
近
代
文
学
に
お
け
る
し
ぐ
さ
の
視
座

近
年
、
身
体
論
が
盛
行
し
、
い
わ
ゆ
る
身
振
り
言
語
、
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
乙

れ
に
は
、
展
望
が
見
え
な
い
時
代
状
況
の
行
き
詰
ま
り
と
相
侯
っ
た
思
想
性
の
衰

弱
と
い
う
消
極
的
な
一
因
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
精
神
と
肉
体
と
を
分
離
し
、
理

性
的
認
識
を
優
位
に
置
い
た
近
代
的
知
に
対
す
る
反
省
と
し
て
、
身
体
に
乙
そ
よ

り
根
源
的
な
動
機
と
表
現
が
宿
る
と
す
る
人
間
観
変
革
の
側
面
が
あ
る
乙
と
も
見

逃
せ
な
い
。

一
層
深
い
意
味
を
持
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

れ
は
会
話
と
助
け
合
い
、
あ
る
い
は
乙
れ
と
対
立
し
つ
つ
発
せ
ら
れ
る
登
場
人
物

文
学
に
お
け
る
し
ぐ
さ
や
表
情
は
、

か
ら
の
自
覚
と
無
自
覚
を
含
む
サ
イ
ン
で
あ
る
と
と
も
に
、
明
ら
か
に
作
家
の
自

覚
的
な
意
図
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
作
家
個
人
の
自

覚
的
な
志
向
を
越
え
た
歴
史
的
・
社
会
的
な
約
束
の
表
現
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

文
学
作
品
に
お
け
る
し
ぐ
さ
は
、

一
般
的
な
身
振
り
に
比
し
て
よ
り
純
化
さ
れ
た

結
品
度
を
備
え
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
覚
的
要
素
と
無
自
覚
的
要
素
、
個
人

的
志
向
と
社
会
的
約
束
が
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
構
造
物
で
あ
る
。
加
え
て
、
そ
れ

は
、
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
言
語
的
な
も
の
と
非
言
語
的
な
も
の
と
の
融
合
体

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
筆
者
は
、
先
に
、
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
し

本目

原

末日

邦

{
注
)

ぐ
さ
と
表
情
の
様
相
を
追
跡
し
た
。
本
稿
で
は
、
激
石
文
学
お
よ
び
谷
崎
文
学
を

中
心
と
し
な
が
ら
、
し
ぐ
さ
描
出
の
担
い
手
で
あ
る
作
家
の
問
題
、
さ
ら
に
は
そ

れ
を
対
象
化
す
る
研
究
そ
の
も
の
が
持
つ
問
題
に
つ
い
て
、
批
判
的
な
検
討
を
加

え
た
い
と
思
う
。

一、
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先
の
考
察
で
は
、
「
三
四
郎
」
の
美
禰
子
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
近
代

文
学
に
お
い
て
、
「
仰
向
く
」
女
か
ら
「
僻
向
く
」
女
へ
の
変
身
と
い
う
特
有
の

現
象
が
あ
り
、
そ
れ
は
白
木
の
近
代
に
お
け
る
女
性
の
生
き
か
た
の
困
難
さ
の
具

象
化
と
な
っ
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
た
。

こ
の
問
題
は
、
そ
の
後
の
文
学
に
も
依
然
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

の
し
ぐ
さ
の
引
用
は
割
愛
す
る
が
、
た
と
え
ば
、
昭
和
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る

「
細
雪
」
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
物
語
の
一
つ
の
軸
は
、
雪
子
の
緩
談
だ

が
、
そ
れ
が
ま
と
ま
り
そ
う
で
、
な
か
な
か
ま
と
ま
ら
な
い
。

々

衣
裳
、
持
ち
物
、
人
柄
、
か
ら
云
ふ
と
、

一
番
目
本
趣
味
な
の
が
、
雪
子
、



(
「
細
雪
」
上
、
七
)

と
あ
る
よ
う
に
、
雪
子
は
、
「
そ
れ
か
ら
」
の
三
千
代
に
通
う
伝
統
的
な
美
人
で

あ
り
、
控
え
目
で
思
い
や
り
が
深
く
、
心
も
体
も
芯
が
強
く
て
、
非
の
う
ち
ど
こ

ろ
が
な
い
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
女
の
場
合
、
そ
の
日
本
的
で
控
え
目
な
面
が

