
「
ふ
る
さ
と
び
と
」

の

「
静
か
な
充
実
し
た
生
」

に
つ
い
て
の
考
察

ー
ー
ー
後
期
堀
文
学
に
お
け
る
女
主
人
公
の
系
譜
|
|

序

|
|
先
行
論
文
へ
の
疑
問

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
は
、

昭
和
十
八
年
一
月
、

『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
堀

辰
雄
の
最
後
の
小
説
で
あ
る
。

乙
の
作
品
は
、

「
組
描
の
や
う
な
も
の
し
か
か
け

な
か
っ
た
」
と
い
う
掘
の
言
葉
の
た
め
か
、
従
来
『
菜
穂
子
』
の
補
遺
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
来
て
お
り
、
論
じ
ら
れ
る
と
と
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。
ま
と

ま
っ
た
作
品
論
と
し
て
は
、
大
森
郁
之
助
、
竹
内
清
己
、
池
内
輝
雄
の
三
氏
の
論

考
を
見
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

(
注
一
)

し
か
し
、

や
は
り
一
つ
の
完
成
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
り
、
堀

乙
の
作
品
は
、

の
作
家
活
動
を
考
え
て
い
く
上
で
不
可
欠
な
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
作
家

執
筆
に
比
較
的
近
い
時
期
、

昭
和
十
七
年
十
月
四
日
附
掘
多
恵
子
宛
書
簡
の
中
に
、

掘
は
、

「
題
材
は
現
代
に
と
る
が
、

し
か
も

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
に
つ
い
て
、

種
の
歴
史
小
説
の
や
う
な
取
扱
ひ
方
(
勿
論
、
前
の
「
畷
野
」
と
同
じ
や
う
な
短

筒
小
説
だ
が
)
を
し
て
み
よ
う
と
い
ふ
の
が
味
噌
だ
」
と
述
べ
て
お
り
、

ζ

の
作

品
は
、
掘
が
「
畷
野
」
同
様
の
短
編
小
説
と
し
て
構
想
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
が

分
か
る
。
ま
た
、

「
菜
穏
子
」
の
登
場
人
物
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
と
と
ろ
に
も
、

山
山

本

裕

何
ら
か
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

乙
の
小
説
は
、

こ
れ
ま
で
、

ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本

論
に
入
る
前
に
、
先
に
挙
げ
た
諸
氏
の
先
行
論
文
を
見
て
お
と
う
。

大
森
氏
は
、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
と
、
登
場
人
物
の
共
通
す
る
「
芙
穏
子
』
と

の
詳
細
な
比
較
を
行
な
い
、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
の
人
々
や
風
土
が
『
菜
穂
子
』

に
不
可
欠
で
あ
る
の
に
対
し
、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
に
お
け
る
『
菜
穂
子
』
の
人

々
は
、
分
量
も
多
く
な
く
、

さ
し
て
深
い
意
味
も
感
じ
が
た
い
、

と
い
う
と
と
を

帰
納
し
、
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
が
「
『
菜
穂
子
』
本
篇
の
延
長
上
に
於
て
で
は
な
く

て
、
補
足
・
修
正
(
と
く
に
後
者
)
と
し
て
為
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
結
論

づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
に
つ
い
て
の
、

「
真
に
宗
教
的
な

諦
め
を
持
っ
た
や
う
な
人
々
」
と
い
う
堀
自
身
の
規
定
が
、

『
菜
穂
子
」
に
み
ら

れ
る
「
能
動
的
な
人
生
論
」
追
求
と
の
聞
に
そ
ぐ
わ
な
い
感
じ
を
与
え
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
点
ζ

そ、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
を
あ
え
て
『
菜
穂
子
』
補
篇
と
し
て
位

置
づ
け
た
真
因
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
。
氏
は
、
他
の
論
稿
(
注
二
)
で
、
『
菜

穏
子
」
と
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
の
聞
に
位
置
す
る
作
品
「
瞭
野
」
に
つ
い
て
、
「
し

か
も
乙
の
〈
詮
め
〉
に
行
き
着
い
た
き
り
、
そ
の
ま
ま
、

か
れ
は
か
つ
て
の
『
菜
穂
子
』

で
の
地
点
に
ま
で
さ
え
も
立
ち
戻
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

『
菜
穂
子
』
で
の
程



度
に
さ
え
も
、
見
通
し
だ
け
で
も
せ
め
て
保
持
し
よ
う
と
努
め
る
乙
と
は
、
再
び

な
か
っ
た
」
と
発
言
し
て
お
り
、

『
菜
穂
子
』
と
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
の
聞
に
断

絶
を
認
め
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

ま
た
、
竹
内
氏
は
、
大
森
氏
の
結
論
を
う
べ
な
い
つ
つ
(
「
『
補
足
・
修
正
」

か
ら
さ
ら
に
『
離
反
・
対
時
』
と
し
て
の
側
面
も
見
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
)
、

そ
の
引
例
の
再
検
討
か
ら
、

「
そ
ぐ
わ
な
い
感
じ
を
与
え
る
何
も
の
か
」
は
、
「
束

京
び
と
が
避
暑
地

O
村
に
お
い
て
成
立
さ
せ
た
文
学
風
土
か
ら
、

O
村
び
と
そ
の

も
の
が
成
立
さ
せ
る
文
学
風
土
へ
の
移
行
」
と
い
う
文
学
の
軸
の
移
行
(
「
文
学

の
軸
が
東
京
人
の
三
村
夫
人
か
ら
田
舎
人
の
お
え
ふ
へ
と
移
る
志
向
」
)
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
て
、

お
え
ふ
・
初
枝
の
プ
ロ
ッ
ト
と
菜
穂
子
・
三
村
夫
人
の
プ
ロ
ッ

ト
と
は
別
の
プ
ロ
ッ
ト
と
見
る
見
解
を
提
出
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
池
内
氏
は
、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
は
、

回
和
十
一
年
十
一
月
二
十

日
附
室
生
犀
星
宛
掘
書
簡
中
の
、

「
そ
の
あ
と
で
は
現
代
的
な
女
性
を
僕
流
に
書

い
て
も
見
た
い
し
、
追
分
の
や
う
な
村
の
女
を
牧
歌
の
や
う
に
書
い
て
も
見
た
い

し
」
と
あ
る
、
そ
の
後
者
の
実
現
(
前
者
の
実
現
が
「
菜
穂
子
」
)

で
あ
り
、
お
え

ふ
の
「
運
命
の
辛
さ
な
ど
少
し
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
静
か
に
年
老
い
て
い
く

さ
ま
」
、

お
え
ふ
の
自
然
と
寒
村
と
に
自
ら
を
同
化
さ
せ
る
生
き
方
が
、

「
淡
々

と
し
た
筆
づ
か
い
に
よ
っ
て
描
」
か
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

氏
は

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
を
『
菜
穂
子
」
の
延
長
上
に
な
い
、
あ
る
い
は

別
の
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、

は
た
し

て
、
本
当
に
、

と
の
二
作
品
の
世
界
は
、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
が
「
菜
松
子
」
の

延
長
上
に
な
い
、

と
断
言
で
き
る
ほ
ど
異
質
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
、

の
聞
に
断
絶
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
例
え
ば
、
大
森
氏
が
、

乙
の
作
品
の
主
題

と
し
て
提
示
し
て
い
る
回
和
十
七
年
十
月
一
日
附
の
掘
多
恵
子
宛
書
簡
を
見
て
み

ょ
う
。

と
ん
ど
書
き
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
小
説
の
雰
囲
気
の
や
う
な
も
の
は
、

I:!. 

い
た
い
出
来
上
っ
て
ゐ
る
、

が
、
そ
の
焦
点
が
つ
か
め
な
い
。
は
げ
し
い
周

囲
の
世
間
の
変
核
と
、
静
か
な
充
実
し
た
生
と
の
対
比
に
お
い
て
、
あ
る
小

さ
な
人
生
の
姿
を
書
き
た
い
、
す
と
し
も
宗
教
的
な
匂
ひ
が
な
く
て
、

し
か

も
真
に
宗
教
的
な
諦
め
を
持
っ
た
や
う
な
人
々
が
描
き
た
い
、
|
|
そ
ん
な
乙

と
を
考
へ
て
ゐ
る
と
、
ま
た
い
つ
も
の
や
う
な
僕
の
小
説
の
主
題
に
な
っ
て

又
、
首
を
ふ
っ
て
最
初
か
ら
考
へ
な
ほ
す
、
主

し
ま
ふ
や
う
な
気
が
し
て
、

題
ー
ー
と
い
ふ
よ
り
も
そ
れ
は
も
う
僕
の
哲
学
の
や
う
な
も
の
だ
が
|
|
は

同
じ
で
も
、
何
か
変
化
を
与
へ
た
い
、

そ
の
変
化
を
い
ま
求
め
て
ゐ
る
。

(
資
料
一
、
注
三
、
傍
線
、
波
線
山
本
)

乙
乙
に
見
ら
れ
る
「
真
に
宗
教
的
な
諦
め
」

「
静
か
な
充
実
し
た
生
」
と
い
う

-2-

掘
の
規
定
が
、
菜
松
子
の
作
品
世
界
と
比
べ
て
み
て
、
連
続
し
て
い
る
と
い
う
に

は
か
な
り
違
和
感
の
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
の
主
人
公
の
人
物
造
型
は
、

は
た
し
て
、

ζ

の
規
定
と
合
致

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
対
応
箇
所
を
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、
掘
の
規
定
を
離

れ
て
、
三
村
夫
人
・
菜
松
子
と
お
え
ふ
の
造
型
を
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
、

そ
れ

は
、
別
プ
ロ
ッ
ト
と
言
え
る
ほ
ど
異
質
な
も
の
な
の
か
。

ま
た
、
大
森
氏
の
一
一
目
う
よ
う
に
、
波
紋
部
を
乙
の
作
品
の
主
題
に
近
い
も
の
と
考

え
る
な
ら
ば
、
同
様
に
、
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
「
い
つ
も
の
や
う
な
僕
の
小
説
の

そ

「
主
題
(
中
略
)
は
同
じ
で
も
、
何
か
変
化
を
与
へ
た
い
」
と
い
う
意
識

主
題
」

か
ら
、

乙
の
作
品
が
『
菜
穂
子
』
の
修
正
、

『
菜
穂
子
』
か
ら
の
離
反
と
は
考
え

に
く
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
(
注
四
)
。
さ
ら
に
、
仮
に
修
正
・
離
反
が
あ
る
と



す
れ
ば
、

そ
の
修
正
・
離
反
の
内
容
の
検
討
、
修
正
・
離
反
の
必
然
性
へ
の
考
察

ζ

そ
が
急
務
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
υ

し
か
し
、
三
氏
と
も
、

そ
の
点
に
つ
い
て
、

深
く
は
触
れ
て
い
な
い
。

そ
と
で
、
私
は
、
三
氏
と
は
視
点
を
変
え
、
お
え
ふ
の
人
物
造
型
(
特
に
そ
の

描
写
の
特
殊
性
)
に
若
目
し
、
他
作
品
の
人
物
造
型
と
比
較
し
な
が
ら
、

そ
の
共

適
性
と
異
質
性
と
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、

「
菜
穂
子
」
と
「
ふ
る

さ
と
び
と
」
の
連
続
性
・
非
述
続
性
に
つ
い
て
、

一
つ
の
見
解
を
示
し
た
い
。

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
に
お
け
る
お
え
ふ
像

|
|
二
つ
の
視
点

ζ

の
作
品
は
、

お
え
ふ
を
取
り
巻
く
、
大
き
な
「
歴
史
」
の
変
化
の
中
に
、

え
ふ
の
生
の
、
小
さ
な
「
物
語
」
を
埋
め
と
む
、

と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
軽
井
沢
の
歴
史
的
事
実
の
叙
述
の
聞
に
、

