
「
彼
岸
過
迄
」
圭子之』

白岡

ー
〈
導
入
〉
と
し
て
の
高
等
遊
民
|

は
じ
め
に

「彼岸過迄J論

「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
は
、
明
治
四
十
三
年
八
月
か
ら
石
川
啄
木
に
よ
っ
て

執
筆
さ
れ
た
、
当
時
未
発
表
の
評
論
で
あ
る
。
明
治
四
十
三
年
六
月
の
幸
徳
秋

水
ら
二
十
六
名
の
逮
捕
と
翌
年
の
そ
の
う
ち
十
二
名
の
死
刑
執
行
と
い
う
、
い

わ
ゆ
る
大
逆
事
件
の
狭
間
に
書
か
れ
た
と
い
う
時
代
背
景
か
ら
、
こ
の
評
論
は
、

社
会
批
判
、
特
に
大
逆
事
件
の
契
機
と
な
っ
た
秋
水
ら
の
逮
捕
に
対
す
る
批
判

の
意
味
合
い
で
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
、
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
に
は
「
か

く
て
日
本
に
は
今
『
遊
民
』
と
い
ふ
不
思
議
な
階
級
が
、
漸
次
其
数
を
増
し
つ

つ
あ
る
」
と
い
う
箇
所
も
あ
り
、
当
時
の
青
年
層
に
対
す
る
批
判
も
含
ま
れ
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
、
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
は
同
時
代
の
青
年
た
ち
を
め
ぐ
る
社

会
状
況
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
を
激
石
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
考
え
る
場
合
、
「
彼
岸
過
迄
」
(
明

治
四
十
五
年
一
月

3
四
月
『
東
京
朝
日
新
聞
』
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
)
が
対
象

と
な
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
初
め
て
高
等
遊
民
と
い
う
言
辞
が
使
わ

れ
た
と
い
う
こ
と
と
、
大
逆
事
件
以
後
に
激
石
が
著
し
た
最
初
の
テ
ク
ス
ト
で

あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
る
。

米
田
利
昭
氏
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
彼
岸
過
迄
」
を
説
い
て
い
る
(
注

l
)
。
氏
は
、
先
に
触
れ
た
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
中
に
見
え
る
「
遊
民
」
が
「
僻

村
の
中
学
卒
業
生
」
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

滋
石
も
啄
木
も
同
じ
状
況
を
見
て
い
る
の
だ
が
、
激
石
は
広
く
と
い
う

山

下

航

正

か
狭
く
と
い
う
べ
き
か
、
仮
構
的
に
青
年
の
関
心
事
を
見
て
、
そ
こ
か
ら

特
異
な
或
る
青
年
の
内
な
る
悩
み
へ
ど
ん
ど
ん
降
り
て
ゆ
く
。
啄
木
は
現

実
の
わ
が
貧
乏
に
立
っ
て
、
世
間
の
不
平
等
と
閉
塞
と
青
年
の
無
気
力
を

鋭
く
打
ち
す
え
る
・
そ
こ
が
同
じ
遊
民
で
も
大
学
卒
業
生
と
中
学
卒
業
生

と
に
別
れ
る
所
以
だ
っ
た
。

米
田
氏
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
「
遊
民
」
と
い
う
当
時
の
社
会
状
況
に
対
し

て
示
さ
れ
た
見
解
の
、
啄
木
と
滋
石
と
に
お
け
る
差
異
で
あ
る
。
こ
の
後
氏
は
、

敬
太
郎
や
須
永
、
松
本
と
い
っ
た
人
物
た
ち
の
分
析
を
試
み
て
い
る
。

今
見
た
よ
う
に
、
高
等
遊
民
は
「
彼
岸
過
迄
」
分
析
に
お
け
る
有
効
な
観
点

の
一
つ
で
あ
る
。
だ
が
、
研
究
に
お
い
て
は
語
り
手
の
問
題
も
重
視
さ
れ
、
「
報

告
」
と
「
雨
の
降
る
日
」
と
を
境
に
し
て
、
前
後
の
分
断
、
語
り
手
の
移
行
と

し
て
論
じ
ら
れ
て
も
い
る
。
つ
ま
り
、
「
彼
岸
過
迄
」
の
分
析
は
高
等
遊
民
と
語

り
と
の
二
大
視
点
に
よ
っ
て
多
く
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
二
つ
を
関
連
さ
せ
て
説
い
た
論
考
は
少
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

本
稿
で
は
、
特
に
「
彼
岸
過
迄
」
に
お
け
る
語
り
に
注
目
し
て
分
析
を
行
う
。

そ
し
て
、
高
等
遊
民
に
関
す
る
論
考
も
踏
ま
え
、
語
り
手
の
移
行
の
ま
味
、
ま

た
そ
こ
に
見
ら
れ
る
激
石
の
意
識
と
方
法
に
つ
い
て
論
じ
る
。

語
り
手
の
方
法

「
彼
岸
過
迄
」
は
、
「
風
自
の
後
」
「
停
留
所
」
「
報
告
」
「
雨
の
降
る
日
」
『
須



「彼岸過迄J論

永
の
話
」
「
松
本
の
話
」
「
結
末
」
の
七
章
か
ら
成
る
。
「
結
末
」
が
語
り
手
に

よ
る
要
約
で
あ
る
の
で
、
実
質
的
な
物
語
は
「
風
巨
の
後
」
か
ら
「
松
本
の
話
」

ま
で
の
間
で
展
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
敬
太
郎
の
言
動
を
追
う
形
で
前
半
の
三

章
が
、
ま
た
、
千
代
子
、
須
永
、
松
本
の
三
人
に
よ
っ
て
過
去
の
出
来
事
が
敬

太
郎
に
示
さ
れ
る
後
半
の
三
章
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
二
つ
の
問
題
が
浮
上
す
る
。
一
つ
は
、
物
語
に
複
数
の
語
り
手
が
存

在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
「
心
」
(
大
正
三
年
四
月

1
八
月
『
東
京
朝
日

新
聞
』
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
)
の
よ
う
に
、
物
語
の
中
で
人
物
の
書
簡
を
そ
の
ま

ま
提
示
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
一
人
称
も
し
く
は
三
人
称
で
語
ら
れ
る
中
に

別
の
語
り
手
(
書
簡
の
書
き
手
)
が
存
在
す
る
こ
と
は
特
異
な
こ
と
で
は
な
い

(注
2
)
。
だ
が
「
彼
岸
過
迄
」
に
お
い
て
は
、
「
須
永
の
話
」
「
松
本
の
話
」

は
須
永
と
松
本
の
語
り
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う

一
つ
は
、
「
雨
の
降
る
日
」
が
一
人
称
で
は
な
く
三
人
称
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
後
半
の
三
章
に
お
い
て
敬
太
郎
は
三
人
の
人
物
か
ら
過
去
の
出
来
事

を
聞
く
の
だ
が
、
そ
の
中
で
、
千
代
子
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
松
本
の
過
去
だ
け

が
、
語
り
手
で
あ
る
彼
女
自
身
の
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ま
ず
、
複
数
の
語
り
手
に
つ
い
て
で
あ
る
。
三
人
称
の
語
り
手
は
、
当
初
敬

太
郎
の
言
動
を
中
心
に
語
っ
て
い
た
が
、
「
報
告
」
以
後
で
は
須
永
の
過
去
を
語

る
一
人
称
の
語
り
手
(
須
永
や
松
本
)
に
役
を
譲
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
物

語
の
前
半
と
後
半
で
の
分
裂
が
見
出
さ
れ
、
テ
ク
ス
ト
を
「
須
永
の
物
語
と
し

て
読
む
か
、
敬
太
郎
の
冒
険
認
と
し
て
読
む
か
と
い
う
、
評
価
の
立
場
を
二
分

す
る
」
(
注

3
)
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
テ
ク
ス
ト
に
「
須
永

の
物
語
」
を
読
む
場
合
は
登
場
人
物
と
し
て
の
敬
太
郎
と
い
う
意
識
は
薄
ま
り
、

彼
へ
の
評
価
は
「
敬
太
郎
は
遂
に
傍
観
者
に
終
る
」
(
注
4
て
「
情
報
受
信
者
」

(注
5
)
、
「
『
舞
台
廻
し
』
の
役
」
(
注

6
)
と
い
っ
た
も
の
に
な
る
。
そ
し
て

「
敬
太
郎
の
冒
険
謂
」
と
す
る
場
合
に
は
、
物
語
に
「
敬
太
郎
の
成
長
」
(
注
7
)

