
芥
川
　
の
描
写
表
現
　
に
　
お
　
け
　
る

丁
て
ゐ
た
」
止
め
セ
　
ン
　
テ
_
ン
　
ス
　
に
つ
い
て

I
　
「
玄
鶴
山
房
」
　
を
中
心
　
に
-

小
　
　
田
　
　
辿
　
　
夫

は
じ
め
に

同
語
教
育
の
た
め
の
文
章
研
究
の
l
視
点
と
し
て
、
表
現
形
式
と
そ
の
表
現

機
能
と
の
関
連
を
考
察
す
る
た
め
に
'
こ
こ
で
は
'
芥
川
龍
之
介
の
晩
年
の
作

品
に
見
ら
れ
る
特
異
な
描
写
セ
ン
テ
ン
ス
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。

考
察
対
象
と
し
て
'
晩
年
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
「
玄
鶴
山
房
」
を
と
り

あ
げ
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
描
写
文
の
表
現
特
性
を
'
さ
ら
に
他
の
作
品
の
例
に

よ
っ
て
検
証
し
て
い
-
t
と
い
う
て
だ
て
を
と
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
例
文
の
下
に
示
す
ペ
ー
ジ
数
字
は
、
筑
摩
撃
序
版
・
現
代
日
本
文
学

全
集
2
6
「
芥
川
龍
之
介
集
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
全
集
本
は
'
三
段
組

み
活
字
で
印
刷
さ
れ
て
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
例
文
の
存
在
筒
所

を
各
ペ
ー
ジ
の
上
・
中
・
下
の
区
別
で
示
し
た
。

序

文
章
の
書
き
臥
し
の
苦
労
は
誰
し
も
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
,
殊
に
,
文
章
の

彫
証
に
苦
心
し
た
芥
川
が
目
頭
表
現
に
お
い
て
さ
ら
に
苦
心
を
重
ね
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、
容
劫
に
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
描
写
表
現
と
し
て
、
冒
頭

部
分
に
い
か
に
も
芥
川
ら
し
い
凝
っ
た
表
現
が
田
老
に
う
か
が
わ
れ
る
例
と
し

て
は
、
「
羅
生
門
」
の
、
例
の
「
下
人
」
が
人
通
り
の
ま
っ
た
-
と
だ
え
た
羅

生
門
の
下
で
雨
や
み
を
待
っ
て
い
る
場
面
描
写
と
か
'
「
戯
作
三
昧
」
の
、
滝

沢
馬
琴
が
は
い
っ
て
い
る
銭
湯
の
湯
ぶ
ね
の
中
に
う
か
が
わ
れ
る
江
戸
風
俗
ゆ

た
か
な
人
物
描
写
と
か
、
さ
ら
に
、
「
枯
野
抄
」
の
、
大
阪
御
堂
附
近
の
朝
方

の
風
景
描
写
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

書
き
出
し
の
苦
心
の
中
に
、
そ
の
筆
者
の
表
現
法
の
特
徴
も
顕
著
に
現
わ
れ

る
も
の
と
み
て
、
ま
ず
、
「
玄
鶴
山
房
」
の
書
き
出
し
部
分
を
と
り
あ
げ
'
そ

の
中
に
う
か
が
わ
れ
る
芥
川
ら
し
い
表
現
の
仕
方
を
い
く
つ
か
指
摘
す
る
こ
と

か
ら
論
を
お
こ
し
た
い
。

(
ィ
)
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例
I
t
-
-
そ
れ
は
小
ぢ
ん

i
C
f
)
　
　
-

ま
り
と
出
来
上

っ
た
、
奥
床
し
い
門
構
へ
の
家
.
i
j

っ
た
.
尤
封
の
界
隈
に
は
か
う
云
ふ
家
も
珍
ら
し
-
は
な
か
つ
た
。

(
_
〇
_が

'
「
玄
鶴
山
房
」
の
街
や
塀
越
し
に
見
え
る
庭
木
な
ど
ほ
ど
の
家
よ
り

I'D.

も
数
寄
を
凝
ら
し
て
ゐ
た
.

こ
の
家
の
主
人
、
堀
越
玄
鶴
は
画
家
と
し
て
も
多
少
は
知
ら
鞠
訂
瑚

(

～

)

-

-

-

‥

・

T

T

し
か
し
'
資
産
を
作
っ
た
の
は
ゴ
ム
印
の
特
許
を
受
け
た
為
だ
っ
た
。
或
は
ゴ

(
*
蝣
)
-
月
-
-
り
い

ム
印
の
特
許
を
受
け
て
か
ら
地
所
の
売
E
只
を
し
た
為
だ
っ
た
.
現
に
彼
が
持
つ



a

m

　

　

　

　

　

　

‥

て
ゐ
た
郊
外
の
或
地
面
な
ど
は
生
真
さ
へ
除
に
出
来
な
い
ら
し
か
っ
た
O

け
れ
ど
も
今
は
も
う
赤
瓦
の
家
や
青
瓦
の
家
の
立
ち
並
ん
だ
所
謂
「
文
化

へ

-

蝣

)

.

_

_

.

_

村
」
に
変
っ
て
ゐ
た
。
-
-

o

ト
L
H
い
く
-
.
′
 
I
_
H
か
　
(
ル
・
>
　
　
　
　
(
チ
)

い
門
椙
へ
の
家
だ
つ
~
た
。
挽

に
近
頃
は
見
越
し
の
松
に
雪
よ
け
の
縄
が
か

し
か
し
「
玄
鶴
山
房
」
は
兎
に
角
小
ぢ
ん
ま
り
と
出
来
上
っ
た
'
奥
床
し

か
っ
た
り
'
玄
関
の
前
に
敷
い
た
枯
れ
松
葉
に
薮
柑
子
の
実
が
赤
ら
ん
だ

(

t

)

ー

　

c

♪

5

O
'
　
屑
風
流
に
見
え
る
の
だ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
こ
の
家
の
あ
る
横
町

t;-o_.

も
殆
ど
人
通
り
と
云
ふ
も
の
は
な
か
っ
た
。
豆
腐
屋
さ
へ
そ
こ
を
通
る
時

(
タ
　
　
_
C
>
)
-

に
は
荷
を
大
通
り
へ
お
ろ
し
た
な
り
へ
剰
帆
を
吹
い
て
通
る
だ
け
だ
っ

た
。

「
玄
鶴
山
房
　
-
　
玄
鶴
と
云
ふ
の
は
何
だ
ら
う
P
」

た
ま
た
ま
こ
の
家
の
前
を
通
り
か
か
っ
た
、
髪
の
毛
の
長
い
画
学
生
は

細
長
い
絵
の
具
符
を
小
脇
に
し
た
ま
ま
、
同
じ
金
釦
の
制
服
を
着
た
も
う

(
ソ
)
.

t
人
の
画
学
生
に
か
う
言
っ
た
り
し
た
〇
~
「
何
だ
か
な
、
ま
さ
か
厳
格
と

云
ふ
酒
蕗
で
も
あ
る
ま
い
。
」

彼
等
は
二
人
と
も
笑
い
な
が
ら
'
気
軽
に
こ
の
家
の
前
を
通
っ
て
行
つ

彼
等
は
二
人
と
も
笑
い
な
が
ら
t
と

(
ツ
)
　
　
(
I
)
.
-
.
.
.
I
r

た
。
そ
の
あ
と
に
は
唯
凍
て
切
っ
た
道
に
彼
等
の
ど
ち
ら
か
が
捨
て
て

圃
m
o
B
r
a
n

バ
~
~
リ
蝣
-
J
 
Q
&
f
j
㌘
が
1
本
'
か
す
か
u
-
z
い
l

ハ

ナ

)

　

　

　

　

C

ラ

)

～

～

す
ぢ
の
蛸
を
}
-
h
*
>
一
¥
J
J
J
-
>
i
て
て
Q
i
Q
ば
か
り
だ
っ
た
。

(
p
二
四
七
上
～
中
)

