

な
る
物
語
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
軸
線
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
事
件

性
に
乏
し
く
、
物
語
展
開
の
原
動
力
た
り
え
な
い
こ
と
も
事
実

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
作
品
は
、
新
た
な
「
事
件
」
を
配
置
す

る
。
主
人
公
が
過
去
を
表
象
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
記
号
と
遭
遇
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
次
々
と
さ
さ
や
か
な
事
件
が
発
生
す
る
の
で

あ
る
。
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最
初
に
登
場
す
る
の
は
、
石
碑
に
刻
ま
れ
た
文
字
で
あ
る
。

滞
在
二
日
目
の
朝
、
主
人
公
は
屋
敷
の
裏
の
社
に
供
物
を
運
ん

だ
姉
を
見
か
け
る
。
そ
こ
で
姉
か
ら
、
日
に
一
度
社
に
供
え
物

を
届
け
る
こ
と
が
、
代
々
淡
名
屋
の
女
房
の
仕
事
で
あ
る
こ

と
、
そ
れ
以
外
の
人
物
は
供
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
を

聞
く
。
そ
し
て
姉
は
〈
こ
ゝ
の
母
さ
ま
は
二
十
七
と
か
で
亡
く

な
ら
れ
て
、
そ
れ
き
り
二
度
目
の
も
見
え
な
ん
だ
ゆ
ゑ
、
わ
し

が
来
る
ま
で
お
ほ
か
た
三
十
年
の
間
〉、
供
物
の
運
び
役
が
不

在
で
あ
っ
た
と
話
す
。
そ
の
後
、
主
人
公
は
社
に
赴
き
、
石
碑

に
刻
ま
れ
た
三
百
余
年
も
昔
の
淡
名
屋
の
起
源
を
「
読
む
」
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

彼
が
知
る
の
は
、
淡
名
屋
に
三
百
年
余
と
い
う
歴
史
が
蓄
積

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
姉
が
確
か
に
そ
の
家
系
の
中
に

組
み
込
ま
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
当
主
の
妻
が

「
二
十
七
」
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

四
日
目
に
は
、
現
れ
た
鼠
が
き
っ
か
け
と
な
り
、「
奥
の
間
」

の
天
井
裏
に
隠
さ
れ
た
、
八
通
の
古
い
封
書
を
発
見
す
る
こ
と

と
な
る
。
全
て
「
ち
ゑ
」
と
い
う
娘
か
ら
「
民
さ
ま
」
と
い
う

男
性
に
宛
て
ら
れ
た
手
紙
で
あ
る
。
鼠
に
齧
ら
れ
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ

に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
六
通
は
開
封
さ
え
さ
れ
て
い

な
い
。
誘
惑
に
か
ら
れ
た
彼
は
、
手
紙
を
開
封
し
、
判
断
し
に

く
い
そ
の
文
字
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
た
の

は
、
三
年
に
及
ぶ
娘
の
恋
で
あ
り
、
一
度
は
い
い
顔
を
し
な
が

ら
、
な
ぜ
返
事
も
く
れ
ぬ
の
か
、
嫌
い
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う

な
ら
、
せ
め
て
一
言
そ
う
答
え
て
く
れ
、
と
い
う
切
々
た
る
内

容
で
あ
っ
た
。

　

恋
文
を
読
ん
だ
こ
と
で
寝
付
け
な
く
な
っ
た
主
人
公
は
、
夜

中
起
き
出
し
て
、
残
さ
れ
た
二
通
の
封
書
を
読
む
。
し
か
し
そ

れ
は
、
鼠
に
齧
ら
れ
、
年
月
の
変
化
を
蒙
っ
た
、
残
骸
と
で
も

呼
ぶ
べ
き
ば
ら
ば
ら
の
紙
片
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
と
ぎ
れ
と

ぎ
れ
に
読
み
取
れ
る
の
は
、
娘
が
病
に
か
か
り
余
命
い
く
ば
く

も
な
い
こ
と
、
そ
の
た
め
誰
か
が
代
筆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
こ
に
は
先
ほ
ど
の
恋
文
と
は
違
っ
て
〈
女
は
そ
だ
ち
不

申
●
〉〈
よ
め
い
り
い
た
し
ま
ゐ
り
●
も
の
〉〈
こ
れ
は
根
も
な

き
世
の
口
の
う
は
さ
に
て
●
へ
ど
〉
な
ど
と
い
っ
た
怪
し
げ
な

文
句
が
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
ひ
と
つ
の
断

片
に
次
の
よ
う
な
記
述
を
認
め
〈
不
意
に
冷
い
水
の
中
へ
漬
け

ら
れ
た
や
う
な
心
持
〉
に
な
る
。

…
…
て
●
て
、
た
ゝ
り
を
は
ら
ひ
な
さ
れ
●
や
う
、
く
れ

〴
〵
も
ね
ん
じ
上
げ
…
…

　

真
中
が
破
れ
て
ゐ
る
。

…
…
そ
の
二
十
七
に
て
み
ま
か
り
●
こ
と
、
い
と
〳
〵
気

が
か
り
に
ぞ
ん
じ
ま
ゐ
ら
せ
●
。
そ
れ
で
は
お
家
の
さ
か

え
お
ぼ
つ
か
な
く
…
…

こ
の
家
に
は
祟
り
が
あ
る
の
か
、
嫁
い
だ
女
は
二
十
七
歳
で
死

ぬ
と
い
う
の
か
。
だ
が
そ
れ
を
読
み
と
ろ
う
に
も
、
紙
は
〈
ち

ぎ
れ
〉
な
の
で
あ
り
、
前
後
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
そ

ら
く
「
山
彦
」
の
中
で
最
も
秀
逸
な
設
定
は
、
古
手
紙
が
見
つ

－ 119 －



か
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
断
片
」
の
集
合
で
あ
る
点
に

あ
る
だ
ろ
う
。
重
要
な
情
報
の
一
端
は
確
か
に
示
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
所
詮
一
端
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