を
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
内
田
道
雄
氏
は
、
テ
ク
ス
ト
の
各
章
に
お
け
る
語
り
手

の
設
定
が
「
か
な
り
意
図
的
」
で
「
読
者
を
肱
量
さ
せ
る
効
果
が
狙
わ
れ
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
(
注
8
1
そ
し
て
、
複
数
の
語
り
手
に
つ
い
て
は
千
代
子

を
相
対
化
す
る
た
め
の
「
語
り
手
の
交
代
」
で
あ
る
と
し
、
「
対
話
性
」
と
い
う

観
点
の
も
と
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

作
品
の
現
在
を
敬
太
郎
の
視
点
に
沿
っ
て
語
っ
て
き
た
(
無
人
称
の
)

語
り
手
の
言
説
も
文
、
主
に
敬
太
郎
の
体
験
を
題
材
と
す
る
部
分
で
、
三

人
の
語
り
に
よ
っ
て
相
対
化
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
比

喰
的
に
言
え
ば
、
こ
の
三
者
の
「
話
」
を
専
ら
配
置
す
る
役
割
に
自
ら
を

局
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
(
作
品
全
体
の
)
語
り
手
も
、
作
中
人

内

L

物
と
の
対
話
の
場
に
身
を
置
く
の
で
あ
る
。

氏
の
い
う
「
対
話
性
」
は
、
作
中
人
物
と
語
り
手
と
い
う
関
係
だ
け
で
は
な

そ
し
て
氏
の
見
解

は く

ι物

芙費
郎 Zt
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警Z
」つ
を視
支点
持も
す踏

る孝
子T え

扇た
に指
あ摘
るで
。あ

る

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
内
田
氏
も
注
目
し
て
い
る
三
人
称
の
語
り
手
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。
三
人
称
の
語
り
手
は
、
物
語
の
対
象
(
受
け
手
〉
と
し
て

常
に
読
者
を
想
定
す
る
存
在
で
あ
り
、
物
語
を
ど
の
よ
う
に
読
者
に
伝
え
る
か

は
そ
の
語
り
手
の
自
由
な
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
に
則
し
て
言
え
ば
、
前
半
で

敬
太
郎
の
冒
険
を
語
る
の
も
、
そ
し
て
後
半
で
敬
太
郎
が
聞
い
た
話
を
須
永
や

松
本
に
語
ら
せ
る
た
め
に
身
を
隠
す
の
も
、
語
り
手
の
意
図
に
よ
る
も
の
な
の



で
あ
る
。
こ
の
時
、
後
半
で
語
り
手
が
身
を
隠
し
た
理
由
、
語
り
手
の
意
図
と

い
う
も
の
が
想
定
さ
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
形
態
か
ら
判
断
す
る
に
、
そ
れ
は
、

自
身
で
語
る
よ
り
も
須
永
や
松
本
に
語
ら
せ
る
方
が
よ
い
と
語
り
手
が
判
断
し

た
た
め
で
あ
る
と
言
え
る
。
自
身
以
外
の
当
事
者
(
と
そ
の
近
親
者
)
が
語
る

方
が
自
身
の
意
図
が
よ
り
伝
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

語
り
手
自
身
が
須
永
の
物
語
の
中
に
、
読
者
に
伝
え
る
べ
き
何
か
を
見
出
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
須
永
の
物
語
は
、
読
者
に
向
か
っ
て
の

み
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
半
で
語
り
手
が
自
身
の

〈声〉

で
語
つ

て
い
た
敬
太
郎
に
対
し
て
も
、
そ
れ
は
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
語
り
手
は
、

依
然
と
し
て
敬
太
郎
へ
の
眼
差
し
も
失
つ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

語
り
手
は
、
当
初
敬
太
郎
が
目
険
し
、
周
囲
の
人
物
か
ら
話
を
聞
い
て
い
く

様
子
を
語
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
敬
太
郎
が
聞
い
た
須
永
に
関
す
る
話
の
中
に

何
も
の
か
を
見
出
し
、
そ
の
当
事
者
自
身
の
言
葉
を
、
敬
太
郎
だ
け
で
な
く
読

者
に
も
聞
か
せ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
語
り
手
の
採
用
し
た
、

当
事
者
自
身
に
語
ら
せ
る
と
い
う
方
法
が
、
「
読
者
を
肱
量
さ
せ
る
効
果
」
を
も

た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
け
る
「
敬
太
郎
の
冒
険
謂
」
か
「
須

永
の
物
語
」
か
と
い
う
二
者
択
一
は
、
敬
太
郎
が
須
永
の
話
を
聞
い
た
と
い
う

(
作
品
内
で
の
〉
事
実
を
、
ど
こ
に
焦
点
を
当
て
て
見
る
か
の
結
果
に
他
な
ら

な
い
。
語
り
手
が
須
永
の
話
に
何
ら
か
を
見
出
し
た
結
果
、
中
村
直
子
氏
が
指

摘
す
る
よ
う
に
「
物
語
が
次
第
に
敬
太
郎
を
視
点
と
し
た
語
り
で
は
担
い
き
れ

な
く
な
っ
た
」
(
注
9
)
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
あ
ろ
う
。
だ
が
、
須
永
の
物
語

「彼岸過迄j論

に
お
い
て
物
語
を
司
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
語
り
手
以
外
に
存
在
し
な
い
。

語
り
手
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
敬
太
郎
が
様
々
な
経
験
を
し
て
い
く
こ

と
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
の
須
永
の
話
で
あ
る
。
や
や
漠
然
と

し
た
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
語
り
手
は
、
テ
ク
ス
ト
の
総
体
そ
の
も
の
を
読
者

に
示
し
て
い
る
の
だ
。

語
り
手
の
抑
圧

こ
こ
で
は
、
先
程
挙
げ
た
も
う
一
つ
の
問
題
、
「
雨
の
降
る
日
」
が
一
人
称
で

は
な
く
三
人
称
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
今
見
た
よ

う
に
、
「
須
永
の
話
」
と
「
松
本
の
話
」
が
一
人
称
で
彼
ら
自
身
に
よ
っ
て
語
ら

れ
て
い
る
の
は
、
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
て
語
り
手
が
そ
の
よ
う
な
方
法
を
採
っ

た
た
め
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
「
雨
の
降
る
日
」
だ
け
が
本
来
砂
語
か
手
で
あ
る
千

代
子
の
一
人
称
で
は
な
い
こ
と
に
も
、
三
人
称
の
語
り
手
の
意
図
が
あ
っ
た
と

考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
藤
井
淑
禎
氏
の
コ
二
人
称
体

の
地
の
文
の
な
か
で
邦
撒
や
批
判
を
お
こ
な
う
の
で
は
な
く
、
作
中
人
物
の
会

-3一

話
や
、
語
り
手
に
よ
る
一
人
称
体
の
な
か
で
そ
れ
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
は
、

一
面
で
は
た
し
か
に
書
き
手
に
よ
る
介
入
の
排
除
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
他
方

で
は
む
し
ろ
そ
れ
と
は
逆
に
、
作
中
人
物
や
語
り
手
を
代
弁
者
と
し
て
、
書
き

手
に
、
よ
り
直
接
的
な
真
情
の
吐
露
を
可
能
に
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
こ
と

は
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
J

と
い
う
指
摘
と
も

関
連
し
て
い
る
(
注
目
)
。
氏
の
見
解
に
は
、
語
り
手
を
操
作
す
る
書
き
手
す
な

わ
ち
激
石
の
存
在
ま
で
の
考
慮
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
取

り
上
げ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
語
り
手
の
レ
ベ
ル
で
考
察
を
試
み
る
。

語
り
手
の
意
図
を
邪
推
す
る
前
に
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
う
か
が
え
る
千
代
子
像