ま
ず
へ
　
い
か
に
も
芥
川
ら
し
い
表
現
と
し
て
'
傍
綾
部
例
の
「
見
越
し
の
松

に
雪
よ
け
の
組
が
か
か
っ
た
り
、
玄
関
の
前
に
敷
い
た
枯
れ
松
葉
に
薮
柑
子
の

実
が
赤
ら
ん
だ
り
」
と
い
う
き
め
こ
ま
か
な
描
写
や
'
榊
の
「
凍
て
切
っ
た
道

に
彼
等
の
ど
ち
ら
か
が
捨
て
て
行
っ
た
『
ゴ
ル
デ
ン
・
バ
ッ
ト
J
l
の
吸
ひ
欝
が

t
本
、
か
す
か
に
青
い
一
す
ぢ
の
煙
を
細
ぼ
そ
と
立
て
て
ゐ
る
ば
か
り
だ
つ

た
。
-
-
」
と
い
う
描
写
文
の
根
知
な
余
情
の
漂
わ
せ
方
が
強
く
印
象
づ
け
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
、
表
現
内
容
が
も
た
ら
す
イ
メ

ー
ジ
と
し
て
の
感
覚
的
な
印
象
と
は
別
の
観
点
か
ら
、
客
観
的
な
裏
現
形
式
の

あ
り
よ
う
に
着
目
し
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
表
現
形
式
に
芥
川
ら
し
さ
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

I
t
同
形
反
復
表
現
形
式
　
-
　
口
目
頭
文
の
的
の
部
分
が
、
数
文
を
隔
て
た
的
の

部
分
で
-
り
か
え
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
N
と
肘
に
示
す
よ
う
に
'
達
文

で
同
じ
表
現
が
-
り
か
え
さ
れ
る
現
象
.
(
こ
の
種
の
反
復
表
現
形
式
が
芥

川
の
作
品
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
現
象
は
、
以
前
に
も
と
り
あ
げ
て
、
そ
の

(
琵
-
)

表
現
機
能
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
)

I
、
限
定
・
修
飾
表
現
　
-
　
㈱
「
尤
も
」
と
い
う
言
い
方
で
冒
頭
文
の
内
容
を

限
定
的
に
説
明
し
て
い
く
表
現
法
O
的
「
殊
に
」
、
脚
「
の
み
な
ら
ず
」
、

紳
例
「
～
さ
へ
-
だ
け
」
へ
S
S
「
～
唯
-
ば
か
り
」
な
ど
の
言
い
方
も
同

様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
'
さ
き
に
提
示
し
た
内
容
を
あ
と
か
ら
限
定
・
修

飾
し
て
い
-
表
現
法
は
'
芥
川
の
い
わ
ゆ
る
理
知
的
文
体
の
一
要
素
を
な
す

と
言
っ
て
い
い
も
の
で
'
と
く
に
、
芥
川
の
初
期
の
作
品
に
著
し
い
。

E
j
'
;
に
示
す
逆
接
の
接
続
詞
「
が
」
の
使
用
I
こ
こ
で
は
'
他
に
「
し
か

し
」
　
「
け
れ
ど
も
」
な
ど
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
'
一
般
に
へ
芥
川
の
作
品

に
現
わ
れ
る
逆
接
の
接
続
詞
と
し
て
は
「
が
」
が
多
い
。

Ⅳ
「
I
だ
っ
た
」
型
文
末
形
式
I
I
の
Z
:
間
的
の
文
末
表
現
の
ほ
か
'
S
M
例

に
示
す
よ
う
に
、
「
I
だ
っ
た
」
で
結
ば
れ
る
セ
ン
テ
ン
ス
が
へ
　
こ
の
部
分

の
全
文
(
会
話
文
を
除
く
)
　
1
5
文
中
7
文
を
占
め
て
い
る
。
「
～
た
」
止
め

文
を
基
調
と
す
る
芥
川
の
後
期
の
作
品
の
中
に
あ
.
P
て
、
「
I
だ
っ
た
」
の

形
を
と
る
文
は
か
な
り
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
'
「
で
あ
っ
た
」
と
い
う
形

は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
(
な
お
現
在
形
止
め
の
多
い
初
期
の
作

38



晶
で
は
、
「
だ
っ
た
」
に
対
応
す
る
「
だ
」
_
を
ほ
と
ん
ど
用
い
ず
'
「
で
あ

っ
た
」
に
対
応
す
る
「
で
あ
る
」
を
用
い
る
t
と
い
う
現
象
が
あ
る
。
)

Ⅴ
、
S
に
示
す
「
-
た
り
し
た
」
型
文
末
形
式
　
-
　
S
の
「
-
た
り
し
た
」

は
へ
　
こ
の
ば
あ
い
へ
　
「
～
た
」
と
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
表
現
で
あ
る
0

こ
の
よ
う
な
、
「
-
た
」
と
し
て
い
い
ば
あ
い
に
「
～
た
り
し
た
」
を
用
い

る
例
が
'
「
玄
鶴
山
l
好
」
に
は
1
5
例
あ
り
へ
他
の
晩
年
の
作
品
の
い
く
つ
か

に
も
'
し
ば
し
ば
う
か
が
わ
れ
る
。

Ⅵ
「
～
て
ゐ
た
」
型
文
末
形
式
　
-
　
的
鯛
川
に
見
ら
れ
る
「
-
て
ゐ
た
」
止
め

セ
ン
テ
ン
ス
は
、
「
I
だ
っ
た
」
と
と
も
に
へ
芥
川
の
後
期
の
作
品
に
多
い

表
現
形
式
で
あ
る
。

Ⅶ
、
田
に
示
す
推
塁
形
表
現
I
I
芥
川
は
'
必
ず
し
も
椎
最
表
現
を
必
要
と
し

な
い
ば
あ
い
に
、
好
ん
で
絶
景
形
を
用
い
る
癖
が
あ
る
。
小
林
英
夫
氏
が

「
芥
川
龍
之
介
の
筆
癖
」
の
中
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
芥
川
の
筆
癖
の

l
つ
に
'
「
違
い
な
い
」
型
と
い
う
の
が
あ
る
が
'
こ
れ
は
へ
そ
れ
に
類
す

る
芥
川
特
有
の
言
い
ま
わ
し
の
一
つ
で
あ
る
。

Ⅶ
'
表
記
法
と
し
て
の
「
-
-
」
　
「
　
-
　
」
な
ど
の
使
用
　
-
　
こ
れ
は
、
芥
川

の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
作
品
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

芥
川
が
よ
く
用
い
る
表
現
形
式
と
し
て
'
わ
た
し
の
気
づ
い
た
か
ぎ
り
で

は
'
以
上
の
八
項
目
の
事
柄
を
「
玄
鶴
山
房
」
の
冒
頭
の
一
章
に
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
形
式
に
関
し
て
へ
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
、
表

現
形
式
と
表
現
機
能
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
'
そ
の
中
の
Ⅵ
に
示
し
た
「
～
て
ゐ
た
」
止
め
セ
ン
テ
ン
ス
に
よ
る
描
写

表
現
の
特
性
に
焦
点
を
絞
っ
て
'
そ
れ
が
芥
川
の
作
品
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

表
現
機
能
を
果
し
て
い
る
か
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

「
-
て
ゐ
た
」
止
め
セ
ン
テ
ン
ス
が
芥
川
の
後
期
の
作
品
に
多
-
見
ら
れ
る

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
ど
の
程
度
な
の
か
、
あ
る
い
は
'
前
期
の
作
品
で
は
ど

う
な
の
か
'
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
'
ま
ず
問
題
と
な
る
。
前
期
の
作
品
で

は
'
現
在
形
止
め
の
「
-
て
ゐ
る
」
文
が
か
な
り
見
ら
れ
る
の
で
'
前
期
の
代

表
的
な
作
品
に
現
わ
れ
る
「
-
て
ゐ
る
」
文
と
「
～
て
ゐ
た
」
文
の
文
数
を
か

ぞ
え
(
た
だ
し
会
話
文
は
除
く
)
'
こ
れ
を
あ
わ
せ
た
も
の
の
'
仝
文
数
に
対

す
る
比
率
を
出
し
て
、
そ
れ
を
'
後
期
の
作
品
の
ば
あ
い
も
同
様
に
し
て
'
比

較
し
て
み
る
と
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

前
期
の
作
品

羅
生
門
I
I

鼻
-
-

∃

・

・

・

-

芋
粥
-
-
I

手
巾
I
I

煙
草
と
悪
魔
-
-

全
文
「
-
て
ゐ
る
」
文
「
-
て
ゐ
た
」
文
比
率
%

玩
閑

1
4
88

7

滞
S
B

1
5
7

n
n

頭
目
の
大
石
内
蔵
助
・
・
・
-
1
2
9

戯
作
三
抹
I
I

後
期
の
作
品

湖
南
の
扇
-
-

海
の
ほ
と
り
-
-

年
末
の
l
日
-
-

玄
鶴
山
房
・
・
・
-

盛
気
楼
・
・
・
-

387
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1

2

3

歯
車
-
-
　
　
　
　
　
　
6
6
4

或
阿
呆
の
一
生
-
-
　
　
3
1
7

前
期
の
作
品
で
は
'
「
羅
生
門
」
と
「
乱
」
と
を
除
く
と
'

る
「
～
て
ゐ
る
」
文
'
「
-
て
ゐ
た
」
文
の
比
率
は
、
ほ
ぼ
、

前
後
で
あ
る
が
、
後
期
の
作
品
に
お
け
る
「
て
ゐ
た
」
文
は
、

3

0

.