　

そ
の
疑
惑
は
、
翌
日
、
主
人
公
が
裏
山
の
山
頂
に
あ
る
淡
名

屋
の
墓
所
を
訪
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
深
ま
っ
て
ゆ
く
。
立
ち
並

ぶ
墓
石
に
刻
ま
れ
た
淡
々
た
る
記
載
の
中
に
、
当
主
の
母
と
祖

母
が
二
十
七
歳
で
亡
く
な
っ
た
事
実
が
書
き
記
さ
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
淡
名
屋
の
嫁
は
二
十
七
で
死
ぬ
。
だ
と
す
る
な
ら

姉
も
そ
う
で
あ
る
の
か
。

　
「
社
」「
奥
の
間
」「
墓
地
」、（
２
）
節
で
示
し
た
三
つ
の
地

点
は
、
か
く
の
ご
と
く
作
中
に
異
な
る
過
去
を
導
入
す
る
こ
と

に
な
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
作
品
は
現
在
形
で
語
ら
れ
て
い

き
、
刻
一
刻
と
経
過
し
て
ゆ
く
「
現
在
」
が
単
調
に
記
さ
れ
て

い
く
。
そ
れ
は
主
人
公
が
、
一
度
た
り
と
も
自
身
の
過
去
を
回

顧
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
。
し
か
し
、
古
手
紙

を
読
ん
だ
直
後
、
眠
れ
な
く
な
っ
た
主
人
公
は
、
作
中
で
初
め

て
、
あ
れ
こ
れ
と
記
憶
を
た
ど
り
初
め
、〈
昔
七
八
つ
の
頃
に

仲
よ
く
し
て
ゐ
た
お
絹
さ
ん
の
事
も
ひ
よ
つ
く
り
思
ひ
出
し
〉

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

石
碑
の
文
字
、
古
手
紙
、
墓
碑
銘
。
こ
れ
ら
が
全
て
文
字
情

報
で
あ
る
以
上
、「
過
去
」
は
、
同
時
に
「
物テ

ク
ス
ト語

」
で
も
あ
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
主
人
公
は
、
社
の
石
碑
に
〈
古
き
代
の
物

語
は
絵
巻
物
の
絵
を
見
る
や
う
で
あ
る
〉
と
感
じ
、
奥
の
間
へ

足
を
踏
み
入
れ
た
時
は
〈
古
い
絵
草
紙
の
中
へ
這
入
つ
た
や
う

な
心
持
〉
に
な
る
。
彼
は
、
過
去
が
物
語
で
あ
る
こ
と
を
感
じ

と
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
物
語
性
を
素
直
に
受
容
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
に
脈
絡
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ

ら
は
、〈
自
分
〉
と
い
う
受
容
体
に
お
い
て
重
層
化
し
、
手
を

結
び
合
わ
せ
始
め
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
重
な
り
か
ら
、
一
つ

の
新
た
な
「
物テ

ク
ス
ト語

」
が
生
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

祟
り
に
よ
っ
て
姉
も
ま
た
二
十
七
で
命
を
落
と
す
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
つ
ま
り
物
語
の
受
容
者
で
あ
り

「
読
者
」
で
あ
っ
た
彼
が
、
今
度
は
新
た
な
物
語
の
「
作
者
」

へ
と
立
場
を
か
え
る
の
で
あ
る
。

　

重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
行
為
が
主
人
公
の
主
観
の
中
で
、
き

わ
め
て
恣
意
的
な
形
で
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
断
片
化

さ
れ
た
紙
片
か
ら
、
切
れ
切
れ
の
文
章
を
繋
ぎ
合
わ
せ
て
意

味
を
た
ど
る
作
業
さ
な
が
ら
に
、
彼
は
複
数
の
脈
絡
の
な
い

「
物テ

ク
ス
ト語

」
か
ら
、
一
つ
の
「
物テ
ク
ス
ト語

」
を
構
築
し
て
ゆ
く
。
そ
こ

に
は
主
観
が
強
く
反
映
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
端
的
に
「
妄
想
」

と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
当
主
の
妻
が
二
十
七
で
亡
く
な
っ

た
事
と
、
古
手
紙
に
記
さ
れ
た
誰
か
が
二
十
七
で
亡
く
な
っ
た

事
は
、
単
な
る
偶
然
の
一
致
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
手

紙
の
中
の
死
は
、
そ
の
直
前
に
記
さ
れ
た
〈
た
ゝ
り
〉
と
い
う

語
と
無
縁
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
淡
名
屋
の
墓
地
で
死
者
の

年
齢
を
見
ま
わ
っ
た
際
に
も
、
た
し
か
に
二
十
七
歳
で
死
ん
だ

女
性
は
三
人
い
た
の
で
あ
る
が
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
以
外
の
年

齢
で
亡
く
な
っ
た
者
も
多
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
三
人
と

い
う
数
を
、
主
人
公
は
「
多
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
彼
は
古
手
紙
の
こ
と
も
、
そ
れ
に
関
す
る
様
々
な
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疑
惑
に
つ
い
て
も
、
誰
に
話
す
こ
と
も
な
く
自
ら
の
胸
に
封
じ