を
整
理
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
次
に
引
く
の
は
、
山
田
輝
彦
氏
に
よ
る
見
解
で

あ
る
(
注
目
)
。
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「
雨
の
降
る
日
」

の
主
人
公
は
勿
論
宵
子
な
の
だ
が
、

始
つ
き
そ
い
、
そ
の
死
を
心
底
か
ら
哀
傷
し
た
の
は
、
千
代
子
だ
っ
た
。

千
代
子
は
敬
太
郎
の
冒
険
の
冒
頭
に
ま
ず
謎
め
い
た
姿
を
表
わ
し
、
処
女

ら
し
や
め
ん

か
、
細
君
か
、
洋
妾
の
類
か
と
、
敬
太
郎
の
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
。
そ

し
て
ま
た
、
正
体
の
ま
だ
分
か
ら
ぬ
段
階
で
、
松
本
の
口
か
ら
「
高
等
淫

売
」
(
報
告
十
二
)
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
言
葉
に
は
、
激
石
そ
の
人
の
、
い

か
な
る
女
性
に
も
あ
る
潜
在
的
娼
婦
性
へ
の
嫌
悪
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
い
ず
れ
も
敬
太
郎
の
想
像
裡
に
生
じ
た
虚
像
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
千
代
子
が
始
め
て
そ
の
良
家
の
娘
と
し
て
の
姿
を
表
す
の
は
こ

の
章
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
雨
の
降
る
日
」
は
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開

に
則
し
て
い
え
ば
、
判
何
引
叫
州
側
謝
叫
剖
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
例
え
ば
宵
子
の
や
わ
ら
か
な
縮
れ
毛
に
櫛
を
入
れ
て
、
赤
い
リ
ボ
ン

を
結
ん
で
や
っ
た
り
、
粥
を
一
匙
ず
っ
す
く
っ
て
口
に
入
れ
て
や
る
千
代

子
の
姿
に
は
春
日
の
よ
う
な
優
し
さ
が
満
ち
溢
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

(
傍
線
引
用
者
、
以
下
向
。
傍
点
本
文
〉

そ
の
死
を
心
底
か
ら
哀
傷
し

氏
が
説
く
よ
う
に
、
「
宵
子
に
終
始
つ
き
そ
い
、

た
」
の
が
千
代
子
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

次
の
よ
う
な
言
説
も
テ
ク
ス
ト
に
は
存
在
し
て
い
る
。

「
叔
母
さ
ん
又
奮
発
し
て
、
宵
子
さ
ん
と
瓜
二
つ
の
様
な
子
を
捺
え
て

頂
戴
。
可
愛
が
っ
て
上
げ
る
か
ら
」

「
宵
子
と
同
じ
子
ぢ
や
不
可
な
い
で
せ
う
、
宵
子
で
な
く
っ
ち
ゃ
。
御

茶
碗
や
帽
子
と
違
っ
て
代
り
が
出
来
た
っ
て
、
亡
く
し
た
の
を
忘
れ
る
訳

に
や
行
か
な
い
ん
だ
か
ら
」

「
己
は
雨
の
降
る
日
に
紹
介
状
を
持
っ
て
会
ひ
に
来
る
男
が
厭
に
な
っ

た」

(
「
雨
の
降
る
日
」
八
)

「
雨
の
降
る
日
」

の
末
尾
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
千
代
子
の
発
言
は
、
愛
娘
を

亡
く
し
た
ば
か
り
の
松
本
夫
婦
の
心
中
を
全
く
考
え
て
い
な
い
も
の
の
よ
う
に

も
聞
こ
え
る
。
彼
女
の
無
神
経
さ
と
い
っ
た
も
の
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

「
雨
に
降
る
日
」
に
は
、
千
代
子
の
「
心
の
美
し
さ
」
や
「
春
日
の
よ
う
な

優
し
さ
」
な
ど
の
正
的
要
素
と
同
時
に
、
無
神
経
さ
と
い
っ
た
負
的
要
素
も
読

み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
一
般
的
に
自
身
に
不
利
な
発
言
を

隠
そ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
話
者
と
、
そ
れ
を
防
い
だ
三
人
称
の
語
り
手
の
存

在
に
よ
っ
て
始
め
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
須
田
喜
代
次
氏
は
「
こ
の
『
雨
の
降

る
日
』
の
章
に
お
い
て
は
、
千
代
子
が
語
る
と
い
う
形
式
は
と
り
な
が
ら
も
(
中

略
て
内
容
的
に
は
千
代
子
に
よ
っ
て
色
付
け
さ
れ
て
い
な
い
『
過
去
』
が
提
示

さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
(
注
ロ
て
「
千
代
子
に
よ
っ
て
色
付
け
さ

れ
て
い
な
い
『
過
去
』
」
と
い
う
の
が
、
ま
さ
に
今
述
べ
た
、
負
的
要
素
を
隠
そ

う
と
す
る
話
者
の
傾
向
な
の
で
あ
る
。

そ
の
時
の
千
代
子
に
、
自
身
に
不
利
な
発
言
を
隠
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
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た
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
な
い
。
彼
女
の
発
言
が
、
結
果
と
し
て
無
神
経
な
も

の
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
松
本
夫
婦
の
寂
し
さ
に
対
す
る
彼
女
な
り
の
対
応
で

は
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
自
省
し
て
隠
さ
ず
に
話
す
と
い
う
可
能
性

も
想
定
さ
れ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
次
の
箇
所
に
は
、
千
代
子
の
無
神
経
さ
と

い
う
性
格
が
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

夫
か
ら
文
一
ヶ
月
程
経
っ
て
、
梅
の
音
信
の
新
聞
に
出
る
頃
、
敬
太
郎

は
あ
る
日
曜
の
午
後
を
、
久
し
振
に
須
永
の
二
階
で
暮
し
た
時
、
偶
然
遊

び
に
来
て
ゐ
た
千
代
子
に
出
逢
っ
た
。
三
人
し
て
夫
か
ら
夫
へ
と
纏
ま
ら



な
い
話
を
続
け
て
行
く
う
ち
に
、
不
図
松
本
の
評
判
が
千
代
子
の
口
に
上

っ
た
。「

あ
の
叔
父
さ
ん
も
随
分
変
っ
て
る
の
ね
。
雨
が
降
る
と
一
し
き
り
能

く
御
客
を
断
わ
っ
た
事
が
あ
っ
て
よ
。
今
で
も
左
う
か
知
ら
」

〈
「
雨
の
降
る
日
」

一
) 

千
代
子
は
、
松
本
が
雨
の
日
の
客
を
断
る
理
由
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
「
随
分

変
っ
て
る
」
と
評
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
彼
女
の
態
度
は
、
「
雨
の
降
る
日
」

の
末
尾
で
の
松
本
夫
婦
に
対
す
る
発
言
と
一
致
し
て
い
る
@

こ
れ
ら
か
ら
、
千
代
子
に
「
風
の
如
く
自
由
に
振
舞
ふ
」
(
「
須
永
の
話
」
十

ニ
)
、
時
と
し
て
無
神
経
と
も
言
え
る
性
質
が
あ
り
、
そ
れ
は
過
去
の
宵
子
の
葬

式
の
時
点
で
も
、
ま
た
須
永
の
部
屋
で
の
談
笑
の
時
点
で
も
、
変
化
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
で
あ
る
の
に
、
語
り
手
が
千
代
子
に
形
式
的

な
語
り
手
の
役
し
か
与
え
ず
、
彼
女
自
身
の
言
葉
で
語
ら
せ
な
か
っ
た
の
は
、

語
り
手
が
彼
女
に
対
し
て
肯
定
的
な
評
価
を
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
で
き
な

い
男
性
的
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
の
一
人
称
と
し
て
の
肉
声
は
封
じ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
千
代
子
は
語
り
手
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
い

る
と
言
っ
て
よ
い
。
後
に
語
り
手
が
須
永
の
話
を
重
視
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

須
永
の
千
代
子
に
対
す
る
「
感
情
に
訴
へ
る
若
い
女
の
気
質
」
(
同
三
十
四
)
と

「彼岸過迄」論

い
う
意
識
を
共
有
し
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
(
注
目
)
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、