1

2

1

.

9

2

4

.

8

仝
文
数
に
対
す

1

0

パ

ー

セ

ン

ト

c
M
 
C
3
パ
ー
セ

例
2
、
　
藤
左
街
門
と
忠
左
衛
門
と
は
、
厩
を
見
合
せ
て
、
笑
っ
た
o
復
皆
の

挙
が
江
戸
の
人
心
に
与
へ
た
影
響
を
耳
に
す
る
の
は
'
ど
ん
な
些
事
に
し

て
も
'
快
い
に
相
違
な
い
。

唯
一
人
内
蔵
助
だ
け
は
'

.

.
5
に
甲
へ
~
手
を
加

へ
た
鰻
、

つ
ま
ら
な
さ
う
な
顔
を
し
て
、
黙
っ
て
ゐ
る
。
(
P
四
〇
下
)

ン
ト
の
比
率
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
使
わ
れ
ざ
ま
が
、
後
期

の
作
品
に
お
け
る
「
～
て
ゐ
た
」
文
の
存
在
を
強
く
印
象
づ
け
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。と

こ
ろ
で
、
「
て
ゐ
る
(
て
い
る
)
」
は
、
文
法
的
に
は
、
「
て
+
補
助
用

言
」
の
形
式
を
と
る
も
の
の
1
つ
で
へ
そ
の
文
法
的
な
表
現
機
能
は
'
「
継
続

態
」
　
(
例
「
い
ま
'
急
ぎ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
。
」
)
'
r
　
「
既
然
態
」
　
(
例

「
お
や
、
い
つ
の
間
に
か
窓
が
あ
け
で
頼
る
0
」
)
へ
　
「
単
純
状
態
髄
こ
　
(
例

「
山
が
高
く
そ
び
え
て
い
る
。
」
)
、
「
将
然
態
」
　
(
例
「
あ
'
い
ま
自
動
車

に
乗
り
込
ん
百
笥
J
)
な
ど
と
分
警
れ
る
o
し
か
し
,
こ
れ
ら
の
4
つ

の
態
に
共
通
す
る
表
現
の
性
格
を
'
い
ず
れ
も
あ
る
存
在
体
の
あ
る
様
態
を
示

す
表
現
の
仕
方
t
　
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
'

「
～
て
い
る
　
(
て
い
た
)
」
文
は
、
存
在
体
の
様
態
を
描
く
描
写
文
と
し
て
の

役
割
を
果
す
ば
あ
い
が
多
い
、
と
考
え
て
よ
い
。

事
実
、
芥
川
の
作
品
に
お
い
て
も
'
場
面
描
写
や
人
物
描
写
に
際
し
て
、

「
-
て
ゐ
る
　
(
て
ゐ
た
)
」
文
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
あ
る
例
は
珍
し
く
な

い
.
つ
ぎ
に
'
「
或
日
の
大
石
内
蔵
助
」
の
中
か
ら
そ
の
例
を
一
つ
と
り
あ
げ
・

て
一
t
.
c

例
3
、
　
こ
れ
に
煽
動
さ
れ
た
吉
田
'
原
、
早
水
'
堀
部
な
ど
は
'
皆
t
種
の

興
所
を
感
じ
た
や
う
に
'
忽
手
ひ
ど
く
'
乱
臣
賊
子
を
局
殺
し
に
か
か
っ

た
。
I
が
、
そ
の
中
に
唯
1
人
、
大
石
内
蔵
跡
だ
頓
け
;
T
両
耳
を
瞳
~
α

上
に
の
せ
た
依
'
愈
　
つ
ま
ら
な
さ
う
な
顔
を
し
て
、
だ
ん
だ
ん
口
数

丁
・
,
　
　
　
　
　
た
　
、
一
'
"
'
.
1
^
t
 
'
.
'
I
・
~
'

_
　
　
　
　
い
・
.
{
い
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
_
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
_

を
へ
ら
し
な
が
ら
、
ぼ
ん
や
り
火
鉢
の
中
を
眺
め
て
ゐ
る
。
(
P
四
二
中
)

川
1
.
そ
れ
,
か
・
;
仰
分
か
の
持
て
を
笠
田
へ
行
・
'
G
U
-
f
c
'
J
O
i
r
t
-
'
'
排
k
J

・

y

u

し
て
来
た
大
石
.
7
J
蛾
坤
は
~
t
.
1
細
川
紙
用
の
f
u

封

一

w

40

闇
閣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
H
M
I
B
E
M
S
r
a

眺
め
て
ゐ
た
。
日
の
色
は
も
う
う
す
れ
切
っ
て
、
柿
込
み
の
竹
の
か
げ
か

ら
は
、
早
-
も
黄
昏
が
ひ
ろ
が
ら
う
と
す
る
ら
し
い
O
が
、
障
子
の
中
で

は
、
不
和
変
面
白
さ
う
な
諸
声
が
つ
づ
い
て
ゐ
る
。
彼
は
そ
れ
を
聞
い
て

お
も
む
ろ

ゐ
る
中
に
、
自
ら
な
一
味
の
哀
惜
が
'
徐
に
彼
を
つ
つ
ん
で
来
る
の
を
意

識
し
た
.
こ
の
か
す
か
な
梅
の
匂
に
つ
れ
て
、
冴
返
る
心
の
底
へ
し
み

透
っ
て
来
る
寂
し
さ
は
、
こ
の
云
ひ
や
う
の
な
い
寂
し
さ
は
'
一
体
ど
こ

E

E

ノ

a

x

:

か
,
h
光
る
i
p
-
f
r
-
う
。
-
　
内
蔵
助
は
、
A
打
空
に
懲
梶
を
~
-
>
'
i
l
や
~
引

な
、
堅
く
拾
い
花
を
仰
ぎ
な
が
ら
'
何
時
ま
で
も
ぢ
っ
と
考
ん
で
ゐ
た
O

(
p
四
三
下
I
p
四
四
上
)

こ
の
作
品
は
、
大
石
内
蔵
助
が
'
本
懐
を
と
げ
た
後
の
あ
る
日
へ
静
か
に
公

伐
の
沙
汰
を
待
ち
な
が
ら
へ
　
こ
の
上
な
い
満
足
な
気
分
に
ひ
た
り
き
っ
て
い
た



の
に
、
他
の
同
志
達
か
ら
、
江
戸
で
は
討
入
り
後
仇
討
じ
み
た
こ
と
が
は
や
っ

て
い
る
、
と
い
う
噂
話
を
聞
か
さ
れ
た
り
、
討
入
り
前
に
志
を
す
て
た
背
盟
の

徒
に
対
す
る
局
例
の
こ
と
ば
を
聞
か
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
か
つ
て
'
内
蔵

.
助
が
敵
を
あ
ざ
む
く
た
れ
に
遊
廓
で
放
喝
の
か
ぎ
り
を
つ
く
し
た
時
の
苦
労
を

は
め
そ
や
さ
れ
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
'
し
だ
い
に
不
快
に
な
り
'
心
の
湿
も

り
が
冷
め
て
い
く
過
程
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
例
も
、
周
囲
の
雰