災
い
す
る
。
慎
重
な
性
格
ゆ
え
に
、
相
手
の
男
か
ら
の
電
話
に
対
す
る
応
待
が
て

き
ぱ
き
出
来
ず
、
破
談
に
な
る
の
が
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
最
後
に
話
が
ま
と
ま

る
も
の
の
、
結
婚
の
た
め
に
上
京
す
る
彼
女
が
下
痢
を
し
つ
や
つ
け
る
場
面
で
結
ぼ

れ
る
の
も
、
強
く
い
え
ば
一
種
の
結
婚
へ
の
拒
否
反
応
で
、
三
千
代
に
相
似
た
結

婚
の
不
幸
が
待
っ
て
い
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
末
娘
の
妙
子
は
「
一
番
西
洋

趣
味
な
の
が
妙
子
」
と
あ
る
。

「
活
発
で
進
取
的
」
な
「
近
代
娘
」
と
さ
れ
て
お

り
、
い
わ
ば
美
南
子
の
後
身
で
あ
る
。
彼
女
は
ま
た
、
職
業
を
身
に
つ
け
「
他
人

の
支
持
な
ど
に
頼
ら
ず
」

「
独
立
独
行
」
を
目
指
す
自
立
志
向
の
女
性
で
、
恋
愛

や
結
婚
の
相
手
も
自
分
で
選
ぶ
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
結
果
は
う
ま
く
行
か
な
い
。

は
じ
め
船
場
の
ぽ
ん
ぽ
ん
を
選
ん
で
失
敗
し
、
次
の
男
に
は
死
別
し
、
三
人
目
の

男
と
の
聞
は
で
き
た
子
供
を
世
間
体
を
は
ば
か
っ
て
、
こ
っ
そ
り
出
産
す
る
が
、

そ
の
子
は
生
ま
れ
際
に
死
ん
で
し
ま
う
。
惨
憎
た
る
結
末
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
文
学
作
品
に
お
け
る
女
性
た
ち
は
、
明
治
か
ら
昭

和
ま
で
大
き
な
困
難
に
直
面
し
て
い
る
。
伝
統
的
な
女
性
も
必
ず
し
も
し
あ
わ
せ

で
は
な
い
が
、
特
に
新
し
い
生
き
か
た
を
貫
こ
う
と
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
障
害

に
出
会
い
、
深
い
苦
悩
や
挫
折
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を

基
本
と
す
る
近
代
小
説
の
原
理
に
照
ら
す
と
、
乙
れ
ら
文
学
の
う
え
の
女
性
た
ち

の
姿
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
近
代
に
お
け
る
女
性
の
生
き
方
の
象
徴
と
い
う
乙
と
が

で
き
よ
う
。

一一、

も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
作
品
や
そ
の
背
後
に
い
る
作
家
に
も
問
題
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
「
三
四
郎
」
に
お
い
て
、
美
禰
子
の
よ
き
理
解
者
で
あ
り
、
野
々
宮

に
対
抗
し
て
彼
女
を
弁
護
し
た
広
田
も
「
あ
の
女
は
落
ち
付
い
て
居
て
、
乱
暴
だ
」

「
芯
が
乱
暴
だ
」
(
六
)
と
言
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
っ
た
。
美
禰
子
の
生
き
方
を

「
乱
暴
」
と
い
う
乙
と
ば
で
片
付
け
る
こ
の
批
判
は
、
作
品
に
お
け
る
広
田
の
位

置
を
見
、
末
尾
で
美
禰
子
中
そ
し
て
三
四
郎
に
謝
ら
せ
る
設
定
を
も
考
え
合
わ
せ
る

と
、
ほ
ぼ
作
者
の
本
音
だ
と
思
わ
れ
る
。
三
四
郎
を
視
点
人
物
に
し
て
い
る
た
め

美
禰
子
の
内
面
が
明
確
に
と
ら
え
ら
れ
な
い
の
も
作
品
構
造
か
ら
来
る
制
約
だ
が
、

よ
り
根
本
的
な
問
題
は
女
を
眺
め
る
男
の
目
を
抜
け
出
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
た
め
に
、
美
禰
子
の
女
性
美
が
、
ま
る
で
幾
枚
も
の
絵
を
見
る
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も
ち
ろ
ん
、

よ
う
に
あ
、
ぎ
や
か
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
文
学
の
持
つ
一
つ
の
力
な
の
だ
が
、