や
が
て
須
永
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
千
代
子
の
「
技
巧
」
(
同
三
十
一
)
と
も
つ
な

が
り
、
彼
女
の
不
透
明
性
を
よ
り
強
く
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、

先
に
見
た
山
田
氏
の
「
い
か
な
る
女
性
に
も
あ
る
潜
在
的
娼
婦
性
へ
の
嫌
悪
」

と
い
う
指
摘
は
、
ま
ず
語
り
手
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
(
注
M
)
。

「
高
等
遊
民
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ

こ
れ
ま
で
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
人
称
の
問
題
か
ら
、
語
り
手
の
方
法
と
抑

圧
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
語
り
手
が
須
永
の
話
を
重
視
し

た
た
め
に
、
敬
太
郎
の
冒
険
謂
と
人
称
に
お
い
て
区
別
し
、
ま
た
須
永
の
語
る

千
代
子
像
を
支
え
る
た
め
に
彼
女
の
言
葉
を
抑
圧
し
隠
蔽
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
.
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
語
り
手
が
そ
の
よ
う
な
語
り
を
用
い
る
要
因
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
「
須
永
の
話
」
や
「
松
本
の
話
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

く

「
須
永
の
話
」
に
は
、
須
永
と
両
親
と
の
こ
れ
ま
で
の
生
活
と
、
彼
と
千
代

子
と
の
や
り
と
り
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
須
永
は
、
「
神
経
質
に
生
れ
た
僕
」

(
「
須
永
の
話
」
一
二
)
、
「
神
経
の
鋭
ど
く
動
く
性
質
だ
か
ら
、
者
を
誇
大
に
考

へ
過
し
た
り
、
要
ら
ぬ
僻
み
を
起
し
て
見
た
り
す
る
弊
が
よ
く
あ
る
」
(
同
七
)
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と
自
己
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
全
く
信
念
の
欠
乏
か
ら
来
た
引
込
み
思
案
」

(
同
五
)
と
い
う
分
析
は
、
敬
太
郎
に
よ
る
「
至
っ
て
退
嬰
主
義
の
男
」
(
「
停

こ
と
い
う
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
中
村
氏
は
、
こ
の

「
少
く
と
も
敬
太
郎
に
は
さ
う
見
え
た
。
」

留
所
」

敬
太
郎
の
須
永
評
の
直
後
に
あ
る

と
い
う
言
説
に
着
目
し
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
人
物
が
「
そ
れ
ぞ
れ
複
数
の
顔

を
持
つ
こ
と
の
暗
示
」
で
あ
り
、
「
語
り
の
位
相
を
問
題
に
し
た
な
ら
ば
、
(
中

略
)
語
り
手
が
敬
太
郎
を
視
点
と
し
て
語
る
須
永
像
に
他
な
ら
な
い
」
と
述
べ

て
い
る
(
注
目
)
。
こ
こ
か
ら
、
須
永
は
神
経
質
で
消
極
的
な
性
格
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
彼
自
身
の
分
析
と
敬
太
郎
(
あ
る
い
は
語
り
手
)
の
分

析
と
の
一
致
も
首
肯
で
き
よ
う
。
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「
須
永
の
話
」
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
彼
の
語
り
に
頻
出
す
る
、
「
気
の
毒
」

と
い
う
感
情
で
あ
る
。
「
須
永
の
話
」
中
に
十
二
例
あ
る
が
、
そ
の
内
訳
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

発
話
者

被
発
話
者

総
数

章
番
号

須 須
永 永

母

4 

四
、
五
、
十
八
、
三
十

千
代
子

1 

十
二

二
十
六

(
3
例
)
、
二
十
九

十
三

母須須
永永

作

4 

田
口
家

1 

須
永

1 

四

母

田
口
家

二
十

作
に
対
し
て
の
例
の
う
ち
、
「
二
十
六
」
の
二
つ
は
ほ
ぼ
同
時
に
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
の
で
、
実
質
的
な
総
数
は
3
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
須
永
の
「
気
の

毒
」
と
い
う
感
情
が
、
母
親
に
対
し
て
最
も
多
く
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
こ
れ
は
、
須
永
が
母
親
に
対
し
て
の
配
慮
に
意
識
的
で
あ
る
と
い
う
こ

と
の
表
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
母
へ
の
配
慮
と
い
う
こ
と
で
は
同
じ
よ
う
な
意
味

を
持
つ
、
「
が
、
も
し
其
僕
が
彼
女
の
意
に
背
く
事
が
多
か
っ
た
ら
、
是
程
の
不

l 

幸
は
又
彼
女
に
取
っ
て
決
し
て
な
い
訳
に
な
る
。
そ
れ
を
思
ふ
と
僕
は
非
常
に

心
苦
し
い
事
が
あ
る
J

(
「
須
永
の
話
」
四
)
、
「
僕
は
怪
し
い
粋
と
い
ふ
文
字

を
奇
縁
と
い
ふ
意
味
で
此
所
に
使
ふ
事
の
出
来
な
い
の
を
深
く
母
の
為
に
悲
し

む
の
で
あ
る
。
」
(
同
六
)
、
ご
頃
は
思
ひ
直
し
て
出
来
得
る
な
ら
ば
母
の
希
望

通
り
千
代
子
を
貰
っ
て
遣
り
た
い
と
も
考
へ
た
。
」
(
七
)
、
「
母
の
満
足
を
買
ふ

た
め
の
努
力
」
(
同
)
、
「
唯
自
分
の
我
を
通
す
為
に
、
弱
い
親
の
自
由
を
奪
ふ

の
は
残
酷
な
子
に
違
な
い
と
い
ふ
心
持
が
、
何
処
に
か
萌
す
」
(
同
八
)
、
「
年

寄
り
に
済
ま
な
い
と
い
ふ
苦
痛
」
(
同
十
八
)
と
い
っ
た
言
説
も
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
彼
の
過
去
を
敬
太
郎
に
語
る
時
点
で
す
で
に
判
明
し
て
い
る
、
彼

と
母
親
と
の
継
子
関
係
の
裏
返
し
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
二
人
の
関
係
が
敬
太

郎
(
と
読
者
)
に
明
か
さ
れ
る
の
は
「
松
本
の
話
」
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
「
僕

は
自
分
の
曙
好
や
性
質
の
上
に
於
て
、
母
に
大
変
能
く
似
た
所
と
、
全
く
違
っ

た
所
と
両
方
有
っ
て
ゐ
る
。
」
(
「
須
永
の
話
」
十
九
)
、
「
其
内
で
僕
の
最
も
気

に
な
る
の
は
、
僕
の
顔
が
父
に
丈
似
て
、
母
と
は
丸
で
緑
の
な
い
目
鼻
立
に
出

来
上
っ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
」
(
同
)
と
い
う
よ
う
に
、
「
須
永
の
話
」
で
も
彼

と
母
親
と
が
実
の
親
子
で
は
な
い
こ
と
が
匂
わ
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
過
去

幾
年
か
の
問
、
(
中
略
)
詳
し
い
研
究
を
人
知
れ
ず
重
ね
た
」
(
同
)
と
あ
る
よ

う
に
、
須
永
は
松
本
か
ら
真
実
を
聞
き
出
す
以
前
か
ら
、
母
と
の
関
係
に
疑
念

を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
血
の
つ
な
が
り
が
な
い
か
ら
こ
そ
母
と

の
関
係
に
意
識
的
で
、
母
に
「
気
の
毒
」
な
思
い
を
さ
せ
ま
い
と
し
て
千
代
子

と
の
結
婚
を
思
慮
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
彼
の
千
代
子
に
対
す
る
思

い
は
自
発
的
と
は
言
い
難
く
、
彼
女
の
彼
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
か
ら

こ
そ
自
己
を
疑
問
視
し
、
「
高
木
に
対
す
る
嫉
妬
」
(
同
二
十
八
)
と
い
う
妄
想

に
と
り
つ
か
れ
る
の
で
あ
る
(
注

M
Y

こ
こ
と
関
連
す
る
の
が
、
須
永
の
妹
で
あ
る
「
妙
ち
ゃ
ん
」
が
彼
の
こ
と
を
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「
常
に
市
蔵
ち
ゃ
ん
ノ
¥
と
云
っ
て
、
兄
さ
ん
と
は
決
し
て
呼
ば
な
か
っ
た
」

(
「
須
永
の
話
」
四
)
こ
と
で
あ
る
。
初
読
の
読
者
は
い
く
ら
か
疑
問
を
持
ち
、

や
が
て
松
本
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
須
永
と
母
と
の
関
係
を
知
り
、
そ
れ
と
の

関
わ
り
を
意
識
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
再
読
以
降
の
読
者
の
場
合
も
同
じ

か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
妙
ち
ゃ
ん
」
は
妹
で
あ
り
、
彼
女
が
須
永
と
母
親

の
関
係
を
知
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、

米
田
利
昭
氏
は
次
の
よ
う
に
説
く
(
注
口
)
.