お
え
ふ
と
そ
の
回
り
に
い

る
人
物
に
関
わ
る
事
件
や
事
実
の
叙
述
が
は
さ
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
て
、

そ
れ
ら
に
付
す
形
で
、

お
え
ふ
の
姿
や
心
理
も
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

多
く
は
、
他
の
登
場
人
物
と
同
様
に
、
外
か
ら
、

そ
の
外
見
を
措
か
れ
て
い
る
に

す
ぎ
ず
、

心
理
描
写
も
、
あ
ま
り
、
お
え
ふ
の
心
理
に
深
く
立
ち
入
る
と
と
が
な

ぃ
。
多
く
は
、
一
事
件
に
関
わ
る
自
然
な
心
の
動
き
を
、
淡
々
と
、
浅
く
語
る
に
留

ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
作
品
の
後
ろ
の
方
で
は
、
松
平
と
い
う
青
年
に
、
視
点

人
物
が
移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ζ

れ
ら
の
点
か
ら
、

乙
の
作
品
は
、
全
体
に

相
対
的
な
印
象
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
諸
氏
が
、

と
の
作
品
を
異
質
な
も

の
と
感
じ
て
い
る
の
も
、

ζ

の
印
象
に
よ
る
と
ζ

ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

乙
の
作
品
の
主
題
に
関
わ
る
、

「
静
か

「
真
に
宗
教
的
な
諦
め
」
、

な
充
実
し
た
生
」
と
い
う
規
定
の
内
実
を
分
析
し
、

『
菜
穂
子
」
主
題
と
の
関
連

を
考
察
す
る
た
め
に
は
、

お
え
ふ
の
描
写
に
つ
い
て
、
も
っ
と
細
か
く
見
て
い
く

ζ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

そ
乙
で
便
宜
上
、
お
え
ふ
に
関
す
る
描
写
を
次
の
二
つ
の
視
点
に
分
類
し
、

そ

の
両
面
か
ら
、
順
に
考
察
を
行
な
う
と
と
に
す
る
。

(
注
五
)

〈
1
〉
作
者
が
、
主
人
公
に
同
化
し
て
描
写
す
る
心
理
描
写
(
全
能
者
の
視
点
)

〈
2
〉
お
え
ふ
の
内
面
を
知
り
得
な
い
第
三
者
の
目
か
ら
観
察
さ
れ
た
外
見

(
目
撃
者
の
視
点
)

前
者
の
例
と
し
て
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

お
え
ふ
は
、
自
分
の
娘
が
み
す
み
す
そ
ん
な
廃
人
同
様
に
な
っ
て
ゆ
く
の

お

を
自
分
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
乙
と
を
、

そ
の
と
き
ま
ざ
ま
ざ
と
知

-3-

ら
せ
ら
れ
た
。

(
資
料
二
、
傍
線
山
本
)

そ

「
知
ら
せ
ら
れ
た
」
内
容
は
お
え
ふ
本
人
に
し
か
分
か
ら
な
い
。
作
者
が
主

人
公
に
同
化
し
て
心
理
を
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

乙
の
作
品
で
は
、
〈

2
V

の
目
撃
者
の
視
点
か
ら
の
描
写
が
主
で
あ
っ
て
、
と
乙
ろ
ど
ζ

ろ
、
そ
れ
を
深
め
る
形

で
〈

1
〉
の
全
能
者
の
視
点
か
ら
心
理
描
写
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

後
者
の
例
と
し
て
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
れ
か
ら
二
、
三
年
の
間
と
い
ふ
も
の
、

お
え
ふ
の
心
痛
に
は
、
殆
ど
量

り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
ー
ー
だ
が
、

み
た
と
乙
ろ

お
え
ふ

は
相
変
ら
ず
も
と
の
俸
の
お
え
ふ
で
ゐ
た
。

(
資
料
三
、
傍
線
山
本
)



と
の
例
で
は
「
あ
っ
た
は
ず
だ
」
と
い
う
推
測
が
成
さ
れ
て
お
り
、
作
者
は
内

面
心
理
に
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。

「
も
と
の
佳
の
お
え
ふ
」
で
あ
る
と
判
断
す
る

根
拠
も
、

「
み
た
と
こ
ろ
」
と
い
う
ζ

と
ば
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
女
の
外
見

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
お
え
ふ
の
描
写
は
、

「
検
の
家
」
の
中
に
す
で
に
見
ら
れ
た
。

し
か
し
、

そ
れ
は
、

乙
の
作
品
に
お
い
て
、
初
め
て
全
能
者
の
視
点
か
ら
の
描
写

と
共
に
お
え
ふ
像
を
形
作
っ
て
い
る
。
し
か
も
、

と
の
例
で
は
、
彼
女
は
、
初
枝

の
発
病
と
い
う
事
態
か
ら
我
々
が
想
像
す
る
、

心
痛
や
看
病
疲
れ
か
ら
、

一
度
に

年
老
い
た
よ
う
に
見
え
る
姿
で
は
な
く
、
相
変
わ
ら
ず
、
若
く
、
美
し
い
も
の
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。

ζ

ζ

に
限
ら
ず
、

乙
の
作
品
で
は
、
外
的
条
件
か
ら
一
般
的
に
想
像
さ
れ
る
人

物
像
と
は
相
違
す
る
も
の
と
し
て
、
主
人
公
は
、
突
き
放
し
て
観
察
さ
れ
、
く
り

返
し
、
意
外
性
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

さ
う
い
ふ
お
え
ふ
は
、

そ
れ
か
ら
何
年
立
っ
て
も
、

そ
の
頃
の
ま
ま
の
お

え
ふ
で
ゐ
た
。
そ
ん
な
山
の
中
で
ず
ん
ず
ん
年
を
と
っ
て
い
く
ζ

と
も
い
つ

か
う
気
に
な
ら
な
い
ら
し
く
、
い
つ
も
何
気
な
き
さ
う
に
暮
ら
し
て
ゐ
た

が
、
そ
れ
で
ゐ
て
お
え
ふ
は
不
思
議
に
い
つ
ま
で
も
若
く
美
し
か
っ
た
。

(
資
料
四
、
傍
線
山
本
)

乙
の
場
合
も
、
夫
と
の
離
婚
、
父
の
隠
居
に
伴
つ
て
の
移
転
と
い
う
事
態
か
ら
・

我
々
の
想
像
す
る
、
疲
れ
、

や
つ
れ
た
、
生
気
の
な
い
姿
で
は
な
く
、

「
そ
れ
で

い
て
」

「
不
思
議
に
」
若
く
、
美
し
い
姿
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

乙
の
と
と
は
、
掘
が
、
外
見
と
内
面
を
異
な
る
も
の
と
し
て
、
意
識
的
に
描
き

分
け
て
い
る
乙
と
を
意
味
し
て
い
ま
い
か
。
例
え
ば
、
前
作
「
破
野
」
の
女
主
人

公
も
、
夫
と
生
別
し
、

は
か
な
い
境
遇
に
落
ち
て
い
く
ζ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

不
幸
な
人
物
で
あ
り
、
前
述
の
二
視
点
か
ら
の
叙
述
が
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る

が
、
け
っ
し
て
、

ζ

乙
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
意
外
性
を
伴
う
描
写
で
は
描
か
れ

同-、
F&

炉、。
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一
例
を
あ
げ
よ
う
。

女
は
相
変
ら
ず
袖
を
顔
に
し
た
ぎ
り
、
何
ん
と
い
は
れ
よ
う
と
も
、
傾
げ

に
顔
を
振
っ
て
ゐ
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

(
資
料
五
、

「
蹟
野
」
)

乙
の
場
面
で
は
女
は
主
に
目
撃
者
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ

の
内
容
は
、
郡
司
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
見
知
ら
ぬ
男
に
身
を
ま
か
せ
る
、
と
い

う
話
の
展
開
ゃ
、
直
前
に
全
能
者
の
視
点
か
ら
示
さ
れ
る
、
「
相
手
の
言
ひ
な
り
に

-4-

な
ら
う
と
し
て
ゐ
る
自
分
が
何
だ
か
自
分
で
も
さ
げ
す
ま
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
や

う
な
」

「
無
性
に
さ
び
し
い
気
持
ち
」
を
抱
い
て
い
る
女
の
内
面
と
、

け
っ
し
て

矛
盾
す
る
行
為
で
は
な
く
、
筆
者
も
意
外
の
感
を
強
調
し
て
は
い
な
い
。

「
ふ
る

さ
と
び
と
」
に
お
け
る
、

こ
の
技
法
は
、
明
ら
か
に
意
図
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ

こ
に
も
、
作
品
の
主
題
に
関
わ
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
、

乙
の
二
つ
の
視
点
か
ら
の
描
写
の
具
体
的
な
内
容
の
検
討
に
入
る
。

全
能
者
の
視
点
か
ら
の
心
理
描
写
に
つ
い
て
の
考
察

(
1
)

'
ー
ー
三
村
夫
人
の
造
型
と
の
共
通
性
と
異
質
性

全
能
者
の
視
点
か
ら
の
心
理
描
写
か
ら
は
、
お
え
ふ
の
ど
の
よ
う
な
性
格
が
読

み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
女
と
似
た
境
遇
(
夫
を
失
っ
て
、

一
人
で
娘
を
育
て



て
い
る
)
に
設
定
さ
れ
て
い
る
、

「
菜
穂
子
」
の
三
村
夫
人
と
の
対
比
か
ら
考
察

を
加
え
て
み
よ
う
υ

お
え
ふ
は
そ
の
と
き
心
の
な
か
で
と
ん
な
乙
と
を
考
へ
出
し
て
ゐ
た
。
ー

ー
い
ま
と
そ
弟
の
病
気
の
お
か
げ
で
本
家
と
の
問
題
が
小
康
を
得
て
ゐ
る
も

の
の
、

い
つ
ま
た
そ
れ
が
再
燃
し
て
、
自
分
た
ち
を
劫
か
す
や
う
に
な
る
か

分
か
ら
な
い
、
若
し
か
し
て
自
分
た
ち
が
と
の
家
を
手
放
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
や
う
な
は
め
に
で
も
な
っ
た
り
す
る
の
よ
り
か
、

一
そ
の
乙
と
、

そ
の

前
に
と
の
牡
丹
屋
が
ひ
と
り
で
に
さ
う
や
っ
て
崩
壊
し
て
自
分
た
ち
も
一
し

ょ
に
死
な
れ
た
ら
い
い
。
/
「
そ
ん
な
乙
と
を
と
は
が
っ
て
ゐ
た
事
に
は
、

お
前
:
:
:
」
/
お
え
ふ
は
さ
う
云
ひ
な
が
ら
、

し
げ
し
げ
と
初
枝
の
は
う
へ

目
を
や
っ
た
。

(
資
料
六
、
傍
線
山
本
)