囲
気
の
高
ま
り
と
対
照
的
に
、
か
と
り
冷
え
び
え
と
し
た
心
境
に
な
っ
て
、
寂

し
さ
さ
え
覚
え
て
く
る
内
蔵
助
の
姿
態
が
、
「
-
て
ゐ
る
」
　
「
-
て
ゐ
た
」
文

に
よ
っ
て
'
印
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
描
写
表
現
の
中
に
見
ら
れ
る
さ
ら
に
一
つ
の
特
色

と
し
て
'
視
点
論
の
立
切
か
ら
前
日
で
き
る
現
象
が
、
現
在
形
止
め
の
「
-
て

ゐ
る
」
文
に
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
と
く
に
、
芥
川
の
初
期
の
作
品
に
見

ら
れ
る
表
現
手
法
で
あ
る
が
、
描
写
の
角
度
が
作
者
の
視
点
か
ら
作
中
人
物
の

視
点
に
移
動
し
た
描
き
方
を
す
る
ば
あ
い
に
へ
　
こ
の
「
～
て
ゐ
る
」
文
を
用
い

る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
'
「
鼻
」
か
ら
そ
の
例
を
ひ
い
て
み
る
。

~
①

例
5
'
　
内
供
は
そ
の
短
く
な
っ
た
鼻
を
撫
で
な
が
ら
'
弟
子
の
僧
の
出
し
て

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

く
れ
る
鏡
を
'
極
り
が
怒
る
さ
う
に
お
づ
お
づ
覗
い
て
見
た
。

o

 

o

あ

ヽ

　

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

①
か
か
-
あ
の
讐
下
ま
で
下
っ
て
ゐ
た
鼻
は
,
殆
ど
嘘
の
や
う
に
萎
宿

主
圭
　
　
　
　
∵
-
"
.
<

だ
ら
に
赤
く
な
っ
て
ゐ
る
の
は
'
恐
ら
く
踏
ま
れ
た
時
の
痕
で
あ
ら
う
。
④
か

わ
ら

う
な
れ
ば
'
も
う
誰
も
咽
ふ
も
の
は
な
い
の
に
ち
が
ひ
な
い
O

⑤
鏡
の
中

に
あ
る
内
供
の
顔
は
、
鏡
の
外
に
あ
る
内
供
の
顔
を
見
て
'
満
足
さ
う
に
眼
を

し
ぼ
た
た
い
た
。
(
P
一
三
上
)

①
文
は
'
い
わ
ば
、
作
者
の
眼
で
と
ら
え
た
内
供
の
動
作
を
表
現
し
て
い
る

わ
け
で
あ
る
が
'
⑧
文
は
、
そ
の
動
作
の
主
体
・
内
供
の
眼
を
と
お
し
て
と
ら

え
た
鼻
の
描
写
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
⑧
文
は
、
作

者
の
視
点
が
作
中
人
物
の
視
点
に
重
ね
ら
れ
て
と
ら
え
ら
れ
た
光
景
9
描
写
文

で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
①
文
の
文
末
に
「
覗
い
て
見
た
」
と
あ
る
そ
の

「
見
た
」
結
果
を
◎
文
の
現
在
形
止
め
「
～
て
ゐ
る
」
文
で
表
わ
す
こ
と
に
よ

り
へ
そ
の
感
じ
が
よ
-
出
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
さ
ら
に
、
⑧
文
・
④
文
の
'

「
I
で
あ
ら
う
」
「
I
に
ち
が
い
な
い
」
と
い
う
文
末
表
現
を
と
る
推
定
文
は
'

鏡
を
覗
い
て
見
な
が
ら
考
え
た
内
供
自
身
の
内
言
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
,

同
じ
く
作
中
人
物
の
視
点
に
従
う
表
現
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
つ

ぎ
の
⑤
文
で
'
再
び
①
文
の
作
者
の
視
点
に
返
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
の
移
動
へ
あ
る
い
は
重
ね
あ
わ
せ
を
思
わ
せ
る
表
現
法

は
'
芥
川
の
'
現
在
形
止
め
セ
ン
テ
ン
ス
の
多
い
初
期
の
作
品
に
し
ば
し
ば
う

か
が
わ
れ
る
。

例
6
'
何
か
の
拍
子
で
'
朝
鮮
団
扇
が
'
先
生
の
手
を
す
べ
っ
て
'
ぱ
た
り
と

寄
木
の
床
の
上
に
落
ち
た
.
会
話
は
無
論
寸
刻
の
断
続
を
許
さ
な
い
程
,

切
迫
し
て
ゐ
る
訳
で
は
な
い
。
そ
こ
で
'
先
生
は
'
半
身
を
椅
子
か
ら
前

へ
の
り
出
し
な
が
ら
'
下
を
向
い
て
、
床
の
方
へ
手
を
の
ば
し
た
。

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

団
扇
は
、
小
さ
な
テ
エ
プ
ル
の
下
に
-
上
靴
に
か
く
れ
た
婦
人
の
白
足

°

袋
の
側
に
落
ち
で
融
か
。
(
p
三
〇
上
～
中
「
手
巾
」
)

例
7
t
　
か
う
云
っ
て
、
紅
毛
は
'
大
き
く
右
の
手
を
ま
は
し
な
が
ら
'
帽
子

0

　

0

　

0

　

0

　

0

　

0

　

°

　

0

　

0

　

°

　

0

　

0

　

0

　

0

　

0

　

0

　

0

　

0

　

0

　

°

を
ぬ
い
だ
。
も
ぢ
や
も
ぢ
や
し
た
髪
の
毛
の
中
に
は
'
山
羊
の
や
う
な
角

o

o

o

o

o

°

o

o

o

o

が
二
本
へ
は
え
て
ゐ
る
。
牛
商
人
は
'
恩
は
ず
顔
の
色
を
変
へ
て
、
持
つ

41



て
ゐ
た
笠
を
'
地
に
落
し
た
O
　
(
P
三
四
中
「
煙
草
と
悪
魔
」
)

い
ず
れ
も
'
作
者
の
視
点
が
作
中
人
物
の
眼
に
重
な
っ
た
描
き
方
を
し
て
い

る
例
で
あ
る
。
例
7
は
'
さ
ら
に
'
再
び
視
点
が
作
者
に
か
え
る
セ
ン
テ
ン
ス

を
も
添
え
て
示
し
た
。

こ
の
類
の
表
現
形
式
は
,
「
羅
生
門
」
に
2
桝
,
「
鼻
」
に
1
例
、
「
芋

粥
」
に
9
例
、
「
手
巾
」
に
5
例
、
「
煙
草
と
悪
魔
」
に
4
例
、
「
戯
作
三
昧
」

に
1
3
例
、
と
い
っ
-
た
程
度
に
使
わ
れ
て
い
る
。

「
-
て
ゐ
る
」
文
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
表
現
法
は
'
芥
川
独
自
の
も
の
で
は

な
い
が
、
少
な
く
と
も
へ
表
現
効
果
を
意
識
す
る
芥
川
の
意
図
的
な
表
現
技
法

の
一
つ
と
見
な
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
現
在
と
い
わ
れ
る
現
在
形
止
め

セ
ン
テ
ン
ス
の
使
用
は
'
一
般
に
へ
そ
の
表
現
内
容
を
眼
前
に
生
き
生
き
と
描

き
出
す
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
.
そ
の
意
味
で
'
こ
の
、

現
在
形
止
め
「
-
て
ゐ
る
」
文
の
用
法
は
'
表
現
の
明
確
化
へ
明
断
性
を
尊
ぶ

芥
川
の
、
志
図
的
な
工
夫
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
.