妹
が
死
ぬ
前
の
母
は
ど
う
だ
つ
た
の
だ
ろ
う
。
妹
の
言
葉
か
ら
す
れ
ば
、

市
蔵
を
、
戸
籍
上
は
ど
う
で
あ
れ
実
質
的
な
扱
い
と
し
て
は
、
庶
子
(
父

の
認
知
し
た
妾
腹
の
子
)
と
し
て
し
か
認
め
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で

つ
ま
り
、
妹
の
死
に
よ
っ
て
母
は
変
わ
っ
た
。
須
永
は
こ
れ
以
上

追
究
し
て
い
な
い
が
、
実
の
子
が
死
ん
だ
こ
と
で
扱
い
の
変
る
よ
う
な
愛

情
は
、
御
都
合
主
義
で
あ
っ
て
、
本
当
の
愛
情
で
は
な
い
。
須
永
が
母
の

望
む
千
代
子
と
の
結
婚
を
拒
む
の
は
、
か
つ
て
の
そ
う
い
う
母
へ
の
復
讐

と
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
絶
対

あ
る
。

の
愛
を
求
め
て
い
る
、
愛
の
乞
食
の
よ
う
に
。
千
代
子
に
対
し
て
も
全
く

同
じ
で
あ
っ
た
。

氏
が
言
う
よ
う
に
、
須
永
は
母
親
か
ら
の
「
愛
を
求
め
て
い
る
」
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
「
千
代
子
に
対
し
て
も
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
」
の
か
。
彼
が
考

え
て
い
る
千
代
子
へ
の
思
い
は
、
母
親
へ
の
愛
の
形
を
変
え
た
表
れ
で
あ
っ
て
、

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
妄
想
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
須
永
の
性
格
に
つ
い
て
松
本
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

市
蔵
と
い
ふ
男
は
世
の
中
と
接
触
す
る
度
に
、
内
へ
と
ぐ
ろ
を
捲
き
込

む
性
質
で
あ
る
。
だ
か
ら
一
つ
刺
戟
を
受
け
る
と
、
其
刺
戟
が
夫
か
ら
夫

「彼岸過迄j論

へ
と
廻
転
し
て
、
段
々
深
く
細
か
く
心
の
奥
に
喰
ひ
込
ん
で
行
く
。
さ
う

し
て
何
処
迄
喰
ひ
込
ん
で
行
っ
て
も
際
限
を
知
ら
な
い
同
じ
作
用
が
連
続

し
て
、
彼
を
苦
し
め
る
。
仕
舞
に
は
何
う
か
し
て
此
内
面
の
活
動
か
ら
逃

れ
た
い
と
祈
る
位
に
気
を
悩
ま
す
の
だ
け
れ
ど
も
、
自
分
の
カ
で
は
知
何

と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
呪
ひ
の
知
く
に
引
っ
張
ら
れ
て
行
く
。
さ
う
し
て
何

時
か
此
努
力
の
為
に
艶
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
た
っ
た
一
人
で
艶
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
怖
れ
を
抱
く
や
う
に
な
る
。
さ
う
し
て
気
狂
の

様
に
疲
れ
る
。

一、...... 

(
「
松
本
の
話
」

こ
の
指
摘
は
、
先
に
見
た
須
永
の
神
経
質
で
消
極
的
な
性
格
と
一
致
す
る
。

こ
こ
か
ら
、
「
松
本
の
話
」
に
は
、
須
永
の
性
格
を
第
三
者
で
あ
る
松
本
の
視
線

を
通
し
て
補
完
す
る
働
き
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
松
本
が
、
自
身
が

高
等
遊
民
で
あ
る
こ
と
(
「
報
告
」
九
、
十
)
や
、
彼
と
「
市
蔵
の
性
質
が
あ
ま

り
能
く
似
て
ゐ
る
」
こ
と
に
須
永
の
母
や
田
口
の
妻
が
驚
い
て
い
る
こ
と
(
「
松

本
の
話
」
こ
を
語
る
こ
と
で
、
須
永
が
「
母
子
共
衣
食
の
上
に
不
安
の
憂
を

知
ら
な
い
好
い
身
分
」
で
あ
り
「
為
に
な
る
親
類
が
あ
っ
て
、
幾
何
で
も
出
世

の
世
話
を
し
て
遣
ら
う
と
い
ふ
の
に
、
彼
は
何
だ
蚊
だ
と
手
前
勝
手
許
並
べ
て
、

今
以
て
愚
図
』
、
み
し
て
ゐ
る
」
こ
と
(
「
停
留
所
」
一
)
な
ど
と
相
ま
っ
て
、
須

永
も
高
等
遊
民
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
読
者
に
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
高
等

遊
民
は
高
学
歴
で
あ
る
が
ゆ
え
に
思
索
に
富
み
、
そ
の
時
聞
を
獲
得
し
て
い
る

と
い
う
意
味
づ
け
が
、
語
り
手
に
よ
っ
て
仕
組
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

だ
が
、
高
等
遊
民
と
い
う
当
時
の
社
会
問
題
が
、
ど
れ
ほ
ど
テ
ク
ス
ト
に
有
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効
で
あ
っ
た
の
か
。
先
行
研
究
で
も
高
等
遊
民
に
つ
い
て
は
言
が
費
や
さ
れ
て

お
り
、
例
え
ば
長
島
裕
子
氏
は
、
同
時
代
の
言
説
を
意
識
し
つ
つ
次
の
よ
う
に

説
く
(
注
目
)
。

し
た
が
っ
て
、
高
等
遊
民
問
題
は
一
方
で
国
家
経
済
上
の
損
失
と
い
う
経

済
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
も
う
一
方
で
社
会
機
構
の
中
に
位
置
づ
け
に

く
い
「
危
険
人
物
」
と
し
て
警
戒
す
る
傾
向
を
卒
ん
だ
問
題
と
し
て
捉
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
、
先
に
み
た
「
新
潮
」
の

記
事
〈
山
路
愛
山
・
木
下
尚
江
・
内
田
魯
庵
に
よ
る
談
話
『
所
謂
高
等
遊

明
治
四
十
五
年
二
月
|
1
6
引
用
者
注
)
や
山
崎
紫
紅
の
発
言

民
問
題
』
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(
『
高
等
遊
民
の
権
威
』
明
治
四
十
五
年
四
月
十
四
日
付
『
横
浜
貿
易
新

報
』
中
の
『
日
曜
文
壇
』
|
|
同
)
が
、
「
高
等
遊
民
」
を
い
ず
れ
も
擁
護

す
る
立
場
に
立
つ
て
な
さ
れ
た
の
は
、
「
高
等
遊
民
」
イ
コ
ー
ル
「
危
険
人

物
」
視
に
対
す
る
反
発
と
い
う
点
で
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
、
氏
は
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
松
本
を
分
析
し
て
「
決