さ
う
し
て
私
は
乙
ん
な
恩
ひ
を
し
て
ゐ
る
よ
り
も
一
層
の
と
と
早
く
年
を

と
っ
て
し
ま
へ
た
ら
と
さ
へ
思
っ
た
。
自
分
さ
へ
も
っ
と
年
を
と
っ
て
し
ま

ひ
、
さ
う
し
て
も
う
女
ら
し
く
な
く
な
っ
て
し
ま
へ
た
ら
、

た
と
へ
何
処
で

あ
の
方
と
お
逢
ひ
し
よ
う
と
も
、
私
は
静
か
な
気
も
ち
で
お
話
が
出
来
る
だ

ら
う
。
ー
ー
し
か
し
今
の
私
は
、

ど
う
も
年
が
中
途
半
端
な
の
が
い
け
な
い

の
だ
。
あ
あ
、

一
ぺ
ん
に
年
が
と
っ
て
し
ま
へ
る
も
の
な
ら
:
:
:
/
そ
ん
な

乙
と
ま
で
思
ひ
つ
め
る
や
う
に
し
な
が
ら
、
私
は
ζ

の
日
頃
、
す
と
し
前
よ

り
も
痩
せ
、
静
脈
の
い
く
ぶ
ん
浮
き
だ
し
て
き
た
自
分
の
手
を
し
げ
し
げ
と

見
守
っ
て
ゐ
る
と
と
が
多
か
っ
た
。

(
資
料
七
、

「
検
の
家
」
第
一
部
、
傍
線
山
本
)

資
料
六
と
資
料
七
と
で
は
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
運
命
1
1
死
、
あ
る
い
は
女

性
で
な
く
な
る
と
と

l
ー
を
待
ち
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
現
実
の
苦
し
み
か
ら
解

放
さ
れ
る
と
と
を
願
う
、
破
滅
志
向
と
も
思
え
る
、
極
端
な
、
現
実
の
人
間
関
係

の
葛
藤
か
ら
の
逃
避
の
欲
求
が
共
通
し
て
い
る
(
傍
線
部
参
照
)
。

ま
た
、
池
内
氏
の
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、

お
え
ふ
に
は
、
三
村
夫
人
と
同
様
の

ロ
マ
、
不
ス
ク
な
心
理
(
心
理
の
急
激
な
屈
折
)
が
み
ら
れ
る
。
三
村
夫
人
が
先
の

よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
の
は
、
食
事
の
際
の
ふ
と
し
た
気
付
き
か
ら
で
あ
る
。

お
え
ふ
が
先
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
の
も
、
も
と
は
と
い
え
ば
、
何
で
も
な

い
祖
母
の
昔
話
か
ら
で
あ
り
、
別
な
箇
所
で
も
、

お
え
ふ
は
、
世
間
話
か
ら
、
「
急

に
惇
か
さ
れ
る
や
う
な
」
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。

加
え
て
、
彼
女
ら
は
、
常
に
自
己
の
生
に
不
安
を
感
じ
て
お
り
、

そ
れ
故
に
、
他

者
に
対
し
て
、
ま
た
、
他
者
の
自
に
映
る
自
分
の
姿
に
敏
感
で
あ
る
。
お
え
ふ
は
、
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「
自
分
た
ち
以
外
に
は
、
世
間
も
何
も
な
い
や
う
な
」
若
い
男
女
に
対
し
て
、
彼

等
を
見
な
い
よ
う
に
し
て
手
紙
を
渡
し
、

そ
の
帰
り
に
は
「
何
か
思
い
が
け
な
い

思
ひ
」
に
充
た
さ
れ
て
自
ら
の
現
状
を
省
る
。
ま
た
、
彼
女
は
、
三
村
夫
人
の
姿

に
「
異
様
な
も
の
」
を
感
じ
、
森
ら
し
き
男
の
鋭
い
一
瞥
に
動
揺
し
て
い
る
し
、

学
生
の
陰
口
を
「
何
よ
り
も
つ
ら
い
と
と
」
と
感
じ
、
学
生
が
帰
っ
て
し
ま
う
と
、

自
分
た
ち
だ
け
が
取
り
残
さ
れ
た
と
感
じ
、
気
を
滅
入
・
り
し
て
い
る
。
原
因
と
な

っ
て
い
る
も
の
は
、

い
ず
れ
も
、
存
在
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
衝
撃
で
は

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
え
ふ
の
心
は
揺
れ
に
揺
れ
て
い
る
。

『
菜
穂
子
』
の
三
村
夫
人
も
、

「
ど
う
し
て
も
っ
と
他
の
人
達
の
や
う
に
虚
心

に
生
き
ら
れ
な
い
の
か
し
ら
」
と
、
自
己
の
生
へ
の
不
安
を
訴
え
て
お
り
、
庭
石

に
当
た
る
自
に
、

「
何
か
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
や
う
な
気
持
ち
」
を
見
出
し
て
い

る
。
森
の
手
紙
か
ら
「
私
の
お
逢
ひ
す
る
人
達
と
い
へ
ば
、
だ
れ
も
か
も
み
ん
な



が
私
を
何
か
け
げ
ん
な
顔
を
し
て
み
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
さ
れ
て
」
と
、
自
意
識

に
と
ら
わ
れ
で
も
い
る
し
、
お
え
ふ
と
の
出
会
い
か
ら
、
自
己
の
生
の
不
安
を
異

様
に
感
じ
、
突
然
の
決
心
を
得
て
も
い
る
。
三
村
夫
人
も
ま
た
、
森
や
菜
穂
子
と

直
接
に
対
決
す
る
と
と
な
し
に
、
彼
等
の
自
に
う
つ
る
自
己
の
姿
ゃ
、
自
己
の
目

に
写
る
彼
等
の
姿
に
、

い
た
ず
ら
に
心
を
動
揺
さ
せ
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い

た。
乙
の
よ
う
に
共
通
点
を
列
挙
し
て
み
る
と
、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
の
お
え
ふ
は
、

「
菜
穂
子
』
で
三
村
夫
人
が
見
て
い
る
よ
う
な
、
不
幸
や
日
常
の
些
一
事
か
ら
超
然

た
る
人
物
で
は
な
い
。
そ
の
生
の
ロ

7
不
ス
ク
な
点
に
お
い
て
、
む
し
ろ
、
夫
人

の
同
族
で
あ
る
。

『菜

「
静
か
な
充
実
し
た
生
」
と
い
う
規
定
よ
り
、
む
し
ろ
、

穂
子
』
の
「
生
の
不
安
」
に
連
続
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
、
我
々
は
、

お
え
ふ
を
三
村
夫
人
と
同
族
だ
と
す
る
に
は
、

や
は
り
抵

抗
を
感
じ
て
し
ま
う
。
で
は
、
彼
女
の
造
型
の
ど
の
よ
う
な
点
が
、
三
村
夫
人
等

と
の
聞
に
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
。

先
の
資
料
で
は
、

お
え
ふ
は
、
傍
線
部
で
三
村
夫
人
同
様
の
傾
向
を
示
し
な
が

ら
も
、

そ
れ
に
続
く
部
分
で
は
、
三
村
夫
人
の
よ
う
に
何
度
も
同
じ
嘆
き
を
繰
り

返
し
た
り
(
資
料
七
傍
線
部
参
照
)
、

そ
の
思
い
に
沈
潜
し
た
り
せ
ず
に
、

一--，

そ

ん
な
ζ

と
を
考
え
て
ゐ
た
事
に
は
」
と
、
す
ぐ
に
日
常
的
な
生
活
へ
と
意
識
を
戻

し
て
い
る
。
お
え
ふ
は
、
三
村
夫
人
や
菜
穂
子
の
よ
う
に
孤
独
へ
逃
避
す
る
乙
と

な
く
、
生
の
不
安
に
脅
か
さ
れ
、

ロ
マ
ネ
ス
ク
な
心
の
動
揺
を
繰
り
返
し
な
が
ら

も
、
現
実
を
見
据
え
て
生
き
て
い
る
。
菜
穂
子
ら
よ
り
一
歩
現
実
に
ふ
み
出
し
て
.

い
る
の
で
あ
る
。

ζ

れ
が
、
三
村
夫
人
ら
の
造
型
と
の
違
和
感
を
作
り
出
し
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
に
も
う
一
つ
資
料
を
見
て
み
よ
う
。

「
ど
う
せ
生
き
ら
れ
で
も
、

ち
ゃ
ん
と
し
た
身
体
に
な
れ
な
い
位
な
ら
、

い
っ
そ
此
の
娘
で
も
死
ん
で
く
れ
た
ら
:
・
:
:
:
」
/
お
え
ふ
は
さ
う
心
の
隅

で
思
う
と
と
も
あ
る
。

ふ
い
と
何
か
希
望
の
や
う
な
も
の
が
か
す
か
に
涌
い

(
中
略
)
そ
う
お
も
ふ
と
、
自
分
ひ
と
り
だ
け
の
考
へ
の
中
に
と

じ
こ
も
っ
て
ゐ
た
此
の
頃
の
自
分
が
、
無
性
に
悔
や
ま
れ
て
来
た
。
/
お
え

て
く
る
。

ふ
は
も
う
す
べ
て
を
詮
め
た
。
初
枝
の
為
に
、
自
分
の
す
べ
て
を
捨
て
よ
う

と
し
た
。
ー
ー
が
、
そ
う
い
ふ
自
分
が
さ
ぞ
惨
め
に
み
え
る
だ
ら
う
と
、
ふ

と
自
分
を
見
か
へ
し
て
み
た
と
き
、

お
え
ふ
は
其
処
に
、

も
と
の
俸
の
自
分

を
み
い
だ
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。

(
資
料
八
、
傍
線
山
本
)
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、
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お
前
は
私
の
と
と
を
考
へ
て
お
い
で
な
の
だ
。
も
う
す
っ
か
り
お

前
の
心
の
外
へ
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
て
、
も
う
取
り
返
し
の
つ
か
な
く
な
っ
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た
も
の
で
も
あ
る
か
の
や
う
に
、
私
の
と
と
を
考
へ
て
お
い
で
な
の
だ
。
い

い
え
、
私
は
お
前
の
傍
か
ら
決
し
て
は
な
れ
よ
う
と
は
し
ま
せ
ぬ
。
そ
れ
だ

の
に
お
前
の
方
で
と
の
頃
私
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
て
ば
か
り
ゐ
る
。
そ
れ

が
私
に
ま
る
で
自
分
の
と
と
を
罪
深
い
女
か
な
ん
ぞ
の
や
う
に
怖
れ
さ
せ
だ

し
て
ゐ
る
だ
け
な
の
だ
。
あ
あ
、
私
た
ち
は
ど
う
し
て
も
っ
と
他
の
人
達
の
や

う
に
虚
心
に
生
き
ら
れ
な
い
の
か
し
ら
?