初
期
の
作
品
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
表
現
法
は
'
後
期
の
作
品
に
お
い
て

は
'
ど
う
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
文
末
が
す
べ
て
過
去
形
「
～
た
」
　
で

統
1
さ
れ
て
い
る
「
玄
鶴
山
房
」
で
は
、
「
-
て
ゐ
た
」
文
に
よ
る
つ
ぎ
の
よ

う
な
表
現
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
考
え
て
よ
い
。

例
8
、
　
お
鈴
は
は
っ
と
し
た
気
も
ち
に
な
り
、
お
芳
の
顔
を
見
な
い
や
う
に

早
速
長
火
鉢
の
前
を
立
ち
上
つ
4
>
-
そ
れ
か
ら
次
の
間
を
通
り
し
な
に
も

o

o

o

o

o

o

°

o

o

o

o

う
一
度
「
お
芳
さ
ん
が
」
と
声
を
か
け
が
.
お
烏
は
桟
に
な
っ
た
ま
ま
、

o

o

o

o

o

O

O

O

O

O

夜
着
の
襟
に
口
も
と
を
埋
め
萄
　
(
p
二
五
〇
上
)

例
9
、
お
鈴
は
は
っ
き
り
と
彼
女
の
背
中
に
お
芳
の
来
る
こ
と
を
感
じ
な
が

ら
、
雪
の
あ
る
庭
に
向
っ
た
廊
下
を
そ
は
そ
は
「
離
れ
」
へ
へ
心
い
で
行
っ

た
。「

離
れ
」
は
明
る
い
廊
下
か
ら
突
然
は
ひ
つ
て
来
た
お
鈴
の
且
に
は
実

_

ー

　

　

　

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

際
以
上
に
薄
暗
か
っ
た
。
玄
鶴
は
丁
度
起
き
直
っ
た
ま
ま
へ
　
甲
野
に
新
聞

o

o

o

o

_

を
読
ま
せ
て
ゐ
た
。
(
P
二
五
〇
中
)

例
1
0
,
お
鈴
は
甲
野
よ
り
も
l
足
先
に
小
走
り
に
廊
下
を
急
い
で
行
つ
i
f
.

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

o

T
圧
雪
の
残
っ
た
綜
間
の
葉
の
上
に
は
給
餌
が
一
羽
尾
を
振
っ
て
ゐ
た
.

(
p
二
五
〇
巾
)

い
ず
れ
の
例
も
、
「
-
て
ゐ
た
」
文
の
内
容
が
、
「
お
鈴
」
の
目
に
映
っ
た
光

景
を
描
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
ば
あ
い
、
さ
き

に
見
た
初
期
の
作
品
に
お
け
る
「
-
て
ゐ
る
」
文
の
よ
う
に
は
、
作
中
人
物
の

眼
を
と
お
し
て
と
ら
え
た
と
い
う
感
じ
に
な
り
に
く
い
。
そ
の
原
田
は
'
過
去

形
の
「
-
て
ゐ
た
」
止
め
セ
ン
テ
ン
ス
で
は
、
作
中
人
物
の
眼
で
と
ら
え
た
現

時
点
で
の
現
象
と
い
う
ふ
う
に
受
け
と
ら
れ
に
く
い
と
い
う
こ
と
と
、
さ
ら

に
、
達
文
の
文
末
が
「
～
た
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
作
者
の
視
点
か

ら
作
中
人
物
へ
の
視
点
の
移
動
と
い
う
受
け
と
り
方
が
で
き
に
-
い
、
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
で
に
こ
の
よ
う
な
点
に
'
初
期
の
作
品
の
「
～
て
ゐ
る
」
文
と
'
「
玄
鳩

山
房
」
の
「
-
て
ゐ
た
」
文
と
の
ち
が
い
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ

と
は
'
「
玄
鶴
山
房
」
の
文
章
が
'
さ
き
に
冒
頭
表
現
を
と
り
あ
げ
て
指
摘
し

た
よ
う
な
芥
川
的
要
素
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
持
ち
な
が
ら
も
、
初
期
の
作
品
ほ
ど

に
は
表
現
技
巧
の
め
だ
た
な
い
文
体
印
象
を
与
え
る
要
因
の
t
つ
に
な
っ
て
い

る
と
思
う
O
視
点
の
移
動
が
明
際
に
わ
か
る
表
現
形
式
を
と
っ
て
い
る
と
い
う

iサ



こ
と
が
必
ず
し
も
視
覚
的
に
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
を
生
む
結
果
を
も
た
ら
し
て
い

る
と
は
言
い
き
れ
な
い
わ
け
で
'
・
む
し
ろ
、
芥
川
の
後
期
の
作
品
は
'
表
現
技

法
の
め
だ
た
な
い
表
現
形
態
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ
て
、
_
初
期
の
作
品

の
文
体
が
持
た
な
い
表
現
力
・
蓑
出
力
を
得
て
い
る
t
と
も
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
思
う
。

〓

初
期
の
文
体
に
な
い
表
現
力
を
も
た
ら
す
晩
年
の
表
現
法
の
t
つ
と
し
て
'

以
下
'
「
～
て
ゐ
た
」
止
め
セ
ン
テ
ン
ス
を
と
り
あ
げ
、
「
玄
鶴
山
房
」
を
中

心
と
し
て
、
そ
の
表
現
機
能
を
と
ら
え
て
い
き
た
い
.

「
玄
鶴
山
房
」
の
中
で
、
初
期
の
作
品
に
お
け
る
「
-
て
ゐ
る
　
(
た
)
　
」

文
と
は
性
格
の
異
な
っ
た
感
じ
を
与
え
る
「
-
て
ゐ
た
」
文
に
着
目
し
て
み
る

と
、
そ
れ
は
'
す
で
に
、
芥
川
の
前
期
の
作
風
に
一
転
機
を
画
し
た
と
い
わ
れ

る
「
秋
」
な
ど
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
信
子
は
女
子
大
学
に
ゐ
た
時
か
ら
'
才
媛
の
登
戸
を
把
っ
で
K
2
-
W
　
」
と

い
う
冒
頭
文
で
始
ま
る
「
秋
」
の
文
章
に
は
'
「
-
て
ゐ
た
」
文
が
4
3
文
現
わ

れ
る
.
こ
れ
は
'
全
文
2
7
4
文
中
の
1
5
.
7
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
か
ら
、
こ
の

作
品
に
お
け
る
「
-
て
ゐ
た
」
文
の
頻
出
皮
は
'
晩
年
の
作
品
ほ
ど
高
く
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
中
に
は
'
晩
年
の
作
品
に
お
け
る
「
-
て
ゐ
た
」
文
と
性

格
を
同
じ
く
す
る
表
現
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

例
1
 
1
'
　
所
が
残
暑
が
初
秋
へ
振
り
変
ら
う
と
す
る
時
分
、
夫
は
或
日
会
社
の

出
が
け
に
、
汗
じ
み
た
襟
を
取
変
へ
よ
う
と
し
た
。
が
、
生
憎
襟
は
t
本

残
ら
ず
洗
濯
屋
の
手
に
渡
っ
て
ゐ
た
.
夫
は
日
頃
身
椅
霜
な
だ
け
に
、
不

快
ら
し
く
顔
を
曇
ら
せ
た
.
さ
う
し
て
ズ
ボ
ン
吊
を
掛
け
な
が
ら
'
「
小

説
ば
か
り
書
い
て
ゐ
ち
や
困
る
O
」
と
何
時
に
な
く
厭
味
を
云
っ
た
.

信
子
は
黙
っ
て
眼
を
伏
せ
て
、
上
衣
の
攻
を
払
つ
す
~
し
副
だ
。

そ
れ
か
ら
二
三
日
過
ぎ
た
或
夜
へ
夫
は
夕
刊
に
出
て
ゐ
た
食
材
問
題
か

ら
、
月
々
の
経
費
を
も
う
少
し
軽
減
出
来
な
い
も
の
か
と
云
ひ
出
し
た
o

「
お
前
だ
っ
て
何
時
ま
で
も
女
学
生
ぢ
や
あ
る
ま
い
し
。
」
　
-
　
そ
ん
な

事
も
ロ
へ
出
し
た
。
信
子
は
気
の
な
い
近
事
を
し
な
が
ら
、
夫
の
襟
飾
の

相
刺
し
を
し
て
ゐ
た
。
(
中
略
)
　
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
泣
く
声
が
洩
れ

た
。
夫
は
二
言
三
言
彼
女
を
叱
っ
た
。
そ
の
後
で
も
彼
女
の
嘘
泣
き

は
'
ま
だ
絶
え
絶
え
に
聞
え
て
ゐ
た
。
が
'
信
子
は
何
時
の
間
に
か
'
し

っ
か
り
と
夫
に
す
が
っ
て
お
だ
　
(
M
一
〇
上
～
中
)