込
め
る
。「
お
爺
さ
ん
（
当
主
）」
に
聞
け
ば
分
か
る
か
も
し
れ

な
い
、
姉
は
二
十
七
歳
の
祟
り
を
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、

そ
の
よ
う
な
考
え
が
浮
か
ぶ
も
の
の
、
誰
に
も
語
ら
な
い
の
で

あ
る
。
い
や
、
正
確
に
言
う
な
ら
、
彼
は
自
己
の
物
語
を
外
部

に
漏
ら
す
こ
と
を
、
作
品
か
ら
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

か
く
し
て
、
主
人
公
の
内
部
で
「
姉
の
物
語
」
は
、
き
わ
め
て

個
人
的
な
形
で
、
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
密
度
を
い
や
ま

し
に
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

（
５
）
姉
へ
の
欲
望

　　

姉
と
弟
。
作
中
の
二
人
は
、
異
様
に
親
密
で
あ
り
、
姉
弟
で

あ
る
と
同
時
に
恋
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
し

か
も
主
人
公
が
一
方
的
に
思
慕
の
念
を
抱
く
だ
け
で
は
な
く
、

姉
も
ま
た
弟
に
縋
り
甘
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
距
離
の
近
さ

は
、〈
側
へ
来
て
、
疲
れ
が
出
た
ろ
、
と
言
つ
て
肩
に
さ
は
る
〉

〈
礼
さ
ん
、
と
姉
が
縋
り
寄
つ
て
、
あ
ん
た
が
帰
つ
た
ら
わ
し

や
、
―
―
ほ
ん
と
に
あ
し
た
帰
る
気
か
、
と
膝
に
手
を
か
け
て

さ
し
覗
く
〉
と
い
っ
た
姉
か
ら
の
身
体
接
触
に
示
さ
れ
て
い
る

だ
ろ
う
。

　
「
山
彦
」
の
執
筆
が
開
始
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
明
治
三
十
九

年
九
月
二
十
七
日
、
三
重
吉
は
加
計
正
文
に
宛
て
た
葉
書
で
、

山
里
の
生
活
に
関
す
る
質
問
を
書
き
送
っ
て
い
る
。
す
で
に
そ

の
中
に
、
天
井
か
ら
手
紙
が
出
て
く
る
こ
と
、
女
が
死
ぬ
こ
と

の
構
想
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。〈
近
々
一
つ
作
を
出
す
。
天
井

の
ブ
リ
ー
フ
と
「
女
は
ジ
ー
ベ
ン
、
ウ
ン
ト
、
ド
ラ
イ
シ
ツ
ヒ

で
」
が
主
な
材
料
だ
〉
注
５
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
当
初
、
女
性
は

「
三
十
七
」
で
亡
く
な
る
と
構
想
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
執
筆

の
過
程
で
「
二
十
七
」
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
変
更
に
関
し
て
、
半
田
は
〈
三
十
七
歳
と
は
三
重
吉
の
母

親
が
亡
く
な
っ
た
年
齢
で
あ
る
〉
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
を
し

た
の
ち
、〈
三
重
吉
の
他
の
作
品
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
山

彦
」
も
ま
た
底
流
を
な
し
て
い
る
の
は
母
恋
の
情
で
あ
っ
た
〉

と
分
析
し
て
い
る
注
６
。
三
重
吉
が
「
三
十
七
」
と
い
う
数
字

に
執
着
し
て
い
た
事
実
は
、
本
作
に
続
い
て
執
筆
さ
れ
た
第
三

作
が
「
三
月
七
日
」（
明
治
四
十
・
四　

後
に
「
鳥
」
と
改
題
）

と
題
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
山
彦
」
に
投
影
さ
れ
た
三
重
吉
の
亡
母
思
慕
を
検
証
す
る
こ

と
は
本
稿
の
埒
外
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
主

人
公
と
姉
の
関
係
に
限
定
し
て
思
考
し
よ
う
。

　

主
人
公
〈
礼
さ
ん
〉
は
、
若
き
青
年
で
あ
る
。〈
犬
蓼
の
花

を
毟
つ
て
投
げ
〳
〵
〉
し
、〈
畦
豆
の
葉
〉
を
皿
に
見
立
て
て

〈
蓼
の
花
を
一
つ
づ
ゝ
そ
れ
へ
載
せ
て
〉
一
人
遊
び
に
耽
る
と

い
う
小
児
的
側
面
も
残
し
て
い
る
が
、
一
方
で
成
熟
し
た
男
性

と
し
て
の
一
面
も
有
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
彼
は
若
い
娘
に

眼
を
と
め
る
こ
と
も
あ
る
。

　

縁
側
へ
笠
を
脱
い
で
、
黄
楊
の
小
櫛
に
鬢
の
解
れ
を
掻
き

上
げ
て
ゐ
る
、
目
も
と
の
涼
し
い
、
十
六
ば
か
り
の
娘
が
ゐ
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る
。
び
し
よ
〴
〵
に
濡
れ
た
蓑
の
胸
に
、
赤
い
襟
が
覗
い
て

ゐ
る
。
ど
こ
か
で
見
た
事
が
あ
る
や
う
な
気
が
し
て
、
傘
を

拡
げ
て
ぢ
つ
と
立
つ
て
見
て
ゐ
る
と
、
女
は
櫛
を
手
に
持
つ

た
ま
ゝ
、
う
つ
と
り
と
宙
を
見
詰
め
て
ゐ
た
（
後
略
）

主
人
公
が
若
い
女
性
を
注
視
す
る
と
い
う
希
有
な
場
面
で
あ

る
。
か
と
い
っ
て
、
何
ら
か
の
感
想
が
語
ら
れ
る
わ
け
で
も
な

け
れ
ば
、
こ
の
娘
に
つ
い
て
再
度
描
か
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。