(
資
料
九
、

「
織
の
家
」
第
一
部
末
尾
、
傍
線
山
本
)

お
え
ふ
は
森
(
あ
る
い
は
噂
に
な
っ
た
学
生
)
か
ら
の
手
紙
を
受
取
り
、
初
枝

の
い
な
い
場
合
を
夢
想
し
て
、
初
枝
の
存
在
を
疎
ま
し
く
思
う
。
し
か
し
、
初
枝

の
具
合
が
悪
く
な
る
と
、
自
分
ひ
と
り
だ
け
の
考
え
に
閉
じ
乙
も
っ
て
い
た
と
と

を
後
悔
し
、
自
己
を
捨
て
て
の
、
娘
に
対
す
る
献
身
を
見
せ
る
。



と
れ
を
、
資
料
九
と
し
て
挙
げ
た
、

「
検
の
家
」
の
三
村
夫
人
の
傍
線
部
の
心

理
と
比
べ
て
み
て
ほ
し
い
。
両
者
は
、
同
様
に
、
娘
の
変
貌
に
よ
っ
て
、
自
己
の

態
度
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
三
村
夫
人
が
結
局
は
自
意
識
に
と
ら
わ
れ
、

自
分
一
人
の
嘆
き
に
閉
じ
乙
も
っ
て
し
ま
い
、

乙
れ
に
続
く
部
分
で
「
い
か
に
も

何
気
な
い
や
う
に
」

「
無
言
の
ま
ま
で
」
菜
穂
子
の
背
後
を
通
り
抜
け
よ
う
と
す

る
(
菜
穂
子
す
な
わ
ち
現
実
と
の
対
立
を
回
避
す
る
)
の
に
対
し
、

お
え
ふ
は
、

現
実
を
遊
離
し
た
夢
想
を
捨
て
、
自
分
一
人
の
考
え
に
閉
じ
こ
も
る
事
な
く
、
娘

へ
の
献
身
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、

あ
く
ま
で
日
常
的
な
生
活
の
中
で
自
己
の
生

を
貫
乙
う
と
し
て
い
る
。
彼
女
の
心
理
が
自
意
識
に
と
ど
ま
る
乙
と
な
く
、
現
実

に
む
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、

乙
の
点
で
、

や
は
り
、

お
え
ふ
の
生
は
、
三
村
夫

人
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

乙
の
ζ

と
は
、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
の
心
理
描
写
の
質
が
『
菜
穂
子
』
と
は
異

質
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
も
指
摘
出
来
る
。
長
い
内
的
独
自
の
形

を
取
る
心
理
描
写
ゃ
、
風
景
へ
の
心
理
投
影
の
多
い
『
菜
穂
子
」
に
比
べ
て
、
「
ふ

る
さ
と
び
と
」
の
心
理
描
写
は
わ
ず
か
数
例
に
す
ぎ
ず
、
風
景
へ
の
心
理
投
影
も

な
い
。
し
か
も
、

『
菜
穂
子
』
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
単

心
理
描
写
の
内
容
が
、

純
で
、
多
く
は
、
単
純
な
出
来
事
が
彼
女
を
脅
か
す
存
在
と
し
て
点
描
さ
れ
る
に

と
ど
ま
っ
て
お
る
。
内
面
に
深
く
立
ち
入
っ
た
複
雑
な
思
考
の
形
を
取
る
も
の
は
、

先
に
上
げ
た
資
料
を
含
め
三
箇
所
に
す
ぎ
ず
、

『
菜
穂
子
」
に
お
い
て
は
彼
女
の

意
識
の
流
れ
(
自
意
識
)
の
描
写
が
長
々
と
続
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
箇
所
も
、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
で
は
、
す
ぐ
に
場
面
や
視
点
が
切
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。

古
十
れ
ソ
、

『
菜
穂
子
』
に
お
い
て
、
ま
た
、
掘
の
こ
れ
ま
で
の
作
品
に
お
い
て
、
あ

れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
た
心
理
描
写
が
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
で
は
、
大
幅
に
省
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
品
に
淡
々
と
し
た
印
象
を
与
え
る
、
乙
の
心
理
描
写
の

減
少
か
ら
も
、
お
え
ふ
が
、
あ
る
程
度
、

ロ
7

・
不
ス
ク
な
心
理
の
葛
藤
か
ら
自
由

で
あ
る
と
と
を
読
み
取
る
と
と
が
で
き
よ
う
。
掘
の
言
う
「
静
か
な
充
実
し
た
生
」

の
「
静
か
な
」
と
は
、

乙
の
よ
う
な
一
面
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

全
能
者
の
視
点
か
ら
の
心
理
描
写
に
つ
い
て
の
考
察

(
2
)

|
|
「
真
に
宗
教
的
な
詮
め
」
の
内
実
と
仮
象
の
生
の
認
識

掘
は
、
先
に
挙
げ
た
資
料
(
資
料
一
)
の
中
で
、
お
え
ふ
達
の
生
を
、

「
静
か

な
充
実
し
た
生
」
と
、

そ
し
て
お
え
ふ
達
を
、

「
す
乙
し
も
宗
教
的
な
匂
ひ
が
な

く
て
、
し
か
も
真
に
宗
教
的
な
諦
め
を
持
っ
た
や
う
な
人
々
」
と
規
定
し
て
い
た
。

そ
乙
で
、
前
節
で
は
、
彼
の
言
う
「
静
か
な
充
実
し
た
生
」
の
内
容
を
、
お
え
ふ

の
生
の
有
様
か
ら
考
察
し
、
彼
女
が
意
識
を
現
実
に
向
け
る
こ
と
で
ロ
マ
ネ
ス
ク
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な
心
理
の
葛
藤
か
ら
自
由
で
あ
る
、
と
い
う
一
面
を
見
て
き
た
。
次
に
、

乙
の
節

で
は
、

「
充
実
し
た
生
」
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、

「
真
に
宗
教

的
な
諦
め
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

考
へ
て
み
る
と
、
十
二
の
と
き
に
病
気
を
し
て
か
ら
、

い
つ
ま
で
も
そ
の

日
の
億
の
心
持
ち
で
、
自
分
に
す
っ
か
り
甘
え
切
っ
て
ゐ
る
初
枝
を
相
手

に
し
て
暮
ら
し
て
き
た
せ
ゐ
か
、
自
分
ま
で
が
一
し
ょ
に
そ
の
日
か
ら
殆
ど

年
を
と
る
の
も
わ
す
れ
て
し
ま
っ
て
ゐ
た
か
の
や
う
だ
つ
た
。
/
お
え
ふ
に

つ

は
そ
の
日
か
ら
後
の
事
は
な
に
も
か
も
つ
い
と
な
ひ
だ
の
事
の
や
う
に
思
へ

る
代
り
、

そ
れ
よ
り
先
き
に
あ
っ
た
出
来
事
は
す
べ
て
が
も
う
夢
の
中
の
や

う
に
思
へ
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
/
と
ん
な
い
ま
の
初
枝
の
や
う
な
年
頃
に
、

自
分
は
も
う
あ
ん
な
不
し
あ
は
せ
な
結
婚
を
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
。
ー
ー
と
、



さ
う
強
ひ
て
思
っ
て
み
て
も
、

そ
の
頃
の
自
分
の
す
べ
て
が
何
ひ
と
つ
目
を

外
ら
せ
た
い
ほ
ど
痛
ま
し
い
姿
を
し
て
蘇
っ
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
:
:
:
/

お
え
ふ
は
、
ま
だ
四
十
に
も
な
ら
な
い
う
ち
に
、

と
ん
な
乙
だ
は
ら
な
い
気

も
ち
で

自
分
の
若
い
日
の
と
と
が
思
ひ
出
さ
れ
よ
う
と
は
思
ひ
も
及
ば
ぬ

(
資
料
十
、
波
線
山
本
)

事
だ
っ
た
。

乙
の
資
料
十
に
見
ら
れ
る
、

お
え
ふ
の
感
懐
も
、
堀
辰
雄
の
一
一
一
口
う
「
静
か
な
充

実
し
た
生
」
の
一
つ
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

一
体
乙
の
よ
う
な
心
境
は
何

に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
お
え
ふ
は
、

「
そ
の
日
か
ら
後
の
事
は
な
に
も
か
も

つ
い
ζ

な
ひ
だ
の
事
の
や
う
に
思
へ
る
代
り
、

そ
れ
よ
り
先
き
に
あ
っ
た
出
来
事

は
す
べ
て
が
も
う
夢
の
中
の
や
う
に
思
へ
る
ば
か
り
だ
っ
だ
」
と
い
う
。
文
章
の

続
き
か
ら
、

「
そ
の
日
」
が
、
初
枝
の
発
病
の
日
を
さ
す
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る

か・り、

乙
の
部
分
は
、
初
枝
を
看
病
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、

お
え
ふ
が
生
の
充
実

を
得
て
、

そ
の
ζ

と
で
、
不
幸
な
結
婚
の
記
憶
を
無
化
し
て
し
ま
っ
た
(
夢
の
中

と
観
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
)
、

と
解
釈
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
初
枝
へ
の
献

身
が
、

お
え
ふ
の
「
静
か
な
充
実
し
た
生
」
の
大
き
な
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い

る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

献
身
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
生
の
充
実
を
生
む
の
か
。

乙
の
ζ

と
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
、
鴎
外
の
「
安
井
夫
人
」
に
つ
い
て
の
論
稿
が
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
の

で
、
そ
れ
を
借
り
て
く
る
と
と
に
す
る
。
清
国
文
武
氏
(
注
六
)
は
そ
の
論
の
中
で
、

「
『
安
井
夫
人
』
以
後
の
歴
史
離
れ
の
作
品
に
お
い
て
は
献
身
に
生
き
る
女
性
の
・

姿
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
」
て
、

そ
の
「
彼
女
た
ち
の
強
さ
は
一
点
に
自
己
を
限

定
し
集
中
す
る
と
い
う
生
き
方
か
ら
出
て
来
る
」
も
の
で
あ
り
、
彼
女
ら
は
「
消

極
的
・
受
動
的
・
静
観
的
に
待
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
時
に
は

毅
然
と
し
た
精
神
を
示
す
の
で
あ
っ
て
、
彼
女
た
ち
の
耐
え
そ
し
て
待
つ
態
度
の

内
面
的
な
意
味
に
は
、
む
し
ろ
武
士
の
そ
れ
よ
り
積
極
的
・
能
動
的
な
も
の
が
内

包
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
杭
未
知
・
未
経
験
の
世
界
に
自
己

を
投
げ
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
彼
女
た
ち
の
見
切
り
の

精
神
が
「
彼
女
た
ち
に
強
い
心
を
宿
さ
せ
、
献
身
の
中
に
注
ぎ
込
ま
れ
て
(
中
略
)

尽
く
す
対
象
の
中
に
自
ず
と
自
己
を
も
生
か
す
乙
と
に
な
っ
て
い
る
。
主
体
性
は
そ

う
い
う
形
で
相
手
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
」
と
す
る
。

乙
の
説
明

は
、
そ
の
ま
ま
、

お
え
ふ
の
生
の
説
明
に
な
り
は
す
ま
い
か
。

お
え
ふ
の
献
身
は
、
外
見
は
自
己
棄
却
の
形
で
消
極
的
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
け

っ
し
て
、
自
己
を
喪
失
し
、

ま
わ
り
に
流
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
情
は
、

初
枝
の
看
病
と
い
う
一
点
に
自
己
を
限
定
し
、
集
中
す
る
と
と
で
、
現
実
の
苦
し

み
に
耐
え
、
積
極
的
に
現
在
の
自
己
の
生
を
貫
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
彼
女
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は
、
そ
の
現
実
へ
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
理
知
的
な
も
の
だ
け
で
は
捉
え
切
れ

な
い
生
の
充
実
を
得
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
知
の
目
で
判
断
す
れ
ば
、
自
分