し
て
肯
定
的
な
存
在
で
は
な
い
」
と
意
味

e

つ
け
て
い
る
。
ま
た
伊
豆
利
彦
氏
も
、

「
新
潮
」
の
談
話
や
明
治
四
十
四
年
十
二
月
の
『
早
稲
田
文
学
』
葉
報
欄
を
引

き
、
長
島
氏
と
同
様
の
見
解
を
示
し
つ
つ
、
「
現
実
か
ら
自
己
を
遠
ざ
け
、
ひ
た

す
ら
『
高
等
遊
民
』
と
し
て
生
き
る
松
本
の
批
評
は
、
批
評
の
た
め
の
批
評
で

あ
り
、
観
念
的
で
あ
っ
た
。
現
実
に
生
き
る
人
間
と
し
て
の
『
そ
の
人
の
本
体
』

が
疎
外
さ
れ
て
い
た
。
後
の
作
品
『
こ
こ
ろ
』
の
奥
さ
ん
の
言
葉
を
使
え
ば
、

『
空
っ
ぽ
な
理
屈
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
J

と
指
摘
し
て
い
る
(
注
目
)
。

両
氏
の
見
解
は
、
同
時
代
で
の
高
等
遊
民
を
め
ぐ
る
言
説
の
意
義
づ
け
と
、

そ
れ
に
反
す
る
よ
う
な
松
本
に
対
し
て
の
否
定
的
評
価
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
松

本
が
須
永
や
自
身
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
高
等
遊
民
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
化
の
意

味
の
少
な
さ
を
説
く
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
語
り
手
は
、
母
や

千
代
子
に
関
す
る
須
永
の
煩
悶
に
興
味
を
持
ち
、
そ
れ
を
語
る
た
め
に
、
須
永

が
理
知
の
人
で
か
つ
思
索
の
時
聞
を
有
す
る
人
で
あ
る
こ
と
を
高
等
遊
民
と
い

う
モ
チ
ー
フ
で
表
し
、
そ
れ
を
松
本
に
よ
っ
て
保
証
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

冒
頭
で
も
見
た
よ
う
に
、
高
等
遊
民
の
意
味
や
そ
の
考
察
の
意
義
は
重
要
で

あ
り
、
示
唆
に
富
む
こ
と
は
否
め
な
い
。
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
須

永
や
松
本
を
造
形
す
る
手
段
と
し
て
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

語
り
手
も
同
時
代
に
と
ら
わ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
当
時
の
社
会
問
題
を
取
り
込

み
つ
つ
そ
れ
に
須
永
や
松
本
を
重
ね
る
(
注
却
)
と
い
う
意
図
は
う
か
が
え
る

が
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
有
効
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
再
度
検
証
す
る
必
要
が

あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

四

語
り
手
と
激
石
の
問
、
あ
る
い
は
激
石
の
意
図

最
後
に
、
語
り
手
と
作
家
激
石
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
本
来
な
ら
ば
、
語

り
手
と
作
家
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
で
し

ば
し
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
「
雨
の
降
る
日
」
中
の
言
説
と
撤
石
の
日

記
(
注
幻
)
と
の
酷
似
や
、
松
本
の
語
る
「
或
学
者
の
講
演
」
(
「
松
本
の
話
」

五
)
と
激
石
の
講
演
「
現
代
日
本
の
開
化
」
〈
明
治
四
十
四
年
八
月
十
五
日
)
と

の
比
較
な
ど
、
激
石
自
身
に
関
わ
る
事
項
が
テ
ク
ス
ト
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
こ
と
を
除
い
て
も
、
激
石
の
「
彼
岸
過
迄
」
に
お
け
る
語
り
手
の

造
形
、
さ
ら
に
は
激
石
文
学
全
体
に
お
け
る
方
法
の
変
遷
を
探
る
意
味
で
、
重

-8-

要
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

激
石
に
よ
る
語
り
手
に
つ
い
て
の
見
解
と
し
て
は
、
や
は
り
「
文
学
論
」
(
明

治
四
十
年
五
月
大
倉
書
庖
)
中
の
「
間
隔
論
」
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ

の
な
か
で
欺
石
は
、
〈
作
中
人
物
l
作
者
|
読
者
〉
の
図
式
の
も
と
に
、
作
品
内

容
や
作
中
人
物
を
読
者
に
紹
介
す
る
の
が
作
者
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
を
示
す
。

そ
し
て
、
作
家
の
作
品
と
の
位
置
(
登
場
人
物
と
の
距
離
)
に
よ
っ
て
異
な
る
、

「
読
者
を
著
者
の
傍
に
引
き
つ
け
て
、
両
者
を
同
立
脚
地
に
置
く
」
「
批
評
的
作

物
」
と
、
「
或
は
読
者
を
著
者
の
傍
ら
に
引
く
に
代
ふ
る
に
、
著
者
白
か
ら
動
い

て
篇
中
の
人
物
と
融
化
し
、
竃
も
其
介
在
し
て
狙
存
す
る
の
痕
跡
を
留
め
ざ
る

が
如
き
手
段
を
用
ふ
」
「
同
情
的
作
物
」
と
を
提
示
し
、
「
形
式
的
間
隔
論
を
な

さ
ん
が
為
め
に
挙
げ
た
る
二
方
法
は
是
に
於
て
か
逆
行
し
て
作
家
の
態
度
と
な



り
、
心
的
状
況
と
な
り
、
主
義
と
な
り
、
人
生
観
と
な
り
、
発
し
て
小
説
の
ニ

大
区
別
と
な
る
J
と
述
べ
て
い
る
。
「
批
評
的
作
物
」
の
場
合
は
、
作
家
自
身

が
批
判
的
で
あ
る
た
め
に
読
者
も
作
中
人
物
に
対
し
て
批
評
的
に
な
り
、
反
対

に
「
同
情
的
作
物
」
で
は
、
作
中
人
物
と
「
融
化
」
し
た
作
家
を
通
し
て
作
中

人
物
を
把
握
す
る
た
め
に
同
情
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の

二
つ
の
方
法
が
、
「
作
家
の
態
度
」
「
(
作
家
の
)
心
的
状
況
」
「
(
作
家
の
)
主

義
」
「
(
作
家
の
)
人
生
観
」
の
表
れ
で
あ
る
と
結
論
，
つ
け
て
い
る
(
注
2
1

結
論
か
ら
言
え
ば
、
「
彼
岸
過
迄
」
に
お
け
る
激
石
の
態
度
は
、
「
批
評
的
作

物
」
と
「
同
情
的
作
物
」
と
の
両
方
の
要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
よ
り
厳
密
に

は
、
「
批
評
的
作
物
」
か
ら
「
同
情
的
作
物
」
へ
と
移
行
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

テ
ク
ス
ト
の
前
半
で
敬
太
郎
の
官
険
謂
を
語
っ
て
い
た
語
り
手
が
、
後
半
に
お

い
て
須
永
の
話
を
語
る
と
い
う
よ
う
に
、
焦
点
が
ず
れ
て
い
く
こ
と
か
ら
判
断

で
き
る
。
さ
ら
に
、
語
り
手
が
、
前
半
で
は
三
人
称
で
、
後
半
で
は
姿
を
隠
し

て
松
本
や
須
永
に
一
人
称
で
語
ら
せ
て
い
る
こ
と
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
先
の

物〈
|作
語中
り人
手物
I J 
作作
者者

r 
読読

きき
と と
いり
ょう つ
函図
式さ
2春
宮革
しが
て担

21 
と〈
が作
う 中
か人

が
え
る
。

「
彼
岸
過
迄
」
以
前
に
も
激
石
は
、
三
人
称
に
よ
る
『
虞
美
人
草
」
(
明
治
四

十
年
六
月
5
十
月
『
東
京
朝
日
新
聞
』
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
)
、
「
三
四
郎
」
(
明

治
四
十
一
年
九
月

1
十
二
月
間
)
、
「
そ
れ
か
ら
」
(
明
治
四
十
二
年
六
月

1

「彼岸過迄」論

同
)
、
「
門
」
(
明
治
四
十
三
年
三
月

1
六
月

と
は
言
え
な
い
が
、
一
人
称
か
ら
三
人
称
へ
と
移
行
し
て
い
る
「
夢
十
夜
」
(
明

治
四
十
一
年
七
月

1
八
月
間
)
と
い
っ
た
作
品
を
書
い
て
い
る
。
だ
が
、
こ

十
月

同
)
、
ま
た
厳
密
な
そ
れ

れ
ら
で
の
語
り
手
に
は
、
「
彼
岸
過
迄
」
に
お
け
る
語
り
手
の
よ
う
な
語
る
べ
き

物
語
の
移
行
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
〈
登
場
人
物
|
語
り
手
|
作