作
品
に
は
多
く
の
無
名
の
女
性
達
が
登
場
す
る
。
冒
頭
部
に
お

い
て
、
主
人
公
は
女
性
と
同
伴
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
て
い

た
だ
い
て
よ
い
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
女
性
達
を
彼
は
気
に
留
め

る
様
子
も
な
い
。
作
中
で
詳
細
に
語
ら
れ
る
女
性
は
、
主
人
公

が
過
去
に
お
い
て
知
り
合
っ
た
二
人
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
。

　

一
人
目
は
、
古
手
紙
を
読
ん
だ
あ
と
、
眠
れ
な
い
中
で
思
い

出
し
た
、〈
昔
七
八
つ
の
頃
に
仲
よ
く
し
て
ゐ
た
お
絹
さ
ん
〉

で
あ
る
。
い
わ
ば
彼
の
幼
き
日
の
恋
の
記
憶
で
あ
る
。
二
人
目

は
、
姉
の
裁
縫
友
達
だ
っ
た
〈
お
よ
う

0

0

さ
ん
〉
で
あ
る
。
姉
か

ら
唐
突
に
〈
あ
ん
た
は
あ
の
人
が
大
好
き
ぢ
や
つ
た
ろ
〉
と
尋

ね
ら
れ
る
事
で
、
彼
は
〈
お
よ
う

0

0

さ
ん
〉
の
こ
と
を
思
い
出
す
。

　

つ
ま
り
、「
現
在
」
の
女
性
は
黙
殺
さ
れ
、「
過
去
」
の
女
性

の
み
が
、
恋
愛
の
記
憶
と
と
も
に
詳
述
さ
れ
る
。
一
見
、
対
照

的
に
見
え
る
が
、
実
は
両
者
は
等
価
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
過

去
の
女
性
に
の
み
向
け
ら
れ
る
欲
望
と
は
、
対
象
が
「
も
は
や

不
在
で
あ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
畢
竟
充
足
さ
れ
る
あ
て
の
な

い
欲
望
だ
か
ら
で
あ
る
。
分
か
り
や
す
く
言
う
な
ら
、
主
人
公

は
「
現
在
」
に
お
い
て
異
性
に
興
味
を
示
さ
ず
、「
過
去
」
の

女
性
の
み
に
思
い
を
は
せ
る
。
こ
れ
は
、
異
性
へ
の
性
的
欲
望

を
意
識
下
に
強
く
抑
圧
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

姉
へ
の
思
慕
に
つ
い
て
も
、
こ
の
延
長
線
上
で
思
考
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
姉
を
思
慕
す
る
の
か
。
そ
れ
は

姉
と
い
う
対
象
に
向
か
う
欲
望
が
、
こ
の
作
品
で
は
三
重
に

抑
圧
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
に
、
姉
は
近
親
だ
か
ら
で
あ

り
、
第
二
に
、
姉
は
既
婚
者
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
第
三

に
、
姉
は
病
気
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
初
期
段
階
に
お
け
る
、

第
三
番
目
の
項
目
に
、
作
品
は
さ
ら
に
、
新
た
な
設
定
を
付
加

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
「
姉
は
二
十
七
で
死
ん
で
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
「
物
語
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
作
品
冒
頭
で
、「
病
弱
な
女
」
と
し
て
登
場
し
た
姉

は
、
作
品
結
末
で
は
「
死
に
瀕
す
る
女
」
へ
と
変
容
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
末
美
術
の
詳
細
な
分
析
で
あ
る
『
倒
錯

の
偶
像
』
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ム
・
ダ
イ
ク
ス
ト
ラ
は
、
同
時
代

絵
画
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
「
病
弱
な
女
」「
死
ん
だ
よ

う
に
眠
る
女
」
を
指
摘
し
て
い
る
注
７
。
つ
ま
り
死
を
強
く
イ

メ
ー
ジ
さ
せ
る
女
性
へ
の
志
向
で
あ
る
。「
山
彦
」
の
姉
は
、

ま
さ
に
こ
の
書
物
が
記
載
す
る
芸
術
上
の
女
性
た
ち
の
系
譜
に

属
す
る
。
だ
と
す
る
な
ら
、
主
人
公
の
姉
へ
の
思
慕
を
ま
た
異

な
る
形
で
分
析
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
も
割
愛
す
る
。

　

と
も
あ
れ
、
考
え
て
み
る
な
ら
、「
山
彦
」
に
は
多
く
の
死

ん
だ
女
た
ち
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
ま
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ず
、
当
主
の
妻
が
二
十
七
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

手
紙
の
書
き
手
で
あ
っ
た
〈
ち
ゑ
〉
と
い
う
娘
も
ま
た
、
長
い

恋
の
煩
悶
の
最
後
に
、
自
ら
筆
を
と
る
力
も
な
く
な
り
息
絶
え

る
。
そ
し
て
最
後
に
、
主
人
公
は
若
く
し
て
死
ん
で
い
っ
た

淡
名
屋
の
女
た
ち
の
存
在
を
墓
地
で
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
女

は
、
そ
の
都
度
、
死
と
と
も
に
描
か
れ
、
そ
れ
が
姉
に
上
塗
り

さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
姉
に
死
が
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
し
、
ま
た
逆
に
、
淡
名
屋
の
祟
り
な
ど
単
な
る
杞
憂
で