こ
こ
で
は
'
「
～
て
ゐ
た
」
文
で
示
さ
れ
る
「
信
子
」
の
動
作
が
'
動
的
に

表
わ
さ
れ
る
の
で
な
く
へ
動
作
を
し
て
い
る
存
在
態
と
し
て
、
い
わ
ば
ポ
ー
ズ

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。

「
秋
」
に
関
し
て
は
、
吉
田
精
l
氏
が
「
『
秋
』
は
著
し
く
写
実
的
な
小
説

で
あ
る
。
作
者
は
在
来
の
よ
う
に
黒
幕
の
か
げ
か
ら
作
中
の
人
物
を
あ
や
つ
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
'
信
子
と
い
う
若
い
女
性
の
中
に
自
己
の
心
を
置
い
て
い

る
。
い
わ
ば
対
象
に
対
す
る
喰
い
入
り
方
が
在
来
の
作
よ
り
も
深
い
。
」
と
述

(
t
i
l
)

べ
て
お
ら
れ
る
。

「
秋
」
の
文
章
で
は
、
筆
者
が
人
物
の
心
理
に
ま
で
た
ち
入
っ
て
説
明
す
る

よ
う
な
姿
勢
を
と
ら
ず
、
む
し
ろ
へ
人
物
を
つ
き
離
し
て
'
そ
の
行
動
を
一
つ

の
ポ
ー
ズ
と
し
て
描
い
て
い
る
と
い
え
る
が
'
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か

え
っ
て
、
吉
凹
精
一
氏
の
言
わ
れ
る
「
対
象
に
対
す
る
喰
い
入
り
方
が
、
在
来

の
作
よ
り
も
深
い
」
と
い
う
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
う
。
そ
の

よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
表
現
形
式
の
一
つ
に
、
こ
の
よ
う
な
「
-
て
ゐ
た
」
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文
が
あ
る
と
認
め
た
い
。

「
秋
」
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
性
格
の
「
-
て
ゐ
た
」
文
は
'
「
玄
鶴
山

房
」
に
お
い
て
も
多
-
用
い
ら
れ
、
と
く
に
、
人
物
描
写
に
使
わ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
作
品
独
特
の
雰
囲
気
を
も
り
あ
げ
る
役
割
を
果
し
て
い
る
よ
う

に
思
う
。

ま
ず
、
ス
ト
ー
-
-
の
序
の
口
あ
た
り
で
、
人
物
が
つ
ざ
の
よ
う
な
存
在
態

と
し
て
提
示
さ
れ
る
。

例
1
2
、
　
玄
鶴
は
「
離
れ
」
に
床
を
と
り
、
桟
に
な
っ
て
ゐ
な
い
時
に
は
夜
着

の
山
に
よ
り
か
か
つ
て
副
が
。
(
p
二
四
七
中
)

例
1
3
、
　
お
烏
は
玄
鶴
の
寝
こ
ま
な
い
前
か
ら
、
　
-
　
七
八
年
前
か
ら
腰
抜
け

に
な
り
、
便
所
へ
も
通
へ
な
い
体
に
な
っ
で
剖
o
　
(
p
二
四
七
下
)

例
1
4
、
　
妻
の
お
鉛
は
茶
の
間
に
ゐ
な
け
れ
ば
、
信
州
生
ま
れ
の
女
中
の
お
松

と
狭
い
台
所
に
働
い
て
~
6
.
だ
o
　
(
p
二
四
七
下
)

さ
ら
に
'
こ
れ
ら
の
人
物
の
動
作
を
動
作
と
し
て
表
現
し
な
い
で
、
同
じ
く

存
在
態
と
し
て
'
様
態
と
し
て
描
く
印
象
の
強
い
「
-
て
ゐ
た
」
文
の
存
在
が

目
に
つ
く
。

例
1
5
、
お
給
は
い
つ
に
な
く
防
ぎ
こ
ん
だ
ま
ま
'
「
さ
う
だ
っ
た
わ
ね
」
な
ど

と
返
事
を
し
て
ゐ
I
が
　
(
0
,
二
四
九
下
)

例
1
6
へ
お
芳
は
長
火
鉢
に
手
も
か
ざ
さ
ず
、
途
絶
え
勝
ち
に
彼
女
の
兄
の
こ
と

や
文
太
郎
の
こ
と
を
話
し
で
.
お
出
.
(
p
二
四
九
下
)

例
1
7
'
「
す
ぐ
に
こ
こ
へ
よ
こ
し
ま
す
か
ら
。
」
　
「
う
ん
。
-
-
お
芳
一
人
か
い

?
」
　
「
い
い
え
。
　
」
玄
鶴
は
黙
っ
て
髄
い
可
動
が
o
(
p
二
五
〇
中
)

例
I
 
C
O
t
彼
は
時
々
捻
り
声
を
挙
げ
、
僅
か
に
苦
し
み
を
紛
ら
せ
で
お
　
　
o

二
五
二
上
)

こ
れ
ら
の
セ
ン
テ
ン
ス
は
'
い
ず
れ
も
'
「
-
た
」
で
結
ん
で
さ
し
つ
か
え

な
い
表
現
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
'
動
作
内
容
を
提
示
す
る
表
現
で
あ

る
が
'
そ
れ
を
「
～
て
ゐ
た
」
で
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ー
ズ

と
し
て
の
人
物
描
写
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
同
じ
表
現
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
を
ひ

ろ
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

例
1
9
、
折
か
ら
洗
ひ
も
の
を
し
て
ゐ
た
お
松
は
せ
っ
せ
と
手
を
動
か
し
な
が

ら
、
水
々
し
い
敬
答
返
し
に
結
っ
た
お
芳
を
時
々
尻
目
に
買
つ
i
引
い
て

.
6
た
o
　
(
P
二
四
八
下
)

例
2
0
'
し
か
し
お
鈴
は
そ
れ
だ
け
1
同
母
を
気
の
毒
に
思
ひ
も
　
父
が
妾
宅
へ
也

か
け
た
後
で
も
付
に
は
「
け
ふ
は
詩
の
会
で
す
っ
て
」
な
ど
と
白
々
し
い
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嘘
を
つ
い
た
り
し
て
ゐ

た
。
(
P
二
四
九
上
)

例
2
 
'
「
ま
さ
か
お
父
さ
ん
も
据
両
峯
の
画
が
お
芳
に
わ
か
る
と
も
思
っ
て
ゐ

な
い
ん
で
せ
う
が
O
」
苅
吉
も
時
た
ま
お
鳥
に
は
そ
れ
と
な
し
に
こ
ん
な

こ
と
も
話
し
~
た
排
日
で
載
　
　
(
0
,
二
四
九
中
)

例
2
.
甲
野
は
か
う
云
ふ
彼
を
見
な
が
ら
、
(
彼
の
顔
も
亦
雀
田
だ
ら
け
だ
っ

た
。
)
一
体
彼
は
お
給
以
外
の
誰
に
惚
れ
ら
れ
る
つ
も
り
だ
ら
う
な
ど
と

私
か
に
彼
を
噸
雪
慧
悠
　
(
p
二
五
一
下
)

例
2
3
、
　
-
　
甲
野
は
静
か
に
油
つ
手
を
拭
き
、
腰
ぬ
け
の
お
烏
の
嫉
妬
は
勿

論
'
彼
女
自
身
の
嫉
妬
に
も
や
は
り
か
う
云
ふ
神
秘
的
な
力
が
働
い
て
ゐ

る
こ
と
を
考
へ
ォ
」
*
-
>
萄
　
(
p
二
五
二
上
)

い
ず
れ
も
「
-
た
り
し
て
ゐ
た
」
と
い
う
文
末
形
式
を
と
る
も
の
で
あ
る



が
、
こ
れ
に
準
ず
る
表
現
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
「
～
た
り
し
た
」
と
な
る

セ
ン
テ
ン
ス
が
あ
る
。

例
別
,
お
鈴
は
時
々
眉
を
ひ
そ
め
、
か
う
云
ふ
武
夫
を
択
ん
丹
引
-
>
-
ォ
。
(
二

四
八
上
)

一
-
r
'
]
　
*
・
-
-
-
∴
　
　
　
　
　
∴
　
∵
‥
　
　
　
∴
　
　
　
　
'

(
P
二
四
九
上
)

例
2
6
'
お
芳
は
か
う
答
へ
な
が
ら
、
退
屈
ら
し
い
文
太
郎
に
懐
の
キ
ャ
ラ
メ
ル

を
出
し
て
や
つ
れ
引
u
J
叫
.
(
p
二
五
〇
上
)

例
2
7
へ
お
烏
は
膝
頭
も
霜
は
に
し
た
ま
ま
へ
　
「
重
吉
'
お
前
は
あ
た
し
の
娘
で

は
I
I
腰
抜
け
の
娘
で
は
不
足
な
の
か
い
?
」
と
毒
々
し
い
ロ
を
き
い

-
^
'
川
U
た
蝣
-
(
a
.
二
五
1
中
～
下
)

㌧

小

、

1

　

-

I

.