の
結
婚
や
半
生
が
、
不
幸
な
結
婚
、
不
幸
な
半
生
と
思
わ
れ
で
も
、
実
際
に
彼
女

は
「
痛
ま
し
い
姿
」
を
見
出
す
乙
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

お
え
ふ
は
、
初
枝
の
発
病
前
に
も
、
次
の
よ
う
な
感
懐
を
持
っ
て
い

る
。
彼
女
の
「
充
実
し
た
生
」
は
、
初
枝
へ
の
献
身
か
ら
だ
け
く
る
も
の
で
は
な

し、。

お
え
ふ
は
も
う
す
べ
て
を
詮
め
た
。
初
枝
の
為
に
、
自
分
の
す
べ
て
を
棄

て
よ
う
と
し
た
。
ー
ー
が
、
さ
う
い
ふ
自
分
が
さ
ぞ
惨
め
に
み
え
る
だ
ら
う

と
、
ふ
と
自
分
を
見
か
へ
し
て
み
た
と
き
、
お
え
ふ
は
其
処
に
、
も
と
の
鐙

の
自
分
を
見
出
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。

(
再
掲
資
料
八
)



彼
女
は
、
都
身
を
決
意
し
た
時
に
、

「
も
と
の
俸
の
自
分
」
を
見
出
し
て
い
る
。
献
身

は
意
識
の
変
化
を
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
大
森
氏
は
、

ζ

乙
に
つ
い
て
、

「
失
わ
れ
な
い

何
も
の
か
が
残
っ
て
い
る
と
言
う
乙
と
、
ま
た
は
如
何
に
失
っ
て
長
そ
れ
は
表
皮
の
剥

離
で
し
か
な
い
よ
う
な
お
え
ふ
の
強
き
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
生
の
は
じ
め

か
ら
す
で
に
、
希
望
と
か
歓
喜
と
か
に
よ
っ
て
牽
引
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
と

ろ
の
生
、

と
い
う
と
と
な
の
か
」
と
、
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
し
か
し
、
彼

女
は
、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
第
一
節
に
お
い
て
、
町
の
聞
け
て
い
く
様
子
を
輝
く

目
で
眺
め
る
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

と
と
ま
で
述
べ
て
来
た
献
身
の
論
理

か
ら
し
て
も
、
初
め
か
ら
希
望
に
牽
引
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
は
と
り
に
く
い
、

彼
女
が
変
貌
を
と
げ
る
の
は
、
作
品
の
冒
頭
に
近
い
部
分
に
述
べ
ら
れ
た
離
婚
に

お
い
て
で
あ
り
、

そ
の
変
貌
の
直
後
に
、
筆
者
に
よ
っ
て
、

「
一
た
ん
詮
め
る
と
、

か
う
も
気
が
強
く
な
れ
る
も
の
か
と
お
も
は
れ
る
ほ
ど
、

か
の
女
は
全
く
い
ま
の

境
涯
に
安
ん
じ
て
ゐ
る
や
う
に
さ
へ
見
え
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、

「
充
実

し
た
生
」
は
、
彼
女
の
「
(
真
に
宗
教
的
な
)
詮
め
」
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
、

取
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

で
は
、

そ
の
「
詮
め
」
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
。
お
え
ふ
は
苦
し
い
生
活
を
「
何

気
な
さ
さ
う
」
に
暮
ら
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
は
、
何
も
か
も
詮
め
て

運
命
に
身
を
ま
か
す
体
の
、

い
わ
ゆ
る
詮
め
で
は
な
い
。
そ
の
「
詮
め
」
は
、
離

婚
の
直
後
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
離
婚
の
原
因
に
少
な
か
ら
ず
関
係

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
か
ら
「
詮
め
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

結
婚
し
て
一
年
|
|
お
え
ふ
は
、

は
じ
め
て
出
来
た
子
の
初
枝
を
産
み
に
、

母
親
の
も
と
に
帰
っ
て
く
る
と
、

そ
の
ま
ま
ど
う
し
て
も
も
う
ホ
テ
ル
に
は

一
反
ら
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
理
由
は
な
ん
と
も
云
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
云

つ
で
も
、
誰
に
も
分
か
っ
て
も
ら
へ
さ
う
も
な
い
か
ら
、

一
そ
云
は
ず
に
ゐ

ょ
う
と
思
い
込
ん
で
ゐ
る
や
う
な
容
子
だ
っ
た
。

(
資
料
十
一
)

ζ

の
後
の
文
章
に
お
い
て
、

お
え
ふ
の
次
に
も
ら
っ
た
嫁
も
、

ホ
テ
ル
で
は
、

一
年
と
た
た
な
い
う
ち
に
離
縁
に
な
っ
た
、

と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
夫
の
側
に

問
題
が
あ
っ
た
、
も
し
く
は
、
夫
や
そ
の
家
族
に
つ
い
て
い
け
な
く
な
っ
た
、
と

い
う
ζ

と
が
離
婚
の
原
因
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
単
に
夫
婦
不
和
と
い

う
だ
け
な
ら
ば
、

「
誰
に
も
分
か
っ
て
も
ら
へ
そ
う
も
な
い
」
と
と
で
は
な
か
ろ

，っ。

「
ど
う
し
て
も
も
う
ホ
テ
ル
に
は
戻
ら
う
と
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、

あ
ま
り
に
強
過
ぎ
る
拒
否
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
女
の
「
詮
め
」
は
、
夫
婦

聞
の
と
と
で
あ
っ
て
も
、
表
面
的
な
不
和
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
っ
と
本
質
的
な
と

と
ろ
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、

-9-

お
え
ふ
の
「
詮
め
」
と
は
、

結
婚
生
活
の
現
実
を
知
る
と
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
抱
い
て
い
た
夫
婦
愛
と
い
う

と

夢
想
を
棄
却
し
、
現
実
に
身
を
投
げ
出
し
て
生
き
て
い
く
と
と
を
決
意
す
る
と
と

で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
、

そ
の
と
と
に
よ
っ
て
、
既
に
献
身
に
相
当
す
る
決

意
と
行
動
を
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
献
身
に
際
し
で
も
、

な
ん
ら
変
わ
り

ょ
う
が
な
く
、

「
も
と
の
俸
の
自
分
」
を
見
出
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

乙
の
小
説
の
一
部
分
か
ら
、

乙
の
よ
う
な
判
断
を
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、

乙
の
作
品
を
「
菜
穂
子
サ
イ
ク
ル
」
の
中
に
お
い
て
見
る

な
ら
ば
、

そ
れ
が
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

私
は
、
別
稿
(
注
七
)
に
お
い
て
、
三
村
夫
人
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
生
|
|
現
実

に
強
い
欲
求
を
持
ち
な
が
ら
も
、
現
実
を
受
け
入
れ
る
強
さ
を
も
た
な
い
た
め
に

現
実
を
拒
否
し
、

ひ
た
す
ら
幻
影
を
求
め
、

そ
の
結
果
、
自
己
を
喪
失
し
、
自
意

識
に
苦
し
む
生
|
|
の
克
服
が
、

『
菜
穂
子
」
に
お
い
て
目
指
さ
れ
、

そ
し
て
、



成
立
し
て
い
る
乙
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
菜
穂
子
」
に
お
い
て
、
菜
穂

子
が
、
当
初
、
母
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
と
同
様
の
傾
向
を
示
し
な
が
ら
も
、
療
養
所
の

孤
独
の
中
で
、
内
省
を
重
ね
、
真
撃
な
生
の
姿
を
目
撃
・
回
想
す
る
と
と
に
よ
っ

て
、
次
第
に
現
実
の
真
撃
な
生
へ
の
欲
求
と
い
う
内
的
衝
迫
(
堀
の
言
う
「
変
態

的
に
熱
い
」
思
い
)
を
高
め
、
幻
影
へ
の
陶
酔
に
お
さ
ま
り
き
ら
な
く
な
っ
て
、

現
実
へ
の
行
動
に
踏
み
出
し
て
い
く
、

と
い
う
図
式
が
見
ら
れ
る
と
と
か
ら
、
末

尾
部
分
の
意
味
す
る
も
の
は
、

「
夫
婦
愛
の
誕
生
」
で
も
、

そ
の
渋
滞
で
も
な
く

む
し
ろ
、
行
動
に
よ
る
(
「
夫
婦
愛
の
誕
生
」
と
い
う
)
幻
影
の
破
壊
す
な
わ
ち

現
実
と
切
り
結
ぶ
乙
と
に
始
ま
る
本
質
的
な
生
へ
の
出
発
で
あ
る
。
と
述
べ
た
。

今
そ
れ
を
繰
り
返
す
余
裕
は
な
い
が
、
簡
単
に
、
ま
と
め
て
み
よ
う
。

自
己
の
ロ

7
不
ス
ク
な
性
情
を
否
定
し
な
が
ら
も
、

そ
乙
か
ら
抜
け
出
せ
な
い

村
夫
人
の
精
神
構
造
は
、

「
輸
の
家
」
第
二
部
の
次
の
よ
う
な
心
理
描
写
に
も

如
実
に
表
わ
れ
て
い
る
。

実
は
さ
う
い
ふ
人
達
|
|
い
は
ば
純
粋
な
第
三
者
の
自
に
最
も
生
き
生
き

と
映
っ
て
ゐ
る
だ
ら
う
恐
ら
く
は
為
合
は
せ
な
奥
様
と
し
て
の
私
だ
け
が

と
の
世
に
実
在
し
て
ゐ
る
の
で
、
何
か
と
絶
え
ず
生
の
不
安
に
怯
や
か
さ
れ

て
ゐ
る
私
の
も
う
一
つ
の
姿
は
、
私
が
自
分
勝
手
に
作
り
上
げ
て
ゐ
る
架
空

の
姿
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

(
中
略
)
此
の
手
帳
さ
へ
な
け
れ
ば
、

そ
ん
な
私
は
と
の
地
上
か
ら
永
久
に
姿
を
消
し
て
し
ま
ふ
。
さ
う
だ
、

乙

ん

な
も
の
は
一
思
ひ
に
焼
い
て
し
ま
ふ
ほ
か
は
な
い
。
本
当
に
い
ま
す
ぐ
に
も
・

焼
い
て
し
ま
は
う
O
i
-
-
・
(
中
略
)
私
は
す
で
に
反
省
が
来
て
い
た
。
私
達

の
や
う
な
女
は

(
中
略
)
自
分
が
乙
れ
か
ら
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
事
を
考

へ
出
し
た
ら
最
後
、

も
う
す
べ
て
の
事
が
た
め
ら
は
れ
て
く
る
。

(
資
料
十
二
、

「
橡
の
家
」
第
二
部
)

三
村
夫
人
は
「
生
の
不
安
」
に
苦
し
む
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
意
識
を
架
空
の
姿
、
「
仮

象
」
と
認
識
し
、

そ
の
認
識
を
進
め
て
、

「
仮
象
」
の
象
徴
で
あ
る
手
帳
を
焼
く

(
生
の
不
安
に
目
を
向
け
ず
、
現
実
に
目
を
向
け
る
)
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
生

の
不
安
」
を
葬
り
去
り
、
代
わ
り
に
他
者
の
自
に
映
る
姿
(
一
般
的
に
考
え
れ
ば
、

ζ

ち
ら
が
仮
象
で
あ
ろ
う
)
を
実
象
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
女
は
、
結
局
、