あ
っ
た
と
判
明
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
作
品
は
、
一
人
称
で
あ

り
な
が
ら
、
過
去
回
想
の
形
態
は
と
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
作
品
は
、
疑
惑
の
さ
な
か
で
不
意
に
閉
じ
ら
れ
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
。
姉
が
ど
う
な
る
の
か
は
永
遠
に
不
明
の
ま
ま

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
姉
は
宙
吊
り
に
さ
れ
た
ま
ま
「
死
に
瀕
す

る
女
」
と
い
う
一
枚
の
静
止
し
た
絵
と
し
て
封
じ
こ
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

（
６
）〈
自
分
〉
と
い
う
主
語

　
「
山
彦
」
の
作
品
空
間
が
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
。
さ
ら
に
時
間
的
に
も
五
日
間
と
い
う
、
さ
ほ

ど
長
く
は
な
い
時
日
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
以
上
、
時
間
的
に

も
限
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
間
の
限

定
性
が
際
立
っ
て
い
る
の
が
作
品
の
冒
頭
と
結
尾
部
で
あ
る
。

こ
れ
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
主
人
公
は
冒
頭
に
お
い
て
「
い

き
な
り
」
山
里
に
到
着
す
る
の
で
あ
る
し
、
作
品
は
主
人
公
の

旅
立
ち
を
描
く
こ
と
な
く
、
姉
と
の
会
話
の
最
中
、
こ
れ
も

「
い
き
な
り
」
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
作
品
末
尾
は
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

お
京
が
行
つ
て
し
ま
ふ
と
、
礼
さ
ん
、
と
姉
が
縋
り
寄
つ

て
、
あ
ん
た
が
帰
つ
た
ら
わ
し
や
、
―
―
ほ
ん
と
に
あ
し
た

帰
る
気
か
、
と
膝
に
手
を
か
け
て
さ
し
覗
く
。
姉
の
両
の
睫

毛
に
は
見
る
〳
〵
涙
が
に
じ
み
出
る
。

弟
に
「
明
日
帰
っ
て
し
ま
う
の
か
」
と
縋
り
つ
き
、
涙
す
る
姉

の
姿
で
作
品
は
不
意
に
閉
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
主
人

公
が
本
当
に
明
日
帰
る
の
か
と
い
う
結
末
の
み
な
ら
ず
、
淡
名

屋
は
呪
わ
れ
た
家
な
の
か
と
い
う
謎
も
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
品
は
冒
頭
と
結
末
と
も
に
無
理
や
り

切
断
さ
れ
た
よ
う
な
状
態
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
い
き
な

り
」
始
ま
り
「
い
き
な
り
」
終
わ
る
の
で
あ
る
。

　

明
治
三
十
九
年
十
月
三
日
付
の
加
計
正
文
宛
書
簡
の
中
で
、

三
重
吉
は
執
筆
中
の
小
説
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
注
８
。
注

目
す
べ
き
は
、
そ
こ
で
小
説
の
冒
頭
と
結
末
を
書
き
記
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
冒
頭
部
は
、
落
舟
の
小
唄
で
始
ま
り
、
い
き
な

り
屋
敷
の
門
前
に
到
着
し
て
い
る
点
で
は
、
完
成
し
た
作
品
と

概
ね
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
結
末
に
つ
い
て
は
、〈
一
篇
の

最
後
の
「
と
め
」
は
／
檪ま

き

炭ず
み

つ
ん
で
十
三
里
の
歌
の
文
句
そ
の

0

0

ま
ゝ
に

0

0

0

明
日
は
城
下
へ
帰
る
の
だ
。〉
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
当
初
の
構
想
で
は
、
主
人
公
の
「
明
日
は
城
下
へ
帰
る
」
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と
い
う
決
意
の
表
明
に
よ
っ
て
締
め
括
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
凡
庸
で
は
あ
る
が
、
小
説
の
終
り
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え

る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
後
の
執
筆
過
程
で
現
行
の
形
に
変

更
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
結
末
の
変
更
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
部

分
的
修
正
で
は
な
く
作
品
構
造
そ
の
も
の
の
再
構
築
で
あ
ろ
う
。

　

空
間
と
時
間
が
限
定
さ
れ
た
作
品
世
界
。
そ
の
条
件
下
に
配

置
さ
れ
る
の
が
一
人
称
主
体
で
あ
る
〈
自
分
〉、
す
な
わ
ち
主

人
公
〈
礼
さ
ん
〉
な
の
で
あ
る
。
彼
に
関
し
て
は
、
年
若
い
男

性
で
あ
る
と
い
う
事
ぐ
ら
い
し
か
推
測
で
き
ず
、
年
齢
も
身
分

も
来
歴
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
情
報
は
削
ぎ
落
と
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ば
、
ほ
と
ん
ど
白
紙
に
近
い
人
物
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は

山
里
を
初
め
て
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
若
い
彼
は
知
識
も
体
験
も

未
だ
充
分
で
は
な
く
、
ま
し
て
山
の
生
業
は
想
像
も
つ
か
ぬ
こ

と
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
人
称
主
体
が
、
不
意
に
限

定
さ
れ
た
空
間
と
時
間
の
中
に
配
置
さ
れ
た
時
、
ど
の
よ
う
な

小
説
が
可
能
と
な
り
、
そ
こ
に
写
生
文
は
ど
う
関
与
で
き
る
の

か
。
さ
ら
に
そ
の
結
果
、
作
中
に
ど
う
「
詩
情
」
を
表
出
さ
せ

る
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
実
は
、
こ
れ
こ
そ
が
「
山
彦
」
一
篇