そ
う
は
い
っ
て
も
、
作
者
は
、
基
本
的
に
は
三
四
郎
も
し
く
は
読
者
と
と
も
に
、

乙
の
美
禰
子
を
眺
め
、
鑑
賞
す
る
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

L、
。

谷
崎
の
場
合
は
小
説
の
基
本
視
点
を
個
々
の
人
物
を
越
え
た
全
体
的
な
語
り
手

す
な
わ
ち
作
者
に
置
い
て
い
る
。
乙
の
視
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
女
性
の
個
性
と
相

互
関
係
と
を
立
体
的
に
描
き
出
し
、
そ
の
筆
は
女
性
の
生
理
に
ま
で
届
い
て
い
る

つ
い
に
は
妙
子
を

「
不
良
」
と
い
う
語
で
規
定
し
て
い
る
。
妙
子
の
生
き
方
を
「
不
良
」
の
語
で
片

付
け
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
|
|
、
そ
の
女
性
遍
歴
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、

が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
雪
子
に
甘
く
、
妙
子
に
厳
し
く
て
、

不
良
と
い
え
ば
谷
崎
ほ
ど
の
不
良
は
少
な
か
っ
た
わ
け
で
、
こ
こ
に
は
松
子
夫
人



を
得
て
安
住
し
て
し
ま
っ
た
作
者
の
ゆ
る
み
が
出
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

谷
崎
は
い
わ
ゆ
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
だ
が
、
崇
拝
を
裏
返
し
た
女
性
蔑
視
が
雪
子
を

含
め
た
女
た
ち
の
描
き
か
た
に
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
把
握
の
限
界
は
、
女
性
像
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
「
三
四
郎
」

に
お
い
て
三
四
郎
が
は
じ
め
て
池
の
端
で
出
会
っ
た
美
禰
子
の
服
装
や
し
ぐ
さ
を

詳
細
に
描
い
た
あ
と
、
作
者
は
「
け
れ
ど
も
田
舎
者
だ
か
ら
此
色
彩
が
ど
う
い
ふ

風
に
奇
麗
な
の
だ
か
、
口
に
も
云
へ
ず
、
筆
に
も
書
け
な
い
」
(
三
)
と
き
め
つ
け

て
い
る
が
、
三
四
郎
、
が
、
乙
の
時
感
じ
た
の
は
た
だ
そ
れ
だ
け
な
の
か
、
も
う
少

し
こ
ま
や
か
な
感
想
も
持
ち
得
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
拭
い
き
れ
な
い

の
で
あ
る
。

「
細
雪
」
に
台
風
を
描
い
た
場
面
が
あ
る
。
東
京
の
家
は
、
風
が
吹
き
つ
け
る

度
に
「
此
の
家
の
柱
と
壁
の
際
聞
が
一
一
一
寸
離
れ
る
」
(
中
、
十
六
)
と
記
さ
れ

て
い
る
。
別
の
日
だ
が
、
ほ
ぽ
同
じ
頃
に
阪
神
に
も
大
水
害
が
あ
り
、
妙
子
が

「
九
死
に
一
生
を
得
た
」
場
面
な
ど
が
活
々
と
描
か
れ
て
い
る
が
、
乙
の
と
き
も

芦
屋
の
家
は
「
一
木
一
草
も
損
は
れ
て
は
ゐ
な
い
」
(
中
、
十
)
と
叙
述
さ
れ
て
い

る
。
雪
子
の
目
を
通
し
た
形
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
だ
け
の
嵐
で
一
本
の
木
も
一

本
の
草
も
痛
ま
な
い
と
い
う
の
で
は
、
作
者
の
芦
屋
讃
歌
が
表
に
出
過
ぎ
て
お
り
、

リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の
限
界
を
指
摘
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。

こ
の
こ
と
は
神
な
ら
ぬ
ひ
と
り
の
作
家
が
社
会
的
現
実
、
人
間
的
真
実
の
す
べ

て
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
人
間
存
在
の
問
題
、

と
る
に
せ
よ
三
人
称
視
点
を
と
る
に
せ
よ
、
そ
の
結
果
を
作
品
に
十
全
に
反
映
で

き
る
の
か
と
い
う
小
説
論
の
問
題
に
も
広
が
る
が
、
も
う
一
つ
根
本
的
な
乙
と
と

一
人
称
視
点
を

し
て
文
学
に
お
け
る
言
語
の
問
題
が
残
る
。
す
な
わ
ち
、
文
学
が
ど
の
よ
う
に
活
々

と
環
境
や
自
然
を
描
き
、
人
物
像
を
点
出
し
て
も
、
造
形
美
術
や
音
楽
や
実
際
行

動
と
違
っ
て
、
所
詮
そ
れ
は
は
じ
め
か
ら
終
り
ま
で
、

こ
と
ば
に
よ
る
産
物
で
し

か
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
、
小
説
に
お
け
る
言
語
は
、
一
方
で
非
言