「
生
の
不
安
」
を
無
化
す
る
乙
と
は
出
来
ず
、

と
の
引
用
と
乙
れ
に
続
く
彼
女
の

描
写
は
、
決
意
が
な
し
く
ず
し
に
消
滅
に
い
た
る
彼
女
の
心
理
の
好
余
曲
折
を
く

ど
い
ほ
ど
描
い
て
い
る
。
だ
が
、

「
生
の
不
安
」
を
「
仮
象
」
と
認
識

と
ζ

で、

し
、
行
動
に
踏
み
出
す
と
と
で
、

ロ

7
不
ス
ク
か
ら
の
脱
出
が
試
み
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

ハU

「
菜
穂
子
」
で
は
、
菜
穂
子
は
、

と
の
三
村
夫
人
の
遼
巡
を
突
き
抜
け
、
行
動

に
よ
る
現
実
へ
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、

ロ
7

・
不
ス
ク
を
脱
し
て
い
る
。
作
品
の

末
尾
に
お
い
て
、
夫
に
期
待
を
裏
切
ら
れ
、
夫
婦
愛
に
失
望
し
た
菜
穂
子
は
、
も

は
や
内
的
独
自
に
よ
る
我
が
身
の
嘆
き
に
戻
ら
ず
、

の
み
な
ら
ず
、

口
喧
嘩
の
あ

と
で
は
晴
れ
や
か
さ
す
ら
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
佑
し
さ
や
悔
し
さ
で
は
な
く
、

次
の
よ
う
な
予
見
が
彼
女
の
心
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
自
分
が
け
ふ
の
や
う
に
何
物
か
に
魅
せ
ら
れ
た
や
う
に
な
っ
て
夢

中
に
な
っ
て
何
か
手
あ
た
り
ば
っ
た
り
の
事
を
し
つ
づ
け
て
ゐ
る
う
ち
に
、

一
つ
所
に
ぢ
っ
と
し
た
き
り
で
は
到
底
考
へ
及
ば
な
い
や
う
な
幾
つ
か
の
人

生
の
断
面
が
自
分
の
前
に
突
然
現
は
れ
た
り
消
え
た
り
し
な
が
ら
、
何
か
自
分
に

新
し
い
人
生
の
道
を
そ
れ
と
な
く
指
し
示
し
て
ゐ
て
呉
れ
る
や
う
に
思
は
れ
て
来



た
事
だ
っ
た
。

(
資
料
十
三
、

「
菜
穂
子
」
)

彼
女
は
「
夢
中
に
な
っ
て
何
か
手
あ
た
り
ば
っ
た
り
の
事
を
し
つ
づ
け
」
る
乙

と
、
す
な
わ
ち
、
結
果
を
考
え
ず
に
未
知
の
世
界
へ
身
を
投
げ
出
し
て
行
動
す
る

と
と
で
、
三
村
夫
人
が
抜
け
出
す
ζ

と
の
で
き
な
か
っ
た
、
自
意
識
を
ま
ぬ
が
れ

て
い
る
。
三
村
夫
人
同
様
、
孤
独
に
閉
じ
こ
も
ろ
う
と
す
る
心
の
弱
さ
を
持
ち
な

が
ら
も
、
菜
穂
子
は
、

や
む
に
や
ま
れ
ぬ
心
の
欲
求
に
従
い
、
行
動
に

あ
え
て
、

一
歩
踏
み
出
す
と
と
で
、

か
ぽ
そ
い
な
が
ら
も
自
ら
の
生
の
「
新
し
い
道
」
を
見

つ
け
、
孤
独
へ
の
不
毛
な
耽
溺
か
ら
逃
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
の
延
長
上
に
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
の
お
え
ふ
を
置
く
と
、

ど
う
で
あ
ろ
う
。

既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
お
え
ふ
は
、

み
だ
り
に
孤
独
に
ひ
た
る
ζ

と
な
く
、
常

に
現
実
へ
と
意
識
を
戻
し
、

ど
の
よ
う
な
苛
酷
な
運
命
を
与
え
ら
れ
で
も
、

ー--，

な

り
ふ
り
か
ま
わ
ず
」
働
く
、
献
身
的
な
看
病
を
す
る
、

と
い
う
風
に
、
自
己
を
一

点
に
集
中
し
、
未
知
の
世
界
へ
投
げ
出
し
て
い
く
乙
と
で
、
身
の
不
幸
を
「
強
ひ

て
思
っ
て
み
て
も
」

「
何
ひ
と
つ
目
を
外
ら
せ
た
い
ほ
ど
痛
ま
し
い
姿
を
し
て
蘇

っ
て
来
な
い
」
と
い
う
境
地
に
達
し
て
い
る
。
現
実
の
生
の
不
安
や
過
去
の
苦
し

み
に
心
を
奪
わ
れ
る
事
な
く
、
第
三
者
の
目
に
映
る
充
実
し
た
生
を
送
っ
て
い
る
。

乙
の
と
と
は
、

お
え
ふ
が
、
三
村
夫
人
が
果
た
し
得
な
か
っ
た
、
実
象
と
仮
象
の

逆
転
を
な
し
た
の
だ
と
言
え
は
す
ま
い
か
。
ま
た
、
菜
穂
子
が
、
わ
ず
か
に
、
作

品
末
尾
に
お
い
て
、
街
動
的
に
行
動
す
る
ζ

と
で
、

ロ
マ
ネ
ス
ク
か
ら
自
立
す
る

予
見
を
得
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
お
え
ふ
は
、
と
も
か
く
も
、
菜
穂

子
の
予
見
を
現
実
の
生
活
の
中
で
実
行
し
、

「
静
か
な
充
実
し
た
生
」
を
生
き
て

いヲ
A
V

。
乙
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
の
「
静
か
な
充
実
し
た
生
」

は
、
け
っ
し
て
、

『
菜
穂
子
』
と
別
な
プ
ロ
ッ
ト
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
菜
穂
子

の
予
見
を
受
け
継
ぎ
、

そ
れ
を
現
実
の
生
活
の
中
に
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
と
と

が
わ
か
る
。

乙
の
作
品
は
、
後
期
の
掘
作
品
に
見
ら
れ
る
、
未
知
の
世

つ
ま
り
、

界
へ
と
身
を
投
げ
出
し
て
い
く
と
と
に
よ
る
、

ロ

7
不
ス
ク
か
ら
の
自
己
救
済
、

と
い
う
傾
向
の
帰
若
点
と
し
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五

目
撃
者
の
視
点
か
ら
の
心
理
描
写
に
つ
い
て
の
考
察

|
|
鴎
外
「
安
井
夫
人
」
と
の
比
較
か
ら

次
に
、
二
節
で
述
べ
た
、

目
撃
者
の
視
点
か
ら
の
描
写
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

先
に
、
外
的
条
件
か
ら
一
般
的
に
想
像
さ
れ
る
人
物
と
は
相
違
す
る
も
の
と
し
て
、

主
人
公
が
突
き
放
し
て
観
察
さ
れ
、
意
外
性
を
強
調
さ
れ
て
い
る
、
と
述
べ
た
。

そ
し
て
、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
に
お
い
て
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
の

そ
の
乙
と
は
、

の
で
あ
っ
て
、
外
見
と
内
面
を
異
な
る
も
の
と
し
て
掘
が
意
識
的
に
描
き
分
け
て

い
る
と
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
述
べ
た
。

乙
の
事
に
つ
い
て
、
今
一
度
、
同
じ

く
目
撃
者
の
視
点
か
ら
苦
か
れ
た
作
品
、
森
鴎
外
の
「
安
井
夫
人
」

(
注
八
)
に

お
け
る
お
佐
代
の
描
写
と
、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
に
お
け
る
お
え
ふ
の
描
写
と
の

比
較
と
い
う
点
か
ら
確
認
し
て
お
ζ

ぅ。

二
人
の
造
型
・
設
定
を
、

そ
の
結
婚
後
に
お
い
て
比
べ
て
み
る
と
、

そ
と
に
は
、

あ
る
い
は
、
執
筆
時
、
掘
の
頭
の
中
に
「
安
井
夫
人
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
想
像
さ
せ
る
、
類
似
的
な
表
現
・
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
(
注
九
)
。
お
佐
代

は
自
ら
申
し
出
て
嫁
に
い
く
。
お
え
ふ
は
「
親
の
云
ふ
な
り
に
」
嫁
に
い
く
。
自

ら
選
ん
だ
献
身
と
、
余
儀
な
く
さ
れ
た
結
婚
と
、
そ
ζ

に
は
現
象
的
に
は
正
反

対
と
も
い
え
る
違
い
が
あ
る
。
が
、

い
ず
れ
も
美
し
い
娘
で
あ
り
、
結
婚
又
は
離



婚
の
直
後
に
そ
の
態
度
を
一
変
す
る
点
に
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。
結
婚
の
申
し
出

の
時
に
は
、

「
お
そ
る
/
¥
障
子
を
あ
け
て
」
入
り
、
母
の
言
葉
に
「
耳
ま
で

赤
く
し
て
、

「
は
い
」
と
云
っ
て
、
下
げ
て
ゐ
た
頭
を
一
一
回
低
く
下
げ
」
た
、
「
控

目
で
無
口
で
」

「
内
気
な
」
お
佐
代
は
、
結
婚
後
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い

る。

と
れ
ま
で
只
美
し
い
と
ば
か
り
云
は
れ
て
、
人
形
同
様
に
思
は

れ
て
ゐ
た
お
佐
代
さ
ん
は
、
繭
を
破
っ
て
出
た
蛾
の
や
う
に
、
そ
の
控
目
な
、

(
前
略
)

内
気
な
態
度
を
脱
却
し
て
、
多
勢
の
若
い
書
生
達
の
出
入
す
る
家
で
、
天
晴

η
F
U
 

地
歩
を
占
め
た
夫
人
に
な
り
お
ほ
せ
た
。
(
中
略
)
美
し
く
て
、
し
か
も
き

例。

つ
ば
り
し
た
若
夫
人
の
前
に
、
客
の
頭
が
自
然
に
下
が
っ
た
。
人
に
榔
拾
は

れ
る
世
間
の
よ
め
さ
ん
と
は
全
く
趣
を
殊
に
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

(
「
安
井
夫
人
」

資
料
十
三
、
傍
線
山
本
)

バ噌

お
佐
代
さ
ん
は
形
振
に
構
は
ず
働
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
も
「
同
の
小
町
」

と
云
は
れ
た
昔
の
悌
は
ど
乙
ゃ
ら
に
あ
る
。

(
同
資
料
十
四
、
傍
線
山
本
)

乙
の
よ
う
な
お
佐
代
の
描
写
、
特
に
傍
線
部
の
表
現
・
設
定
を
次
の
よ
う
な
、

離
婚
直
後
の
お
え
ふ
の
描
写
と
比
べ
て
欲
し
い
。
細
か
な
表
現
の
レ
ベ
ル
で
が
そ

れ
ほ
ど
類
似
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、

そ
の
意
味
す
る
と
ζ

ろ
は
か
な
り
類

似
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

お
え
ふ
は
そ
れ
ま
で
と
打
っ
て
変
っ
て
、
急
に
勝
気
な
女
に
な
っ
た
。
誰

に
何
と
云
は
れ
よ
う
と
平
気
な
や
う
に
、
屈
さ
き
で
背
な
か
に
し
た
初
枝
を

あ
や
し
て
ゐ
る
お
え
ふ
の
姿
は
い
か
に
も
屈
託
な
さ
さ
う
に
見
え
た
。

中

略
)
弟
の
五
郎
な
ど
に
何
か
ぞ
ん
さ
い
に
も
の
を
云
っ
て
ゐ
る
と
き
な
ど
は
、

n
，“
 

乙
れ
が
あ
の
お
え
ふ
さ
ん
か
と
思
ふ
ほ
ど
、
き
び
き
び
し
た
も
の
の
云
ひ
方

(
資
料
十
一
、
傍
線
山
本
)