の
命
運
を
か
け
た
中
心
的
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
山
彦
」
は
、
一
人
称
の
語
り
手
〈
自
分
〉
に
よ
っ
て
語
ら

れ
て
ゆ
く
。
だ
が
、
一
人
称
主
体
と
し
て
の
〈
自
分
〉
と
い
う

語
が
記
さ
れ
る
の
は
、
九
章
か
ら
な
る
本
作
の
中
盤
、
よ
う
や

く
第
四
章
に
至
っ
て
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
以
降
、〈
自
分
〉

と
い
う
語
が
頻
繁
に
記
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
作
品
を
通
じ

て
一
人
称
主
体
〈
自
分
〉
の
表
記
は
抑
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
「
山
彦
」
の
特
徴
で
あ
る
。

　

従
来
「
山
彦
」
は
第
一
作
「
千
鳥
」
と
括
ら
れ
る
形
で
論
じ

ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
両
者
の
相
違
点
に
も
着
目
す
べ
き
で
あ

る
。「
千
鳥
」
も
〈
自
分
〉
と
い
う
一
人
称
を
語
り
手
と
す
る
。

し
か
し
「
千
鳥
」
は
作
品
冒
頭
か
ら
〈
自
分
〉
と
い
う
主
体
が

記
述
さ
れ
、
以
降
も
間
断
な
く
記
述
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
そ
れ
は
、「
千
鳥
」
の
時
間
構
造
と
連
動
し
て
い
る
。

「
千
鳥
」
は
、
主
人
公
〈
自
分
〉
と
〈
藤
さ
ん
〉
と
い
う
女
性

の
二
日
間
の
交
流
を
、
後
年
〈
自
分
〉
が
回
想
し
て
い
る
と
い

う
構
造
を
持
つ
。
も
ち
ろ
ん
「
千
鳥
」
は
、
過
去
で
あ
り
な
が

ら
あ
た
か
も
現
在
進
行
形
で
あ
る
か
の
よ
う
な
描
出
方
法
を
採

用
し
て
い
る
た
め
、
単
純
な
過
去
回
想
小
説
で
は
な
い
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
を
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
本
稿
の
主
旨
で
は
な

い
。
し
か
し
、
時
間
操
作
が
複
雑
で
あ
る
と
は
い
え
、
語
り
の

現
在
時
に
主
体
が
立
脚
し
、
過
去
の
体
験
を
「
過
去
」
と
し
て

語
っ
て
い
る
と
い
う
大
枠
は
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、「
千
鳥
」
の
一
人
称
話
者
は
、
作
中
の
事
件
を
「
既
に
」

体
験
し
た
内
省
的
な
視
点
で
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
一
人
称
主
体
の
思
考
や
行
為
は
、「
自
分
は
～
と
思
っ
た
」

「
自
分
は
～
し
た
」
と
い
う
主
語
を
明
示
す
る
形
で
表
出
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
別
の
観
点
か
ら
言
う
な
ら
ば
、「
千
鳥
」
は

幻
想
的
作
品
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
体
験
を
幻
想
と
し
て

語
ろ
う
と
す
る
一
人
称
主
体
の
意
図
は
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
は
客
観
的
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
「
山
彦
」
は
ど
う
か
。
淡
名
屋
で
の
五
日
間
は
、〈
自
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分
〉
が
か
つ
て
体
験
し
た
過
去
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
な
い
。
つ
ま
り
「
千
鳥
」
と
は
異
な
る
時
間
構
造
が
採
用
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
山
彦
」
の
主
人
公
は
、
ま
さ
に
そ
の

都
度
「
現
在
」
を
生
き
る
こ
と
を
作
品
に
強
い
ら
れ
て
い
る
。

加
う
る
に
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
作
品
の
冒
頭
と
結
尾
が
唐
突

に
切
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
「
現
在
」
性
は
よ
り
密
度

を
増
す
の
で
あ
る
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
白
紙
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。

し
か
も
彼
は
「
現
在
」
を
生
き
る
。
そ
ん
な
彼
に
で
き
る
の

は
、「
観
察
す
る
こ
と
」
で
し
か
な
い
。
具
体
的
な
「
観
察
」

の
様
子
を
二
箇
所
引
用
す
る
。

　

起
き
て
縁
側
へ
出
る
。
曇
つ
た
空
が
低
く
小
庭
に
被
さ
つ

て
、
今
日
も
ま
た
雨
ら
し
い
。
手
洗
ひ
の
水
が
八
手
の
中
の
竹

の
筒
か
ら
ち
よ
ろ
く
と
水
引
花
の
中
へ
落
ち
る
。
か
た
へ
の

小
窓
の
青
桐
の
間
か
ら
、
裏
の
花
畠
が
見
え
る
。
手
水
を
使
ふ

と
、
焼
杉
の
下
駄
を
突
つ
か
け
て
行
つ
て
見
る
。
浮
く
や
う
に

し
て
歩
か
ぬ
と
、
足
の
裏
の
豆
が
痛
く
て
な
ら
ぬ
。

　