語
的
な
像
や
行
動
の
提
示
を
深
く
志
向
し
つ
つ
、
他
方
で
そ
れ
ら
』
説
明
し
意
味
咽
つ

け
る
と
い
う
言
語
性
を
強
く
持
っ
て
い
る
。

形
象
と
意
味
と
の
乙
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
言
語
作
品
と
実
生
活
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

は
、
作
家
た
ち
に
苛
酷
な
苦
役
を
強
い
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
作
品
を
棄
て
て
実

人
生
を
取
る
と
い
う
選
択
に
傾
い
た
の
が
、
た
と
え
ば
二
葉
亭
四
迷
、
志
賀
直
哉

で
あ
る
。
逆
に
、
む
し
ろ
実
人
生
そ
の
も
の
を
消
去
し
て
清
算
し
よ
う
と
し
た
の

が
、
芥
川
龍
之
介
、
太
宰
治
、
三
島
由
紀
夫
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
作
家
の
抱
え
た
問
題
は
、
決
し
て
私
た
ち
言
語
研
究
者

と
無
緩
で
は
な
い
。

何
よ
り
も
、
筆
者
自
身
、
し
ぐ
さ
と
い
う
観
点
を
と
っ
た
と
き
、

H

眺
め
る
u

側
の
立
場
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
し
ぐ
さ
は
も
と
よ
り
、
身
ぶ
り
、
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否
応
な
く

姿
勢
、
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
、
ポ
ー
ズ
と
い
っ
た
ど
の
類
語
を
と
っ
て
も
、
人
間
内
面

の
深
み
の
自
然
な
表
出
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
い
さ
さ
か
誇
張
さ
れ
、
演
技
さ

れ
た
表
面
的
な
形
態
と
い
っ
た
趣
き
は
否
定
で
き
な
い
。
作
家
の
抱
え
た
苦
悩
を

こ
の
よ
う
な
表
面
的
な
形
態
の
み
を
追
跡
す
る
な
ら
ば
、
研
究
が

抜
き
に
し
て
、

作
家
の
場
合
以
上
に
傍
観
的
で
退
嬰
的
な
好
事
家
の
仕
事
に
終
る
の
は
必
定
で
あ

る

一一一、

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
陸
路
を
越
え
る
の
か
。
そ
の
一
つ
の
示
唆



は
や
は
り
作
家
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
語
と
実
人
生
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

に
苦
し
み
つ
つ
、
な
お
、
言
語
に
乙
だ
わ
り
、
人
生
を
棄
て
な
か
っ
た
作
家
た
ち

の
あ
り
ょ
う
が
そ
れ
で
あ
る
。
谷
崎
は
年
老
い
て
指
が
不
自
由
に
な
っ
た
と
き
、

鉛
筆
を
針
金
で
指
に
ま
き
つ
け
て
な
お
執
筆
し
た
。
乙
れ
は
言
語
活
動
と
人
生
と

の
統
一
の
敢
行
が
外
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
例
だ
が
、
瀬
石
に
よ
っ
て
そ
れ
を
い
わ