を
し
て
ゐ
た
。

一
た
ん
詮
め
る
と
、

か
う
も
気
が
強
く
な
れ
る
の
か
と
お
も
は
れ
る
ほ
ど
、

彼
女
は
全
く
い
ま
の
境
涯
に
安
ん
じ
て
ゐ
る
や
う
に
さ
へ
見
え
た
。
さ
う
し

て
、
そ
ζ

い
ら
の
村
の
女
た
ち
と
閉
じ
や
う
に
な
り
ふ
り
格
は
な
い
容
子

を
し
て
ゐ
た
が
、

さ
す
が
に
何
処
か
品
が
あ
り
、

そ
れ
が
か
へ
っ
て
か
の
所

の
ま
は
り
に
一
抹
の
淋
し
さ
を
漂
は
せ
て
ゐ
た
ζ

と
は
ゐ
た
、
ー
ー
が
、
そ
ん

な
乙
と
に
も
無
頓
着
ら
し
く
、
い
か
に
も
何
気
な
き
さ
う
に
し
て
ゐ
る
お
え

。δ

ふ
に
は
、
あ
あ
不
し
あ
は
せ
な
女
だ
と
人
々
に
云
は
せ
な
い
や
う
な
も
の
が

剖
寸
州
叫

n
L
 

(
資
料
十
二
、
傍
線
山
本
)

共
に
リ
ル
ケ
の
影
響
の
認
め
ら
れ
る
作
家
・
作
品
で
あ
り
、

リ
ル
ケ
受
容
の
質
、

両
者
の
資
質
の
差
、
両
者
間
の
影
響
関
係
と
い
う
点
か
ら
も
論
ず
る
と
と
は
出
来

ょ
う
が
、
私
に
は
、
今
、

乙
ζ

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
類
似
か
ら
、

そ
れ
ら
を
云
々

す
る
準
備
は
な
い
。
お
佐
代
と
お
え
ふ
の
造
型
の
違
い
か
ら
、
掘
の
表
現
の
与
え

た
効
果
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

鴎
外
は
、

お
佐
代
さ
ん
の
内
面
を
「
お
佐
代
さ
ん

「
安
井
夫
人
」
に
お
い
て
、

は
ど
う
云
ふ
女
で
あ
っ
た
か
。

(
中
略
)
お
佐
代
さ
ん
が
蒼
修
を
解
せ
ぬ
程
お
ろ

か
で
あ
っ
た
と
は
、
誰
も
信
ず
る
と
と
が
出
来
な
い
。
又
物
質
的
に
も
、
精
神
的

に
も
、
何
物
を
も
希
求
せ
ぬ
程
括
治
で
あ
っ
た
と
は
、
誰
も
信
ず
る
乙
と
が
出
来

な
い
。
お
佐
代
さ
ん
に
は
槌
か
に
尋
常
で
な
い
望
が
あ
っ
て
、
其
望
の
前
に
は
い



っ
さ
い
の
も
の
が
塵
芥
の
如
く
卑
し
く
な
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
」
と
い
う
推
測

以
外
一
切
述
べ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
た
め
に
、
例
に
示
し
た
よ
う
な
彼
女

の
変
化
は
、
鴎
外
の
解
説
す
る
よ
う
な
彼
女
の
信
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
、

お
佐
代
は
、
世
俗
の
煩
わ
し
き
か
ら
超
絶
し
た
理
想
像
に
造
型
さ
れ
て

い
る
。と

れ
に
対
し
て
、
掘
の
方
は
、

ー-，

り

「
さ
う
に
」

「
ょ
う
で
」

「
ょ
う
す
で
」

し
く
」
と
い
っ
た
表
現
や
、

そ
れ
を
強
調
す
る
よ
う
な
表
現
(
例
え
ば
、
資
料
C

2
の
「
境
涯
に
安
ん
じ
て
ゐ
る
や
う
に
さ
へ
見
え
た
」
の
「
さ
へ
」
と
い
う
表
現
)

の
多
用
に
よ
っ
て
、

「
彼
女
の
運
命
か
ら
客
観
的
に
我
々
が
想
像
す
る
彼
女
の
内

面
と
矛
盾
す
る
」
様
子
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
、

人
間
臭
い
内
面
を

お
え
ふ
は
、

持
っ
た
存
在
で
あ
る
と
、
あ
ら
か
じ
め
知
=
り
さ
れ
て
い
る
。

乙
の
強
調
は
、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
に
お
い
て
初
め
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、

「
菜
穂
子
」
で
は
、
お
え
ふ
は
、
明
の
目
か
ら
次
の
よ
う
に
措
か
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。

さ
う
い
ふ
過
去
の
あ
る
美
貌
の
お
ん
な
と
し
て
は
、
お
え
ふ
は
今
で
は
あ

ま
り
に
何
で
も
な
い
女
の
や
う
な
構
は
な
い
様
子
を
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も

も
う
四
十
に
近
い
の
だ
ら
う
に
台
所
な
ど
で
ま
め
ま
め
し
く
立
ち
働
い
て
ゐ

.
引
彼
女
の
姿
に
は
、
ま
だ
い
か
に
も
娘
々
し
た
動
作
が
そ
の
俵
に
残
っ
て
ゐ

た
。
明
は
こ
ん
な
山
固
に
は
乙
ん
な
女
の
人
も
ゐ
る
の
か
と
懐
か
し
く
思
っ

た。

(
資
料
十
四
、

「
菜
穂
子
」
四
節
、
傍
線
山
本
)

波
線
部
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

お
え
ふ
は
明
に
精
神
的
な
憩
い
を
与
え
る
母
性

的
存
在
、
憧
僚
の
対
象
と
し
て
、
描
写
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
お
え
ふ
の
心
理

は
何
一
つ
語
ら
れ
ず
、
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

娘

「
構
は
な
い
様
子
」

々
し
た
動
作
」
と
い
っ
た
外
見
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

「
検
の
家
」
第
二

部
で
も
、

日
記
の
作
者
、
三
村
夫
人
の
目
を
還
し
て
、

「
娘
々
し
て
ゐ

や
は
り
、

る
」
素
振
り
や
「
単
純
な
何
気
な
い
様
子
」
と
い
っ
た
お
え
ふ
の
外
見
ば
か
り
が

強
調
さ
れ
、

そ
う
し
た
お
え
ふ
の
外
見
が
、
三
村
夫
人
の
意
識
の
変
化

そ
し
て
、

(
ロ
マ
ネ
ス
ク
へ
の
懐
疑
、

そ
と
か
ら
の
離
脱
の
決
意
)
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

『
菜
穂
子
』
で
は
、
お
え
ふ
は
、
お
佐
代
と
同
様
に
、

日
常
の
必
一
事
を
超
越
し
た

理
想
像
と
し
て
、
生
の
不
安
に
怯
え
る
作
中
人
物
か
ら
眺
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
お
え
ふ
の
外
見
が
、

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
に
お
い
て
、

な
ぜ
、
意

外
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
描
か
れ
、
先
述
の
内
面
と
描
き
分
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
乙
の
小
説
の
テ

1
7
は
、
掘
の
言
う
よ
う
に
、
前
節
ま
で
見
て
き
た
「
静
か

な
充
実
し
た
生
」
で
あ
り
、

そ
れ
の
基
に
あ
る
「
真
に
宗
教
的
な
詮
め
」
と
、

そ

-13-

れ
に
基
づ
く
現
実
へ
の
働
き
か
け
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

&
u
p
レ、

そ
れ
だ
け
を
描

く
の
な
ら
ば
、
主
人
公
が
お
え
ふ
で
あ
る
必
要
も
、
彼
女
の
外
見
を
描
く
必
要
も

な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
見
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
、

別
に
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
え
ふ
の
外
見
の
意
外
性
が
強
調
さ
れ
る
ζ

と
は
、
単
に
そ
の
外
見
を
記
述
す

る
場
合
と
異
な
り
、
語
り
手
と
作
者
と
の
聞
に
距
離
を
感
じ
さ
せ
、
作
品
と
作
者

と
の
聞
に
別
箇
の
語
り
手
が
存
在
し
て
い
る
と
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
堀
が
、
あ

え
て
、
お
え
ふ
を
主
人
公
に
し
、

そ
の
外
見
と
内
面
と
の
描
き
わ
け
を
行
な
っ
た

の
は
、

ζ

の
語
り
手
の
存
在
を
描
と
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
お
え
ふ

は
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、

「
強
ひ
て
思
っ
て
み
て
も
」

「
痛
ま
し
い
姿
」
を

見
る
乙
と
は
で
き
ず
、

そ
の
生
は
他
者
か
ら
見
て
「
あ
あ
不
し
あ
は
せ
な
女
だ
」

と
思
わ
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
、
過
去
や
現
実
に
拘
泥
し
な
い
。
現



実
と
し
て
、
屈
託
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
を
「
屈
託
な
さ
さ
う
」

に
見
る
語
り
手
は
、

そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
屈
託
な
く
す
ど
す
の
は
不
可

能
だ
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
作
者
で
は
な
い
。
ま
た
、
お
え
ふ
が
若
く

美
し
い
の
は
、
過
去
や
現
実
に
拘
泥
し
な
い
か
ら
で
あ
り
(
注
十
)
、

そ
れ
を
不

思
議
に
思
ふ
の
は
、
語
り
手
が
、

お
え
ふ
の
高
み
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
語
り
手
は
、
運
命
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
つ
つ
、

そ
と
か
ら

の
脱
出
を
願
い
、
お
え
ふ
の
人
物
に
魅
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
人
物
、
例
え
ば
、
『
菜

穂
子
』
の
三
村
夫
人
の
よ
う
な
人
物
と
想
定
さ
れ
、

え
ふ
の
生
を
傍
観
す
る
乙
と
で
、
三
村
夫
人
が
ロ
マ
ネ
ス
ク
か
ら
の
自
立
を
試
み

「
菜
穂
子
』
に
お
い
て
、

お

た
ζ

と
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、

乙
の
語
り
手
が
、

や
が
て
、
生
命
の
悲
劇
的
高
場

(
注
十
一
)

に
目
覚
め
て
い
く
乙
と
も
予
想
さ
れ
る
。
お
え
ふ
を
主
人
公
と
し
て

描
い
た
の
は
、

こ
の
よ
う
な
『
菜
穂
子
」
世
界
と
の
連
闘
を
も
意
図
し
て
の
と
と
、

と
考
え
る
の
は
、
独
断
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。

と
の
よ
う
な
、
他
者
の
悲
劇
的

生
に
よ
る
、
自
己
の
魂
の
目
覚
め
(
高
錫
)
の
テ
!
?
も
、
掘
の
作
品
、
小
品
に

頻
繁
に
見
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
外
見
を
描
い
た
乙
と
は
、

お
え
ふ
の
内
面
の
充
実
を
保
証
す
る
乙
と

に
も
な
っ
て
い
る
。
掘
の
作
品
で
は
、
現
実
が
、
主
観
世
界
と
客
観
世
界
な
ど
、

重
層
構
造
を
持
っ
と
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
(
注
十
一
一
)