台
所
に
は
も
う
灯
を
つ
け
て
ゐ
る
。
縁
側
へ
出
て
見
る
と

井
戸
端
に
四
斗
樽
へ
六
本
の
鮎
が
獲
れ
て
ゐ
る
。
大
川
の
簗や

な

へ
か
ゝ
つ
た
の
だ
さ
う
で
あ
る
。
筒
袖
に
縄
の
帯
を
し
た
若

い
男
が
、
口
を
尖
ら
せ
て
、
景
気
よ
く
数
を
読
み
な
が
ら
、

大
き
い
の
ば
か
り
を
選
り
分
け
て
蓆
へ
出
す
。
二
人
の
男
が

そ
れ
を
一
つ
づ
ゝ
竹
の
串
へ
刺
し
て
籠
へ
入
れ
る
。
向
う
の

風
呂
場
の
後
か
ら
、
蓑
を
着
て
、
背
中
に
粗
朶
を
負
う
た
女

が
五
六
人
、
ぞ
ろ
〴
〵
と
這
入
つ
て
来
る
。
こ
ち
ら
を
見

て
、
今
度
は
大
層
獲
れ
た
い
の
、
あ
れ
で
何
遍
目
ぢ
や
ろ
、

も
う
今
年
は
お
仕
舞
い
ぞ
の
、
と
黄
ろ
い
声
で
話
し
合
つ
て

物
置
の
後
へ
這
入
つ
て
行
く
。

前
者
は
、
二
日
目
の
朝
、
初
め
て
眼
に
す
る
屋
敷
の
周
囲
の
光

景
、
後
者
は
、
同
日
の
台
所
の
光
景
で
あ
る
。
眼
に
映
じ
た
も

の
が
、
逐
次
短
い
文
で
記
さ
れ
て
い
く
。「
～
た
」
と
い
う
過

去
形
で
は
な
く
、
現
在
形
を
基
調
と
し
て
語
り
は
進
行
す
る
。

ま
さ
に
過
ぎ
ゆ
く
「
現
在
」
を
言
葉
で
捕
捉
す
る
か
の
よ
う
な

小
説
言
説
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
一
種
の
「
写
生
文
」
で
あ
る
。「
一
種
の
」
と
書
い

た
の
は
、
本
来
写
生
が
対
象
を
詳
細
に
描
写
す
る
こ
と
を
主
眼

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
方
で
、
小
説
の
言
説
速
度
を

ゼ
ロ
に
近
づ
け
る
こ
と
で
も
あ
る
。
だ
が
、「
山
彦
」
の
小
説

言
説
は
、
写
生
で
あ
り
な
が
ら
短
文
で
描
く
対
象
を
変
え
て
ゆ

く
た
め
、
ゆ
る
や
か
な
が
ら
一
定
の
速
度
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

　

主
体
が
見
た
光
景
が
記
述
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
そ
れ
に
関
す

る
感
想
や
感
情
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
主
語
と
な
る

〈
自
分
〉
が
定
立
さ
れ
る
余
地
は
な
い
。
加
計
正
文
宛
書
簡
（
明

治
三
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
付
）
の
中
で
、
三
重
吉
は
次
の

よ
う
に
自
作
解
説
し
て
い
る
注
９
。

目
に
触
れ
た
事
件
を
以
て
筋
を
は
こ
び
召
●
的
説
明
的
語
句
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を
一
つ
も
用
ゐ
ず
に
や
つ
た
つ
も
り
。

予
が
訪
問
し
た
時
に
は
姉
は
病
気
で
寐
て
ゐ
た
／
と
い
ふ

や
う
な
叙
法
の
な
い
事
を
い
ふ
）

（
引
用
者
注　

●
は
糸
偏
に
「
介
」
の
字
、「
紹
介
」
の
誤

記
か
と
思
わ
れ
る
。
末
尾
の
「
）」
も
原
文
マ
マ
）

三
重
吉
の
言
う
〈
紹
介
的
説
明
的
語
句
〉
は
、
そ
れ
を
行
う
主

体
と
し
て
の
〈
自
分
〉
を
定
立
さ
せ
る
事
態
を
伴
う
お
そ
れ
が

あ
る
。
し
か
し
主
体
の
見
た
も
の
を
描
写
す
る
だ
け
の
文
は
、

主
体
が
見
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
主
語
を
特

に
記
す
必
要
は
な
い
。
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
た
の
が
「
山
彦
」
で

あ
る
。

　

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
指
摘
し
て
お
く
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ

は
後
者
の
引
用
中
の
、
作
中
人
物
の
発
話
が
〈
今
度
は
大
層
獲

れ
た
い
の
、
あ
れ
で
何
遍
目
ぢ
や
ろ
、
も
う
今
年
は
お
仕
舞
い

ぞ
の
〉
と
い
う
形
で
地
の
文
と
一
体
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
も
「
千
鳥
」
と
決
定
的
に
異
な
る
点
で
あ
る
。
参
考

の
た
め
両
者
の
会
話
部
分
を
並
べ
て
み
よ
う
。

自
分
は
中
二
階
で
長
い
手
紙
を
書
い
て
い
る
。
藤
さ
ん
が
、

「
兄
さ
ん
。」
と
言
つ
て
這
入
つ
て
来
る
。

「
あ
の
只
今
船
頭
が
行
李
を
持
つ
て
ま
ゐ
り
ま
し
た
よ
。」

と
い
ふ
。

「
あ
れ
は
私
の
で
す
。」
と
言
つ
た
ま
ゝ
、
や
つ
ぱ
り
ず
ん

〴
〵
と
書
い
て
行
く
。　
　
　
　
　
　
　
　
（「
千
鳥
」）

　