ば
内
側
か
ら
確
か
め
る
乙
と
が
で
き
る
。
激
石
が
、
最
高
傑
作
「
明
暗
」
を
書
き
な

が
ら
一
九
二
ハ
(
大
正
五
)
年
一
二
月
に
艶
れ
た
の
は
、
周
知
の
と
乙
ろ
だ
が
、
乙

の
作
品
に
は
結
婚
後
間
も
な
い
一
人
の
女
性
を
と
ら
え
た
場
面
が
あ
る
。
お
延
は

結
婚
前
ま
で
預
け
ら
れ
て
い
た
叔
母
の
家
に
戻
り
、
従
姉
の
継
子
と
た
わ
む
れ
る
。

偶
然
の
出
来
事
が
お
延
を
猶
小
供
ら
し
く
し
た
。
津
田
の
前
で
か
つ
て
感

じ
た
事
の
な
い
自
由
が
瞬
間
に
復
活
し
た
。
彼
女
は
全
く
現
在
の
自
分
を
忘

れ
た
。

「
継
子
さ
ん
早
く
雑
巾
を
取
っ
て
入
ら
っ
し
ゃ
い
」

「
厭
よ
。
あ
な
た
が
零
し
た
ん
だ
か
ら
、
あ
な
た
取
っ
て
入
ら
っ
し
ゃ
い
」

二
人
は
わ
ざ
と
譲
り
合
っ
た
。
わ
ざ
と
押
問
答
を
し
た
。

「
ぢ
や
ジ
ヤ
ン
拳
よ
」
と
云
ひ
出
し
た
お
延
は
、
織
い
手
を
握
っ
て
勢
よ
く

継
子
の
前
に
出
し
た
。
継
子
は
す
ぐ
応
じ
た
。
宝
石
の
光
る
指
が
ニ
人
の
間

に
ち
ら
ノ
¥
し
た
。
二
人
は
其
た
ん
び
に
笑
っ
た
。

「
技
滑
い
わ
」

「
あ
な
た
こ
そ
孜
滑
い
わ
」

仕
舞
に
お
延
が
負
け
た
時
に
は
零
れ
た
水
が
も
う
机
掛
と
畳
の
目
の
中
へ

縞
麗
に
吸
ひ
込
ま
れ
て
ゐ
た
。
彼
女
は
落
付
き
払
っ
て
快
か
ら
出
し
た
手
巾

で
、
濡
れ
た
所
を
上
か
ら
抑
え
付
け
た
。

「
雑
巾
な
ん
か
要
り
ゃ
し
な
い
。
斯
う
し
て
置
け
ば
、
そ
れ
で
沢
山
よ
。
水

は
も
う
引
い
ち
ま
っ
た
ん
だ
か
ら
」

彼
女
は
転
が
っ
た
花
瓶
を
元
の
位
置
に
直
し
て
、
提
け
か
〉
っ
た
花
を
鄭

寧
に
其
中
へ
挿
し
込
ん
だ
。
さ
う
し
て
今
迄
の
頓
輿
を
丸
で
忘
れ
た
人
の
や

う
に
澄
ま
し
返
っ
た
。
そ
れ
が
又
堪
ら
な
く
可
笑
し
い
と
見
え
て
、
継
子
は

伺
時
迄
も
一
人
で
笑
っ
て
ゐ
た
。

(
「
明
暗
」
七
十
一
)

乙
こ
で
は
、
結
婚
生
活
の
束
縛
会
思
い
が
け
な
く
忘
れ
、
娘
時
代
に
帰
っ
た
若
い

女
性
の
心
理
が
の
び
の
び
と
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
次
は
夫
の
津
田
を
入
院
さ
せ
、

一
人
に
な
っ
た
お
延
を
叙
し
た
も
の
で

あ
る
。
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下
女
を
先
へ
寝
か
し
た
お
延
は
、
着
物
も
着
換
へ
ず
に
又
火
鉢
の
前
へ
坐

っ
た
。
彼
女
は
器
械
的
に
灰
を
ほ
ぢ
く
っ
て
消
え
か
〉
っ
た
火
種
に
新
ら
し

い
炭
を
継
ぎ
足
し
た
。
さ
う
し
て
家
庭
と
し
て
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
件
の

ご
と
く
に
、
湯
を
沸
か
し
た
。
然
し
夜
更
に
鳴
る
鉄
瓶
の
音
に
、
一
人
耳
を

澄
ま
し
て
ゐ
る
彼
女
の
胸
に
、

(
l
}

伺
矧
州
引
剖
剖
剖
引
国
引
引
引
引
刺
捌

制
樹
が
、
先
刻
帰
っ
た
時
よ
り
も
猶
劇
し
く
募
っ
て
来
た
。
そ
れ
が
平
生
遅

い
夫
の
戻
り
を
待
ち
あ
ぐ
ん
で
起
す
淋
し
み
に
比
べ
る
と
、
遥
か
に
程
度
が

違
ふ
の
で
、
お
延
は
思
は
ず
病
院
に
牒
て
ゐ
る
夫
の
姿
を
、
懐
か
し
き
う
に

心
の
眼
で
眺
め
た
。

「
矢
つ
張
り
あ
な
た
が
居
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
か
ら
だ
」