-

∵

　

　

　

　

　

　

　

　

‥

・

・

i

*

.

 

"

I

I

-

-

1

.

.

'

I

-

∴

∵

(
P
二
五
三
中
)

芥
川
は
'
事
象
を
並
列
的
に
な
ら
べ
て
述
べ
る
ば
あ
い
に
'
「
～
た
り
t
 
～

た
り
'
I
I
」
と
い
う
形
を
よ
-
用
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
文
末
の
み

を
「
～
た
り
し
た
」
で
結
ぶ
形
式
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
、
「
玄
鶴
山
房
」
に

1
5
例
見
ら
れ
る
が
'
他
の
作
品
で
は
、
「
或
阿
呆
の
一
生
」
に
1
0
例
、
「
盛
気

楼
」
に
6
例
あ
る
の
が
め
だ
つ
程
度
で
あ
る
。

こ
の
「
～
た
り
し
た
」
は
'
い
ろ
い
ろ
行
な
わ
れ
る
動
作
の
う
ち
の
t
つ
を

代
表
的
に
と
り
あ
げ
て
'
他
を
暗
に
含
ま
せ
る
よ
う
な
言
い
方
で
'
そ
の
意
味

で
は
、
明
断
性
を
旨
と
す
る
芥
川
の
文
体
に
は
不
似
合
な
感
じ
の
表
現
で
あ

る
。
し
か
し
t
 
l
つ
の
動
作
に
代
表
さ
せ
て
他
の
動
作
を
暗
に
含
め
る
言
い
方

が
、
限
定
的
に
動
作
そ
の
も
の
を
示
す
の
で
は
な
-
て
、
類
似
的
な
い
-
つ
か
の

動
作
を
含
め
た
ポ
ー
ズ
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
0

そ
の
意
味
で
、
「
～
て
ゐ
た
」
文
に
類
似
す
る
表
現
機
能
を
持
っ
た
文
型
で
あ

る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
例
.
-
H
 
C
M
の
よ
う
に
'
さ
ら
に
「
-
た
り

し
て
ゐ
た
」
と
な
る
と
へ
　
そ
の
ポ
ー
ズ
性
が
よ
り
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
よ
う

な
表
現
と
な
る
。
そ
の
よ
う
に
、
「
～
た
り
し
た
」
文
お
よ
び
「
～
た
り
し
て

ゐ
た
」
文
の
性
格
を
と
ら
え
た
い
。

以
上
、
例
1
2
か
ら
と
り
あ
げ
て
き
た
こ
れ
ら
の
表
現
は
'
芥
川
の
初
期
の
作

品
に
見
ら
れ
る
「
-
て
ゐ
る
」
「
-
て
ゐ
た
」
文
に
よ
る
人
物
描
写
の
よ
う
に
、

作
者
が
そ
の
人
物
の
心
理
を
解
釈
・
説
明
し
た
り
、
あ
る
い
は
'
そ
の
周
囲
の

情
景
描
写
に
関
連
さ
せ
て
、
そ
の
人
物
の
外
形
描
写
に
心
情
を
漂
わ
せ
た
り
す

る
傾
向
が
少
な
く
、
む
し
ろ
'
人
物
の
外
形
的
な
ポ
ー
ズ
だ
け
を
端
的
に
示
し

て
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
描
き
方
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
o

そ
れ
で
は
へ
　
こ
の
よ
う
な
性
質
の
人
物
描
写
が
、
さ
ら
に
、
作
品
の
異
体
的

な
連
文
脈
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
以
下
'
考

え
て
い
き
た
い
。

例
2
9
へ
　
「
玄
鶴
山
房
」
の
夜
は
静
か
だ
っ
た
.
朝
早
-
家
を
出
る
武
夫
は
勿

論
、
秀
吉
夫
婦
も
大
低
は
十
一
時
に
は
床
に
就
く
こ
と
に
し
て
ゐ
た
.
そ

の
後
で
も
ま
だ
起
き
て
ゐ
る
の
は
九
時
前
後
か
ら
夜
伽
を
す
る
看
護
婦
の

15

叩
野
ば
か
り
だ
っ
た
o
叫
矧
は
封
碗~
の
紺
引
打
吋
赤~
封
か
息
疎
埠
つ
~
迂

火
鉢
を
抱
へ
、
店
睡
り
も
せ
ず
に
坐
っ
て
ゐ
た
。
玄
鶴
は
'
　
-
　
玄
鶴
も
時

々
は
目
を
醒
ま
し
y
<
Q
&
-
が
、
湯
た
ん
ぽ
が
冷
え
た
と
か
'
湿
布
が
乾

い
た
と
か
云
ふ
以
外
に
殆
ど
口
を
利
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
か
う
云
ふ

「
離
れ
」
に
聞
え
て
来
る
も
の
は
机
ゑ
込
み
の
竹
の
戦
ぎ
だ
け
だ
っ
た
。

.
E
・
P
f
.
は
　
　
　
^
f
e
-
f
t
r
;
の
中
に
1
*
'
つ
と
小
v
i
S
を
~
見
守
っ
た
ま
ま
へ
　
い
ろ

"
,
J
~
.

の
こ
と
を
考
へ
!
-
"
Q
+
!
　
こ
の
一
家
の
人
々
の
心
も
ち
や
彼
女
自
身



の
行
く
末
な
ど
を
。
-
-
(
P
二
四
八
上
～
中
)

こ
れ
は
、
玄
鶴
の
家
に
妾
の
お
芳
と
そ
の
子
文
太
郎
が
移
っ
て
き
て
'
家
庭

内
に
1
披
潤
が
生
じ
る
直
前
の
、
い
わ
ば
へ
嵐
の
前
の
静
け
さ
を
漂
わ
せ
た
玄

鶴
山
房
の
夜
の
情
景
で
あ
る
O
そ
の
披
潤
の
媒
体
と
な
る
看
護
婦
の
甲
野
の
、

溝
を
持
し
て
い
る
か
の
ど
と
き
不
気
味
な
態
度
が
、
「
-
て
ゐ
た
」
文
に
よ
っ

て
、
効
果
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
静
的
描
写
は
、
そ
れ
に
続
く
動
的
描
写
を
も
生
き
生
き
と
さ
せ

る
は
た
ら
き
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

例
3
0
'

看
護
婦
の
甲
野
は
職
業
祁が
ら
'
冷
や
か
に
こ
の
あ
り
ふ
れ
た
家
庭
的

悲
劇
薗
鵬
叫
で
剥
れ
叫
。
1
と
云
ふ
よ
り
も
寧
ろ
享
楽
し
て
r
Q
-
W
-
(
中

略
)
彼
女
は
掘
越
家
へ
は
ひ
つ
て
来
た
時
、
腰
ぬ
け
の
お
烏
が
便
を
す
る

度
に
手
を
洗
は
な
い
の
を
発
見
し
た
。
「
こ
の
家
の
お
嫁
さ
ん
は
気
が

利
い
て
ゐ
る
。
あ
た
し
た
ち
に
も
気
づ
か
な
い
や
う
に
水
を
持
っ
て
行
っ

て
や
る
や
う
だ
か
ら
O
」
　
-
　
そ
ん
な
こ
と
も
一
時
は
疑
深
い
彼
女
の
心

に
影
を
落
し
た
。
が
、
四
五
日
ゐ
る
う
ち
に
そ
れ
は
全
然
お
嬢
様
育
ち
の

お
鈴
の
手
落
ち
だ
っ
た
の
を
発
見
し
た
。
彼
女
は
こ
の
発
見
に
何
か
満
足

に
近
い
も
の
を
感
じ
、
お
烏
の
便
を
す
る
皮
に
洗
面
器
の
水
を
運
ん
で
や

っ
た
。「

叩
野
さ
ん
'
あ
な
た
の
お
か
げ
さ
ま
で
人
間
並
み
に
手
が
淡
へ
ま

す
。
」お

烏
は
手
を
合
せ
て
涙
を
こ
ぼ
し
た
。
甲
野
は
お
烏
の
蕃
び
に
は
少

し
も
心
を
動
か
さ
な
か
っ
た
.
し
か
し
そ
れ
以
来
三
度
に
1
度
は
水
を
持

っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
お
鉛
を
見
る
こ
と
は
愉
快
だ
っ
た
。
従
っ
て