υ

そ
の
た
め
、
主
人
公

の
感
懐
は
、
必
ず
し
も
現
実
と
は
一
致
し
な
い
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
確
か
に
、

お
え
ふ
は
、
生
の
不
安
を
抱
き
な
が
ら
も
、

そ
乙
に
耽
溺
せ
ず
、
未
知
の
世
界
へ

と
身
を
投
げ
出
し
て
い
く
乙
と
で
、
生
の
不
安
を
仮
象
と
し
、
無
化
し
て
い
る

0

・

し
か
し
、

そ
の
と
と
が
、
決
し
て
自
己
満
足
で
は
な
く
、
客
観
的
事
実
と
し
て
判

断
出
来
る
の
は
、

乙
の
外
見
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

乙
の
作
品
に
お
け
る
、

目
撃
者
の
視
点
か
ら
の
描
写

と
、
全
能
者
の
視
点
か
ら
の
描
写
と
は
、
後
者
が
前
者
の
内
実
を
詳
述
し
、
前
者

が
後
者
の
内
実
を
保
証
す
る
と
い
う
、
相
補
的
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

し

か
も
、

そ
の
共
存
に
よ
っ
て
、
作
品
世
界
に
広
が
り
を
も
た
事
り
し
て
い
る
と
、
評

価
で
き
よ
う
。

と
の
、
二
つ
の
視
点
か
ら
の
描
き
分
け
は
、
け
っ
し
て
、
方
法
の

破
綻
で
な
い
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
、
多
く
、
全
能
者
の
視
点
か
ら
の
描
写
か
ら
、

細
や
か
な
心
理
の
壌
を
描
い
て
き
た
掘
が
、
王
朝
物
を
書
く
な
か
で
、

し
だ
い
に
、

目
撃
者
視
点
か
ら
の
摘
写
を
多
用
す
る
よ
う
に
な
り
、

ζ

の
作
品
に
お
い
て
、

そ

れ
が
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
自
意
識
を
描
く

ζ

と
か
ら
、
鴎
外
の
歴
史
小
説
の
よ
う
な
行
為
を
描
く
と
と
へ
と
、
掘
の
創
作
意

識
が
変
化
し
て
い
る
乙
と
、

そ
れ
が
、
堀
の
王
朝
回
帰
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
乙
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〔注〕

引
用
は
、
特
記
な
き
場
合
、
筑
摩
版
全
集
に
よ
っ
た
。
漢
字
は
現
行
の
字
体
に
し
て
あ

る
。
原
則
と
し
て
、
拙
文
で
は
、
『
菜
穂
子
」
は
、
「
菜
穂
子
」
「
稔
の
家
」
第
二
郎
、

第
二
部
等
を
含
む
単
行
本
を
意
味
し
て
使
っ
た
。
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注
一
敬
称
は
全
て
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
出
典
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

竹
内
清
己
、
『
ふ
る
さ
と
び
と
」
|
|
旅
路
の
果
て
|
|
、

昭
和
五
七
年
十
二
月
.
千
葉
大
学
教
養
部
研
究
報
告
A
、

大
森
郁
之
助
、
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
試
論
、
「
国
語
と
国
文
学
」
、

昭
和
四
九
年
二
月
、
「
論
考
堀
辰
雄
」
(
有
朋
堂
、
昭
和
町
・

1
)
所
収

池
内
輝
雄
、
「
本
文
及
び
作
品
鑑
賞
ふ
る
さ
と
び
と
」

「
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
⑮
堀
辰
雄
」
(
昭
和
田

-m)
所
収

他
は
掘
文
学
の
解
説
の
一
部
と
し
て
補
足
的
に
述
べ
ら
れ
る
も
の
が
多
く
・
そ
の

内
容
も
、
「
軽
井
沢
の
生
活
者
を
か
な
り
写
実
的
に
描
き
出
し
て
ゐ
る
」
(
伊
藤
整
)

「
堀
辰
雄
の
客
観
的
観
想
が
達
し
え
た
深
さ
の
証
し
」
(
神
西
清
)
な
ど
、
一
定
し



注注注
四=一

て
い
な
い
。
ま
た
乙
の
作
品
は
、
堀
辰
雄
の
文
学
風
土
と
の
関
係
か
ら
も
論
じ
ら
れ

る
乙
と
が
多
い
。
し
か
し
、
今
回
、
私
は
「
菜
穂
子
の
可
己
目
」
の
一
環
と
し
て
の

み
乙
の
作
品
を
考
察
す
る
立
場
に
立
ち
、
乙
の
よ
う
な
文
学
風
土
か
ら
眺
め
る
視
点

を
取
り
込
ま
な
か
ウ
た
。
堀
文
学
の
成
立
を
下
町
か
ら
の
脱
出
と
と
ら
え
る
、
中
村

古
兵
一
郎
ら
の
考
察
も
な
さ
れ
て
お
り
、
文
当
風
土
と
い
う
視
点
も
重
要
で
あ
る
と
恩

わ
れ
る
の
で
乙
乙
に
注
記
し
て
お
く
。

神
西
治
、
堀
辰
雄
文
学
入
門
、
昭
和
三
二
年
二
月
、
文
芸
臨
時
増
刊
号

伊
藤
整
、
堀
辰
雄
、
「
現
代
日
本
小
説
大
系
第
五
三
巻
」
解
説
、

昭
和
二
六
年
四
月
、
筑
摩
版
全
集
別
巻
二
に
よ
る

「
信
担
へ
往
く
岳
、
札
幌
大
学
女
子
短
期
大
学
部
紀
要
、
昭
和
四
三
年
十
二
月

論
中
の
引
用
は
、
特
に
記
載
な
い
場
合
、
筑
摩
版
全
集
に
よ
る
。

「
心
の
仕
事
を
或
未
知
の
友
へ
の
手
紙
」
、
(
発
表
誌
不
明
、
文
末
に
「
一
九

四
一
年
八
月
、
軽
井
沢
に
て
」
と
あ
る
〉
の
中
に
次
文
が
あ
る
。

も
う
一
つ
の
御
尋
ね
の
私
の
作
品
(
「
菜
穂
子
」
)
は
、
あ
れ
で
も
っ
て
一
先

ず
打
ち
切
っ
て
、
今
度
創
元
社
か
ら
上
梓
し
は
す
。
も
う
校
正
も
了
へ
ま
し
た
の

で
十
月
半
ば
頃
に
は
本
屋
に
出
る
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
(
傍
線
山
本
)

乙
の
文
章
は
「
菜
穂
子
」
の
上
梓
の
乙
と
が
述
べ
ら
れ
、
「
十
月
半
ば
頃
」
と
い
~

う
表
現
も
見
え
る
の
で
、
文
末
に
記
さ
れ
た
日
付
を
信
頼
し
て
よ
か
ろ
う
。
と
す
れ

ば
、
堀
辰
雄
は
「
菜
穂
子
」
執
筆
及
び
「
織
の
家
」
改
作
を
終
え
た
時
点
で
、
「
菜

穂
子
」
の
続
き
を
予
定
し
て
い
た
と
と
に
な
る
(
傍
線
部
)
。
乙
れ
も
「
菜
穂
子
」

と
の
連
続
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
堀
辰
雄
作
品
集
第
五
・
菜
穂
子
」
後
書

き
に
も
、
「
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
は
そ
れ
ら
の
作
品
と
或
つ
な
が
り
を
も
た
せ
つ
つ
」

云
身
と
あ
る
。
(
そ
れ
ら
の
作
品
は
「
菜
穂
子
」
「
稔
の
家
」
を
さ
す
)

注
五
乙
れ
ら
の
用
語
は
、
相
原
和
邦
氏
の
「
激
石
文
学
」
(
縞
書
一
民
、
昭
和
町
・

7
)

か
ら
借
用
し
た
。
「
全
能
者
の
視
点
」
は
、
心
理
描
写
に
の
み
使
わ
れ
る
も
の
で
な

く
、
「
目
撃
者
の
視
点
」
も
、
目
撃
者
の
設
定
が
、
は
っ
き
り
と
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
な
い
の
で
、
乙
の
場
合
、
用
語
と
し
て
不
適
切
に
思
わ
れ
る
が
、
他
に
適
当
な
用

語
が
見
あ
た
ら
な
い
の
で
、
あ
え
て
、
本
文
中
に
規
定
し
た
意
味
に
限
勺
て
伎
勺
た
。

注
六
清
田
文
武
.
「
鴎
外
の
歴
史
小
説
に
お
け
る
人
間
像
の
形
成
|
|
『
待
つ
」
『
耐

え
る
』
と
い
う
契
機
を
中
心
に
|
|
」

文
芸
研
究
第
六
回
集
.
昭
和
四
五
年
六
月
、

『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
森
鴎
外
E
』
(
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
.

昭
和
五
四
年
四
月
)
に
よ
る
。

注
七
拙
稿
.
「
生
の
不
安
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
|
|
「
菜
穂
子
」
研
究
ノ

l
ト
、
京

都
教
育
大
学
園
文
学
会
誌
第
二
一
号
、
昭
和
六
一
年
十
一
月

注
八
「
安
井
夫
人
」
大
正
三
年
四
月
、
筑
摩
版
全
集
類
緊
第
三
巻
に
よ
る

注
九
堀
辰
雄
は
王
朝
物
の
第
二
作
「
奴
拾
」
執
筆
時
に
か
な
り
執
助
に
鴎
外
の
「
山
根

大
夫
・
高
瀬
舟
」
(
岩
波
文
庫
)
を
送
る
よ
う
、
多
恵
子
夫
人
に
書
き
送
勺
て
い
る

(
昭
和
十
五
年
六
月
八
.
九
.
十
日
)
。
「
ち
ょ
っ
と
仕
事
に
入
る
の
だ
」
(
八
日
V

「
け
さ
の
便
で
『
高
瀬
舟
』
来
た
ら
ず
。
因
っ
た
と
と
に
な
っ
た
な
あ
」
(
十
日
)

と
い
う
文
面
は
、
彼
の
王
朝
物
病
恕
時
に
鴎
外
の
歴
史
小
説
が
頭
に
あ
勺
た
と
と
を

示
し
て
い
る
u

乙
の
と
と
か
ら
も
、
鴎
外
の
方
法
を
意
識
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注
十
作
中
に
、
一
箇
所
の
み
、
お
え
ふ
が
老
け
て
見
え
る
の
が
、
「
自
分
た
ち
以
外
に

は
、
世
間
も
何
も
な
い
」
二
人
の
生
活
を
目
の
当
り
に
し
て
、
自
己
の
現
状
を
省
み

る
場
面
で
あ
る
と
と
か
ら
も
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

注
十
一
谷
田
昌
平
「
悲
劇
の
女
性
」
、
『
堀
辰
雄
ー
そ
の
生
涯
と
文
学
」
(
昭
和
初
・
ロ
、

青
木
書
底
)
所
収
.
た
だ
し
、
花
曜
社
版
の
復
刻
(
昭
和
田
・

7
)
に
よ
る
。

注
十
ニ
池
内
輝
雄
「
本
文
及
び
作
品
鑑
賞
.
物
語
の
女
」
(
「
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
⑬

掘
辰
雄
」
(
昭
和

m
-
m〉
所
収
)
に
み
え
る
、
一
人
称
的
二
重
視
点
の
指
摘
他
、
指

摘
多
数
。
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