彼
女
は
自
分
の
頭
の
中
に
描
き
出
し
た
夫
の
姿
に
向
っ
て
斯
う
云
っ
た
。



さ
う
し
て
明
日
は
伺
を
置
い
て
も
、
ま
づ
病
院
へ
見
舞
に
行
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
へ
た
。

2
}

然
し
次
の
瞬
間
に
は
、
お
延
の
胸
、
が
も
う
ぴ
た
り

と
夫
の
胸
に
食
付
い
て
居
な
か
っ
た
。
二
人
の
聞
に
何
だ
か
挟
ま
っ
て
し
ま

っ
た
。

(
問
、
五
十
七
)

傍
線

(
1
)
に
「
伺
処
か
ら
と
も
な
く
逼
っ
て
く
る
孤
独
の
感
」
と
あ
る
。
孤
独

感
は
、
近
代
で
は
ほ
ん
と
う
に
生
き
る
者
の
あ
か
し
と
も
い
え
る
も
の
で
、
二
年

前
の
「
乙
〉
ろ
」
で
は
先
生
、
三
年
前
の
「
行
人
」
で
は
一
郎
の
い
わ
ば
存
在
証

明
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
相
手
の
女
性
の
中
の
孤
独

は
本
格
的
に
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
こ
こ
で
は
、
は
っ
き
り
お

延
の
こ
と
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
し
か
も
、
平
生
の
淋
し
み
と
の
程
度
の
違
い
ま

で
は
か
り
な
が
ら
、
夫
を
待
つ
お
延
の
生
活
感
情
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
傍
線

(
2
)
で
は
夫
へ
の
思
慕
の
中
に
食
い
込
む
微
妙
な
ズ
レ
の
意
識
も
把

握
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
あ
と
、
お
延
は
着
物
を
脱
ぎ
棄
て
た
ま
ま
床
に
入
る
。
次
は
翌
朝
目
覚
め

た
と
き
の
彼
女
の
様
子
で
あ
る
。

{
l
)

彼
女
は
此
乱
雑
な
有
様
を
、
卿
か
呆
れ
た
眼
で
眺
め
た
。
是
が
か
ね
て

か
ら
、
九
帳
面
を
女
徳
の
一
つ
と
心
掛
て
来
た
自
分
の
所
作
か
と
思
ふ
と
、

少
し
浅
間
し
い
や
う
な
心
持
に
も
な
っ
た
。
津
田
に
嫁
い
で
以
後
、
か
つ
て

斯
ん
な
不
体
裁
を
夫
に
見
せ
た
覚
の
な
い
彼
女
は
、
其
夫
が
今
自
分
と
同
じ

室
の
中
に
謀
て
ゐ
な
い
の
を
見
て
、
ほ
っ
と
一
息
し
た
。

だ
ら
し
の
な
い
の
は
着
物
の
事
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
も
し
夫
が
入
院

し
な
い
で
、
例
も
の
通
り
宅
に
ゐ
た
な
ら
ば
、
た
と
ひ
何
ん
な
に
夜
更
し
を

し
よ
う
と
も
、
斯
う
遅
く
迄
、
気
を
許
し
て
謀
て
ゐ
る
筈
が
な
い
と
思
っ
た

彼
女
は
、
眼
が
覚
め
る
と
共
に
跳
ね
起
き
な
か
っ
た
自
分
を
、
向
う
し
て
も

怠
け
も
の
と
し
て
軽
蔑
し
な
い
訳
に
行
か
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
も
彼
女
は
容
易
に
起
き
上
ら
な
か
っ
た
。
昨
夕
の
不
首
尾
を
償
ふ

た
め
か
、
自
分
の
知
ら
な
い
聞
に
起
き
て
呉
れ
た
お
時
の
足
音
が
、
先
刻
か

ら
台
所
で
聞
こ
え
る
の
を
好
い
事
に
し
て
、
彼
女
は
何
時
迄
も
肌
触
り
の
暖

か
い
夜
具
の
中
に
包
ま
れ
て
ゐ
た
。

其
内
眼
を
開
け
た
瞬
間
に
感
じ
た
、
済
ま
な
い
と
い
ふ
俵
女
の
心
持
が
段
々

弛
ん
で
来
た
。

(
2
}

彼
女
は
い
く
ら
女
だ
っ
て
、
年
に
一
度
や
二
度
此
位
の

事
や
そ
し
て
も
差
支
な
か
ら
う
と
考
へ
直
す
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
女
の
関
節
、
が