お
京
が
ま
た
や
つ
て
来
る
。
あ
の
乙
吉
が
あ
な
た
に
、
と

言
い
か
け
て
、
一
つ
私
に
お
酌
を
さ
せ
て
頂
き
ま
せ
う
、
と

莞
爾
や
か
に
迫
つ
た
後
、
乙
吉
が
、
舌
が
縺
れ
て
よ
く
分

か
り
ま
せ
ぬ
が
、
あ
す
は
舟
を
出
す
と
申
し
ま
す
。」
そ
れ

が
？
と
姉
が
聞
く
。
あ
な
た
あ
す
お
立
ち
な
の
で
ご
ざ
り
ま

す
か
。」
あ
ら
、
と
姉
は
愕
い
て
、
礼
さ
ん
、
ま
あ
、
わ
し

に
は
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
ゐ
て
、
あ
の
、
い
つ
乙
吉
に
約
束
し

た
の
？
」
こ
な
い
だ
頼
ん
で
置
い
た
。」　
　
（「
山
彦
」）

「
千
鳥
」
に
お
け
る
会
話
は
、
括
弧
（「　

」）
で
括
ら
れ
、
改

行
を
施
さ
れ
て
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
比
し
「
山
彦
」
で
は
全
く

異
な
っ
た
表
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。
引
用
は
、
女
中
の
お
京
、

姉
、〈
自
分
〉
の
三
者
に
よ
る
会
話
場
面
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
発
話
は
融
合
し
て
、
一
読
で
は
誰
の
発
話
か
す
ら
分
か
ら

な
い
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
改
行
も
な
く
、
か
ろ
う
じ
て
下
括

弧
で
区
切
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　

一
人
称
の
語
り
に
お
い
て
も
、
他
者
の
発
話
は
、
か
ぎ
括
弧

を
付
さ
れ
る
こ
と
で
語
り
の
中
で
屹
立
す
る
。
し
か
し
「
山

彦
」
に
お
い
て
、
会
話
自
体
が
抑
え
ら
れ
る
こ
と
、
会
話
の
際

に
も
か
ぎ
括
弧
や
改
行
を
施
さ
な
い
こ
と
で
、
様
相
は
変
わ
る

こ
と
と
な
る
。
一
人
称
主
体
の
「
語
り
」
が
前
景
化
し
、
い
わ

ば
主
観
に
満
ち
た
世
界
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
主
観
に
満
ち
た
世
界
が
、
先
に
見
た
姉
の
「
物
語
」
な
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の
で
あ
る
。
情
報
は
断
片
的
で
あ
り
、
し
か
も
主
人
公
が
憶
測

に
よ
っ
て
構
築
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
主
人
公
自
身
も
懐
疑

的
で
あ
る
。
し
か
も
、
語
り
は
あ
た
う
か
ぎ
り
説
明
を
排
除
し

た
形
で
進
行
す
る
た
め
、
よ
り
「
あ
や
う
さ
」
が
増
す
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。「
山
彦
」
は
、
物
語
内
容
と
作
品
構
造
、
さ

ら
に
そ
れ
を
叙
述
す
る
小
説
言
説
が
、
相
関
す
る
こ
と
で
構
築

さ
れ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

　
「
千
鳥
」「
山
彦
」
は
、
と
も
に
女
性
へ
の
思
慕
を
詩
的
文
章

で
綴
っ
た
類
似
的
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
語
り
に
お
け
る
両

者
の
径
庭
は
少
な
く
な
い
。
付
加
し
て
お
く
な
ら
、
続
く
「
三

月
七
日
」
も
同
様
の
作
品
世
界
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
で
は
三

人
称
の
語
り
手
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
重
吉
は
三

作
品
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
る
語
り
の
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
き
わ
め
て
意
識
的
で
あ
り
実
験
的
な
営
為
で
あ
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

【
注
】

１　

本
稿
に
お
け
る
「
千
鳥
」「
山
彦
」
の
本
文
引
用
は
、

『
鈴
木
三
重
吉
全
集　

第
一
巻
』（
一
九
八
二
・
一
・
岩
波

書
店
）
に
よ
る

２　
『
鈴
木
三
重
吉
全
集　

第
六
巻
』（
一
九
八
二
・
六
・
岩

波
書
店
）

３　

半
田
淳
子
「「
山
彦
」
論
―
小
説
家
と
し
て
の
三
重
吉
」

（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
九
二
・
十
二
）
た
だ
し
引
用
は

『
永
遠
の
童
話
作
家
鈴
木
三
重
吉
』（
一
九
九
八
・
十
・
高

文
堂
）
に
よ
る

４　
「
落
ち
る
」
と
同
じ
く
、
反
復
的
モ
チ
ー
フ
で
あ
る

の
が
引
用
部
に
〈
赤
い
天
狗
の
面
〉
と
し
て
登
場
す
る

「
赤
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
作
に
お
け
る
「
赤
」
に
つ

い
て
そ
の
意
味
の
分
析
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
な
お
、

三
重
吉
作
品
に
お
け
る
「
赤
」
に
言
及
し
た
論
考
と
し

て
、
中
島
佐
和
子
「
鈴
木
三
重
吉
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム

―
ゴ
ー
チ
ェ
・
漱
石
・
赤
い
鳥
―
」（『
淵
叢
』
十
号
・

二
〇
〇
一
・
八
）
が
あ
る
。

５　

注
２
に
同
じ

６　

注
３
に
同
じ

７　

ブ
ラ
ム
・
ダ
イ
ク
ス
ト
ラ
『
倒
錯
の
偶
像
』（
富
士
川

義
之
他
訳
・
一
九
九
四
・
四
・
パ
ピ
ル
ス
）

８　

注
２
に
同
じ

９　

注
２
に
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
本
学
教
授
）
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