者
|
読
者
〉
と
い
う
図
式
は
、
「
彼
岸
過
迄
」
に
お
い
て
そ
の
萌
芽
を
み
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

激
石
が
高
等
遊
民
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
「
彼
岸
過
迄
」
執
筆
中
に

出
さ
れ
た
笹
川
臨
風
宛
書
簡
(
明
治
四
十
五
年
二
月
十
三
日
付
)
の
、
「
小
説
を

や
め
て
高
等
遊
民
と
し
て
存
在
す
る
工
夫
色
々
勘
考
中
に
候
へ
ど
も
名
案
も
な

く
苦
し
が
り
居
候
」
と
い
う
箇
所
に
確
認
で
き
る
。
だ
が
、
そ
の
後
の
激
石
は
、

必
ず
し
も
「
彼
岸
過
迄
」
の
語
り
手
と
同
一
で
は
な
か
っ
た
。
次
に
挙
げ
る
の

は
、
激
石
の
講
演
「
道
系
と
職
業
』
(
明
治
四
十
四
年
八
月
十
三
日
)
と
関
わ
ら

せ
て
の
、
長
島
裕
子
氏
に
よ
る
見
解
で
あ
る
(
注
お
)
。

小
説
を
や
め
る
こ
と
と
引
き
か
え
に
「
高
等
遊
民
」
が
志
向
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
「
高
等
遊
民
」
と
「
道
楽
本
位
の
職
業
」
と
は
全
く
別
の

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
自
我
中
心
」
に
「
己
の
為
」
の
「
道
楽
本
位
」

を
貫
く
こ
と
の
放
素
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の
遁
走
で
あ
る
・
し
か
し
、
激

石
は
「
苦
し
が
り
」
つ
つ
、
ひ
た
す
ら
に
小
説
執
筆
の
道
を
歩
い
て
い
っ

た
。
続
く
作
品
『
行
人
』
は
中
途
で
執
筆
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
程
の

神
経
衰
弱
の
中
で
書
か
れ
た
が
、
減
石
の
進
ん
だ
方
向
は
「
高
等
遊
民
」

志
向
と
は
正
反
対
の
、
苦
し
い
方
の
道
だ
っ
た
。

「
彼
岸
過
迄
」
執
筆
中
の
激
石
に
あ
っ
た
高
等
遊
民
へ
の
志
向
が
、
や
が
て

破
棄
さ
れ
て
い
く
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
激
石
が
須
永
に
見
て

そ
れ
と
は
必
ず
し
も
関

-9-

い
た
も
の
は
、
高
等
遊
民
と
し
て
の
性
質
で
は
な
く
、

連
し
な
い
須
永
の
煩
悶
の
様
で
あ
り
、
彼
の
人
間
存
在
の
様
で
あ
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
呼
応
し
て
、
「
行
人
」
に
お
け
る
一
郎
を
語
る
二

郎
、
「
心
」
に
お
い
て
「
先
生
」
を
語
る
「
私
」
、
さ
ら
に
は
「
道
草
」
(
大
正
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『
東
京
朝
日
新
聞
』
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
)
に
お
い
て
健
三

を
語
る
三
人
称
の
語
り
手
の
造
形
へ
と
、
登
場
人
物
を
差
異
化
(
非
同
化
)
す

る
方
向
で
、
散
石
テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
は
深
化
し
て
い
る
。
「
彼
岸
過
迄
」
に
お

い
て
は
、
〈
登
場
人
物

l
語
り
手
|
作
者
|
読
者
〉
と
い
う
図
式
で
の
、
語
り
手

と
作
者
と
の
境
界
が
暖
昧
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
後
に
改
善
さ
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。
「
彼
岸
過
迄
」
に
お
け
る
語
り
手
の
造
形
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
限
っ
て

言
え
ば
失
敗
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
激
石
文
学
全
体
を
通
じ
て
は
、

確
か
な
、
そ
し
て
重
要
な
一
歩
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
年
六
月

1
九
月

お
わ
り
に

「
文
学
論
」
が
書
か
れ
た
の
は
「
彼
岸
過
迄
」
の
六
年
前
で
あ
る
。
そ
の
間

瀬
石
は
、
一
貫
し
て
物
語
と
自
身
と
読
者
と
を
意
識
し
続
け
て
い
た
。
特
に
読

者
に
対
す
る
意
識
は
新
関
連
載
と
い
う
発
表
形
式
と
も
関
わ
り
、
「
彼
岸
過
迄
」

に
先
立
っ
て
両
朝
日
新
聞
紙
上
に
発
表
さ
れ
た
「
彼
岸
過
迄
に
就
て
」
(
明
治
四

十
五
年
一
月
一
日
付
『
東
京
朝
日
新
聞
』
及
、
ひ
同
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
)
中
の
、

「
久
し
振
だ
か
ら
成
る
べ
く
面
白
い
も
の
を
書
か
な
け
れ
ば
済
ま
な
い
と
い
ふ

気
が
い
く
ら
か
あ
る
。
」
、
「
か
ね
て
か
ら
自
分
は
個
々
の
短
篇
を
重
ね
た
末
に
、

其
の
個
々
の
短
篇
が
相
合
し
て
一
長
篇
を
構
成
す
る
や
う
に
仕
組
ん
だ
ら
、
新

聞
小
説
と
し
て
存
外
面
白
く
読
ま
れ
は
し
な
い
だ
ら
う
か
と
い
ふ
意
見
を
持
し

て
ゐ
た
。
が
、
つ
い
夫
を
試
み
る
機
会
も
な
く
て
今
日
迄
過
ぎ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
も
し
自
分
の
手
際
が
許
す
な
ら
ば
此
の
『
彼
岸
過
迄
』
を
か
ね
て
の
思
は

く
通
り
に
作
り
上
げ
た
い
と
考
へ
て
ゐ
る
J

と
い
う
箇
所
に
見
る
こ
と
が
で
き

る

結
果
、
「
彼
岸
過
迄
」
に
お
い
て
は
不
十
分
だ
っ
た
語
り
手
の
造
形
は
、
後
続

す
る
作
品
で
深
化
し
、
短
編
連
述
と
い
う
方
法
は
「
心
」
で
も
採
用
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
高
等
遊
民
と
い
う
同
時
代
の
社
会
問
題
を
導
入
と
し
て
、
近
代
人
の

内
面
を
描
く
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
も
、
激
石
は
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
、
山
田
輝
彦
氏
が
「
人
間
の
研
究
者
」
(
「
停
留
所
」
こ
で
あ
り
た
か
っ

た
の
が
敬
太
郎
で
あ
る
と
述
べ
る
(
注
M
)
の
は
、
一
面
的
な
把
握
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
「
人
間
の
研
究
者
」
た
ろ
う
と
し
た
の
は
、
敬
太
郎
だ
け
で
は
な
く
、

語
り
手
も
、
ま
た
激
石
も
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
彼
岸
過
迄
」
は
、
後
期
激
石
に
お
い
て
、
ま
た
激
石
文
学
全
体
に
お
い
て
、

確
か
に
重
要
な
礎
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

注
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(
1
)
米
田
利
用
「
高
等
遊
民
と
は
何
か

成
元
年
二
月
『
日
本
文
学
』
)

(
2
)
「
心
」
に
関
し
て
は
、
「
先
生
」
の
遺
書
が
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
に
よ
っ

て
紹
介
さ
れ
た
手
紙
に
過
ぎ
な
い
と
判
断
す
れ
ば
、
物
語
は
一
人
称
の

ー
『
彼
岸
過
迄
』
を
読
む
|
」
(
平

語
り
手
で
あ
る
「
私
」
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
し
か
し
、
「
私
」
が
引
用
す
る
遺
書
に
鈎
括
弧
が
付
さ
れ
て
い

よ
う
と
も
、
「
先
生
」
の
遺
書
は
「
下
先
生
と
遺
書
」
と
い
う
独
立
し

た
一
つ
の
章
で
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
以
前
の
二
章
で
の
語
り
手