楽
々
し
だ
し
た
。
彼
女
は
何
時
に
な
い
暢
び
り
し
た
気
分
で
、
結
婚
後
始
め

て
経
験
す
る
事
の
出
来
た
此
自
由
を
有
難
く
味
は
っ
た
。
是
も
畢
寛
夫
が
留

守
の
お
蔭
だ
と
気
の
付
い
た
時
、
彼
女
は
当
分
一
人
に
な
っ
た
今
の
自
分
を
、

寧
ろ
祝
福
し
た
い
位
に
思
っ
た
。
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(
3
}

さ
う
し
て
毎
日
夫
と
牒
起
を
共
に
し

つ
い
心
に
も
留
め
ず
、
今
日
迄
見
過
ご
し
て
き
た
窮
屈
と
い

ふ
も
の
が
、
彼
女
児
と
っ
て
存
外
重
い
負
担
で
あ
っ
た
の
は
驚
ろ
か
さ
れ
た
。

て
ゐ
な
が
ら
、

然
し
偶
発
的
に
起
っ
た
此
瞬
間
の
覚
醒
は
無
論
長
く
続
か
な
か
っ
た
。

日

解
放
さ
れ
た
自
由
の
眼
で
、
や
き
も
き
し
た
昨
夕
の
自
分
を
噸
け
る
や
う
に

眺
め
た
彼
女
が
床
を
離
れ
た
時
は
、

(
ご
も
う
既
に
違
っ
た
気
分
に
支
配
さ

れ
て
ゐ
た
。

彼
女
は
主
婦
と
し
て
何
時
も
遣
る
通
り
の
義
務
を
遅
い
な
が
ら
絹
麗
に
片

付
け
た
。
津
田
が
ゐ
な
い
の
で
、
大
分
省
け
る
手
数
を
利
用
し
て
、
下
女
も

煩
は
さ
ず
に
、
自
分
で
自
分
の
着
物
を
畳
ん
だ
。



(
同
、
五
十
八
)

傍
線

(
l
)
以
下
に
は
、
夫
あ
る
い
は
男
の
目
と
同
化
し
て
「
女
徳
」
の
欠
如

を
み
ず
か
ら
非
難
す
る
見
か
た
が
示
さ
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
続
き
の
傍
線

(
2
)
お
よ
び

(
3
)
に
な
る
と
、
内
側
か
ら

わ
き
出
る
自
由
の
感
覚
に
よ
っ
て
、
結
婚
生
活
の
窮
屈
さ
が
お
の
ず
か
ら
暴
き
出

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
次
の
傍
線

(
4
)
以
下
に
お
い
て
は
彼
女
自
身
の

「
気
分
」
に
よ
っ
て
自
ら
の
「
義
務
」
を
す
な
お
に
積
極
的
に
果
た
す
姿
が
措
か

れ
て
い
る
。

曲
折
の
あ
る
こ
の
一
連
の
お
延
の
心
理
の
変
化
は
、
男
性
作
家
の
外
側
か
ら
の

規
範
の
押
し
つ
け
と
い
う
よ
り
、
い
か
に
も
若
い
妻
と
し
て
の
お
延
の
内
発
的
で

自
然
な
心
理
の
推
移
を
活
写
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

も
と
よ
り
、
作
者
は
乙
乙
で
観
察
す
る
立
場
を
完
全
に
放
棄
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
鋭
い
観
察
眼
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
若
い
女
性
の
心
理
と
し
ぐ
さ
と
が
こ
れ
だ

け
精
細
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
も
は
や
傍
観
的
に
眺
め
る
目

で
は
な
く
、
作
中
人
物
と
一
体
化
し
、
そ
の
人
物
を
生
き
抜
く
作
家
の
情
熱
と
切

り
離
す
と
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
結
婚
主
活
や
夫
婦
愛
の
問
題
を
皮
肉
な

調
刺
や
制
度
論
と
し
て
外
側
か
ら
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
お
延
自
身
を
通
し
て

そ
の
内
省
と
し
て
発
見
さ
せ
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
自
己
意
識
を
は
ね
返
し
て
活

動
す
る
彼
女
を
具
体
的
な
像
と
し
て
い
き
い
き
と
描
き
出
せ
た
の
は
、
作
中
の
諸

状
況
を
作
家
自
身
が
お
延
と
と
も
に
全
面
的
に
引
き
受
け
、
お
延
と
と
も
に
ひ
た

む
き
に
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

大
作
「
明
暗
」
の
中
絶
は
、
冷
徹
な
観
察
限
、
批
評
眼
を
備
え
つ
つ
、
な
お
、

こ
れ
と
格
闘
す
る
作
家
の
生
命
力
燃
焼
の
必
然
の
結
果
と
い
う
乙
と
が
で
き
よ
う
。

撤
石
や
谷
崎
に
な
お
、
問
題
が
残
る
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
野
間
宏
の
「
青
年

の
環
」
、
大
岡
昇
平
の
「
武
蔵
野
夫
人
」
、
三
島
由
紀
夫
の
「
豊
簡
の
海
」
以
降

の
現
代
小
説
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
、
女
性
を
描
い
て
激
石
や
谷
崎
あ
る
い
は
有

島
武
郎
の
レ
ベ
ル
托
達
し
て
い
る
と
は
言
い
兼
ね
る
。
そ
の
こ
と
の
つ
ぶ
さ
な
吟

味
は
別
の
機
会
に
譲
ら
な
く
て
は
な
ら
ず
、
今
回
は
荒
っ
ぽ
い
見
取
図
を
提
出
し

た
に
過
ぎ
な
い
が
、
文
学
作
品
を
し
ぐ
さ
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
と
、
文
学

研
究
の
う
え
か
ら
は
も
と
よ
り
、
言
語
研
究
、
歴
史
文
化
の
研
究
の
面
か
ら
も
新

し
い
糸
口
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
注
)
そ
の
一
端
は
、
「
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
し
ぐ
さ
と
表
情

の
研
究
1

徽
石
文
学
を
中
心
と
し
て
l
」
(
『
言
語
習
得
及
び
異
文
化
適
応

の
理
論
的
・
実
践
的
研
究
』
一
九
八
八
・
三
、
広
島
大
学
教
育
学
部
)
、

(
二
)
「
撒
石
文
学
に
み
る
『
し
ぐ
さ
』
」

，....... 

、ー，〆
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(
「
中
国
新
聞
」
一
九
八
八
・
五

五
)
、
(
三
)
「
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
し
ぐ
さ
と
表
情
の
研
究
E
|
写
実

主
義
の
成
立
l
」
(
『
言
語
習
得
及
び
異
文
化
適
応
の
理
論
的
・
実
践
的
研

究』

(
2
)

一
九
八
九
・
三
、
広
島
大
学
教
育
学
部
)
、
(
四
)
「
激
石
文
学

に
あ
ら
わ
れ
た
日
本
人
の
し
ぐ
さ
」
(
「
日
本
語
教
育
」

U
号
、
一
九
八
九
・

一
二
)
、
(
五
)
「
『
伺
向
く
』
女
と
『
附
向
く
』
女
l
文
学
に
見
る
し
ぐ
さ
と

表
情
」
(
「
広
島
女
子
大
国
文
」
一
九
八
九
・
八
)
、
(
六
)
「
日
本
近
代
文

学
に
お
け
る
し
ぐ
さ
1

瀬
石
文
学
を
軸
と
し
て
|
」
(
「
表
現
研
究
」
第
臼

E三重

守

一
九
九
一
・
一
ニ
)
、
(
七
)
「
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
し
ぐ
さ
と
表
情

の
研
究
E
l自
然
主
義
以
後
l
」
(
「
広
島
大
学
日
本
語
教
育
学
科
紀
要
」

第
l
号、

一
九
九
一
・
三
)
、
(
八
)
「
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
し
ぐ
さ
と



表
情
の
研
究
町
|
戦
後
文
学
に
つ
い
て
|
一
(
「
広
島
大
学
日
本
語
教
育
学

科
紀
要
」
第
2
号、

一
九
九
二
、
一
二
)
等
に
発
表
し
た
。

〔
付
記
]

本
稿
は
一
九
九

O
年
六
月
九
日
表
現
学
会
に
お
け
る
講
演
「
日
本
近
代
文
学
に

お
け
る
し
ぐ
さ
|
椴
石
文
学
を
軸
と
し
て
i
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
紙
幅
の

関
係
で
そ
の
後
半
部
分
の
み
を
ま
と
め
た
が
、
前
半
部
分
の
一
部
は
、
注
に
あ
げ

た
拙
稿
に
吸
収
し
た
。
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