「
私
」
が
一
度
も
姿
を
表
さ
な
い
こ
と
か
ら
、
「
下
」
に
お
け
る
語
り
手

が
「
先
生
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
と
考
え
る
。
「
下
」

に
お
け
る
語
り
手
は
、
以
前
の
二
章
に
比
し
て
暖
昧
な
の
で
あ
る
。

(
3
)
中
村
直
子
「
『
彼
岸
過
迄
』

ー
そ
の
関
係
性
の
物
語
|
」
(
平
成
三
年



『
東
京
女
子
大
学
紀
要
『
論
集
』
』
)

(
4
)
安
藤
久
美
子
「
『
彼
岸
過
迄
』
の
構
造
|
須
永
の
意
識
構
造
と
作
品
構

造
|
」
(
昭
和
五
十
六
年
十
一
月
『
文
学
・
語
学
』
)

(
5
)
赤
井
恵
子
「
『
彼
岸
過
迄
』
考
」
(
昭
和
六
十
年
五
月

集
』
)

(6)
重
松
泰
雄
「
〈
趣
向
〉
と
し
て
の
須
永
市
蔵

月

『
熊
本
短
大
論

-
『
彼
岸
過
迄
』
管
見
l
」

(
平
成
元
年
一
月
『
文
学
』
)

(
7
〉
山
固
有
策
「
『
彼
岸
過
迄
』

敬
太
郎
を
め
ぐ
っ
て
」
(
昭
和
五
十
七
年

『
夏
目
激
石
必
携
E
』
別
冊
国
文
学
h
M
)

(
8
)
内
田
道
雄
「
『
彼
岸
過
迄
』
再
考
」
(
昭
和
六
十
二
年
七
月

現
代
』
五
五
号
)

五
月

『
古
典
と

(
9
)
前
掲
注
3
参
照
。

(
叩
〉
藤
井
淑
禎
「
『
彼
岸
過
迄
』
か
ら
始
ま
る
道
」
(
平
成
四
年
五
月

国

文
学
』
)

(
日
)
山
田
輝
彦
「
『
彼
岸
過
迄
』
論

『
福
岡
教
育
大
学
紀
要
(
文
科
編
)
』
知
号

年
二
月

-
敬
太
郎
の
冒
険
l
」
(
昭
和
五
十
五

『
夏
目
散
石
の

文
学
』
〈
昭
和
五
十
九
年
十
一
月

(
ロ
)
須
田
喜
代
次
「
『
彼
岸
過
迄
』
論

桜
楓
社
〉
所
収
)

|
聴
き
手
と
し
て
の
敬
太
郎
|
」
(
平

「彼岸過迄J論

成

四

年

四

月

『

国

文

学

桜

楓

社

)

(
臼
)
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
語
り
手
と
須
永
と
の
〈
重
な
り
〉
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
事
実
、
「
須
永
の
話
」
で
は
須
永
が
敬
太
郎
に
向
か
っ
て
語
っ

て
い
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
此
話
を
聞
く
も
の
に
取

っ
て
は
、
定
め
し
不
本
意
で
あ
ら
う
J

(
「
須
永
の
話
」
二
十
五
)
、
「
も

し
此
話
を
聞
く
も
の
が
、
嫉
妬
だ
と
い
ふ
な
ら
、
僕
に
は
少
し
も
異
存

言
語
と
文
芸
』

が
な
い
。
」
(
同
三
十
)
と
い
っ
た
、
敬
太
郎
以
外
の
聴
き
手
を
想
定
す

る
言
説
が
テ
ク
ス
ト
に
は
存
す
る
。
ま
た
、
「
須
永
も
景
色
だ
け
は
誉
め

た
が
、
ま
だ
斯
ん
な
吹
き
晴
ら
し
の
土
堤
な
ど
を
歩
く
季
節
ぢ
ゃ
な
い

と
云
っ
て
、
割
川
叫
凶
倒
州
出

U
出
制
対
削
剖
倒
川
刻
。
」
(
同
一
一
)
も
、

そ
の
証
左
と
な
ろ
う
。

(
M
)
押
野
武
志
「
『
静
』
に
声
は
あ
る
の
か
!
『
こ
』
ろ
』
に
お
け
る
抑
圧

の
権
造
|
」
(
平
成
四
年
十
月
『
文
学
』
)
は
、
「
心
」
に
お
け
る
静

に
つ
い
て
、
「
彼
女
は
、
先
生
や
『
私
』
の
眼
差
し
を
通
し
て
し
か
表
象

さ
れ
て
い
な
い
J

「
『
静
』
は
、
寡
黙
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
言
葉

を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
J

と
し
、
そ
の
理
由
を
「
『
静
』
の
言
葉
は
男

た
ち
の
死
の
美
学
を
脅
か
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
」
と
説
い
て
い
る
.

(
日
)
前
掲
注
3
参
照
。
ま
た
、
中
村
氏
の
言
う
「
複
数
の
顔
を
持
つ
」
と
は
、

氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
千
代
子
に
お
い
て
も
該
当
し
、
「
雨
の
降
る
日
」

の
三
人
称
に
よ
る
語
り
が
そ
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
再
度
確
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認
し
て
お
く
。

(
M
)
中
島
国
彦
氏
は
「
『
激
石
全
集
』
第
七
巻

岩
波
書
庖
)
の
な
か
で
、
「
疑
惑
の
裏
打
」
(
「
須
永
の
話
」
三
)
か
ら
、

テ
ク
ス
ト
に
「
須
永
の
心
情
の
奥
に
、
絶
え
ず
『
疑
惑
』
の
世
界
が
存

在
す
る
と
い
う
設
定
」
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
須

永
が
「
疑
惑
」
に
と
り
つ
か
れ
や
す
い
性
格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

注
解
」
(
平
成
六
年
六
月

ろ
う
。

(
打
)
前
掲
注
1
参
照
。

〈
問
)
長
島
裕
子
「
『
高
等
遊
民
』
を
め
ぐ
っ
て

ー
『
彼
岸
過
迄
』
の
松
本
恒

三
|
」
(
昭
和
五
十
四
年
十
二
月

『
文
墓
と
批
評
』
)
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(
四
)
伊
豆
利
彦
「
夏
目
激
石
『
彼
岸
過
迄
』
の
『
高
等
遊
民
』
」
(
平
成
二
年

『
横
浜
市
立
大
学
論
叢
』
)

(
却
)
長
島
氏
は
、
「
生
活
の
外
見
で
は
な
し
に
、
そ
の
生
活
を
形
づ
く
っ
て
い

る
精
神
の
在
り
様
を
問
題
に
す
る
時
、
須
永
は
『
高
等
遊
民
』
の
松
本

と
は
対
置
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
(
前
掲
注
目
参
照
)
、

語
り
手
の
意
図
と
し
て
は
や
は
り
両
者
は
同
一
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
と
考
え
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
両
者
の
造
形
に
よ
り
、
語
り
手
が

抑
圧
す
る
こ
と
で
表
出
さ
せ
た
千
代
子
像
と
の
対
比
も
よ
り
強
調
さ
れ

三
月

る
の
で
あ
る
・

(
幻
)
明
治
四
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日
付
か
ら
同
十
二
月
五
日
付
。

(
泣
)
拙
稿
「
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
論
|
写
生
文
、
あ
る
い
は
一
人
称
回
想
へ
の

眼
差
し

l
」
(
平
成
十
二
年
九
月
『
国
文
学
孜
』
第
一
六
七
号
)

(
お
)
前
掲
注
目
参
照
。

(
M
)
前
掲
注
口
参
照
。

-12一

〔
付
記
〕テ

ク
ス
ト
及
、
び
激
石
の
評
論
は
全
て
明
激
石
全
集
』
(
平
成
五
年
十
二
月

岩
波
書
店
)
に
、
ま
た
啄
木
『
時
代
閉
塞
の
現
状
」
の

石
川
啄
木
集
』
(
昭
和
四
十
五
年
三
月

t
十
一
年
三
月

引
用
は
『
明
治
文
学
全
集
兄

摩
書
房
)
に
拠
る
。

筑

(
や
ま
し
た

こ
う
せ
い
)