か
う
云
ふ
彼
女
に
は
子
供
た
ち
の
喧
嘩
も
不
快
で
は
な
か
っ
た
。
彼
女
は

玄
鶴
に
は
お
芳
親
子
に
同
情
の
あ
る
ら
し
い
素
振
り
を
示
し
た
。
同
時
に

又
お
烏
に
は
お
芳
親
子
に
慈
恵
の
あ
る
ら
し
い
素
振
り
を
示
し
た
o

そ
れ
は
た
と
ひ
徐
ろ
に
も
せ
よ
、
確
実
に
効
果
を
与
へ
る
も
の
だ
っ
た
。

(
P
二
五
〇
下
～
P
二
五
一
上
)

こ
こ
で
は
'
動
的
表
現
と
し
て
、
甲
野
の
底
意
地
悪
い
行
動
が
、
第
3
文
以

下
に
展
間
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
行
動
描
写
は
、
第
1
文
へ
第
2

文
の
「
～
て
ゐ
た
」
文
に
よ
る
叩
野
の
ポ
ー
ズ
表
現
と
対
比
的
に
提
示
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
へ
す
ぐ
れ
た
表
現
力
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

同
様
の
表
現
法
は
へ
　
こ
の
例
文
に
続
く
場
面
で
'
お
芳
が
つ
れ
て
き
た
子
ど

も
文
太
郎
と
お
給
の
子
、
武
夫
と
の
け
ん
か
騒
ぎ
の
、
生
き
生
き
と
し
た
描
写

と
、
そ
れ
を
仲
裁
し
な
が
ら
、
内
心
に
冷
笑
を
浮
か
べ
て
い
る
甲
野
の
態
度
の
、

静
的
描
写
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

例
3
 
1
'
武
夫
は
彼
の
勉
強
部
尻
の
隅
に
t
 
I
玄
関
の
隣
の
四
畳
半
の
隅
に
か

細
い
文
太
郎
を
押
し
っ
け
た
上
へ
さ
ん
ざ
ん
打
っ
た
り
蹴
っ
た
り
し
た
。

そ
こ
へ
丁
度
来
合
せ
た
お
芳
は
泣
き
声
も
出
な
い
文
太
郎
を
抱
き
上
げ
t

か
う
武
夫
を
た
し
な
め
に
か
か
っ
た
。

「
坊
ち
ゃ
ん
、
弱
い
も
の
い
ぢ
め
を
な
す
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
」

そ
れ
は
内
気
な
彼
女
に
は
珍
ら
し
い
所
の
あ
る
言
柴
だ
っ
た
。
武
夫
は

お
芳
の
権
芥
に
幣
き
'
今
度
は
彼
自
身
泣
き
な
が
ら
、
お
鉛
の
ゐ
る
茶
の

間
へ
逃
げ
こ
も
っ
た
。
す
る
と
お
鈴
も
か
つ
と
し
た
と
見
え
、
手
-
シ
ン

の
仕
事
を
や
り
か
け
た
ま
ま
、
お
芳
親
子
の
ゐ
る
所
へ
無
理
八
理
に
武
夫

を
引
き
ず
っ
て
行
っ
た
。

「
お
前
が
一
体
我
橿
な
ん
で
す
o
　
至
の
、
お
芳
さ
ん
に
お
あ
や
ま
り
な

5K



さ
い
へ
ち
ゃ
ん
と
手
を
つ
い
て
お
あ
や
ま
り
な
さ
い
。
」

お
芳
は
か
う
云
ふ
お
鈴
の
前
に
文
太
郎
と
t
L
よ
に
浜
を
流
し
、
平

あ
や
ま
り
に
あ
や
ま
る
外
は
な
か
っ
た
。
そ
の
又
仲
裁
役
を
勤
め
る
も
の

は
必
ず
前
説
姉
の
甲
野
だ
っ
た
O
耶
珊
瑚
顔
薗
叫
淑
錦
利
一

~
由
酪
㈲

に
押
し
戻
し
な
が
ら
'
い
つ
も
も
う
L
人
の
人
間
の
t
 
I
ぢ
つ
と
こ
の

矧
割
を
~
間
川
て
ゐ
る
玄
鶴
の
心
も
ち
利
感
像
∪

内
心
に
は
冷
笑
を
浮
か

ベ
で
み
た
。
(
P
二
五
一
上
～
中
)

こ
の
よ
う
な
叩
野
の
ポ
ー
ズ
描
写
が
前
提
と
な
っ
て
'
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う

な
叩
野
の
行
動
描
写
が
生
き
生
き
と
印
象
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
思
う
。

例
3
2
へ
　
　
「
ま
あ
、
お
母
さ
ん
'
ど
う
し
た
ん
で
す
?
こ
ん
な
所
ま
で
這
ひ
出

し
て
来
て
.
お
母
さ
ん
っ
た
ら
.
I
-
甲
野
さ
ん
t
 
i
E
,
よ
っ
と
来
て
下
さ

m
m
.お

給
の
声
は
「
離
れ
」
に
近
い
縁
側
か
ら
響
い
て
来
る
ら
し
か
つ

^
-
E
下
野
は
こ
の
声
を
聞
い
た
時
、
招
み
渡
っ
た
鏡
に
向
っ
た
ま
ま
、

め
て
に
や
り
と
冷
笑
を
洩
ら
し
た
。
そ
れ
か
ら
さ
も
驚
い
た
や
う
に

(;-!-O

「
は
い
唯
今
」
と
返
事
を
し
た
。
(
P
二
五
二
上
)

「
始
め
て
に
や
り
と
冷
笑
を
洩
ら
し
た
。
」
と
い
う
甲
野
の
態
度
の
動
的
描

写
は
、
例
3
3
の
「
内
心
に
は
冷
笑
を
浮
か
べ
~
L
J
叫
か
.
」
と
い
う
静
的
描
写
に

対
応
す
る
表
現
で
あ
る
。

「
玄
鶴
山
房
」
に
お
い
て
は
'
こ
の
よ
う
な
「
～
て
ゐ
た
」
文
に
代
表
さ
れ

る
静
的
描
写
と
'
l
方
で
の
動
的
描
写
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
、
そ
の
文
体
の
重

要
な
要
素
を
y
し
て
お
り
'
そ
の
意
味
で
、
こ
の
作
品
の
文
葦
に
お
け
る
「
～

r

L

　

ヽ

一

　

た

し

r

て
ゐ
た
」
文
の
占
め
る
重
み
は
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

≡

「
玄
机
山
房
」
に
お
い
て
は
'
初
期
の
作
品
の
文
事
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
'

作
者
が
作
品
内
容
に
た
ち
入
っ
て
解
釈
・
説
明
す
る
性
格
の
説
明
的
表
現
は
'

ほ
と
ん
ど
め
だ
た
な
い
O
こ
の
作
品
の
文
章
の
茄
調
を
な
す
の
は
、
こ
れ
ま
で
見

て
き
た
「
～
て
ゐ
た
」
文
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
描
写
表
現
で
あ
る
。
そ
の

「
-
て
ゐ
た
」
文
の
表
現
性
の
特
色
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る

が
、
さ
ら
に
、
も
う
一
つ
の
特
色
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
-
て
ゐ
た
」
文
に

よ
る
描
写
表
現
に
は
、
死
に
向
か
う
芥
川
自
身
の
姿
が
冷
た
く
客
観
的
に
投
影

さ
れ
て
い
る
t
と
い
う
1
両
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
O
　
こ
の
作
品
で

「
～
て
ゐ
た
」
文
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
る
玄
鶴
や
甲
野
や
そ
の
他
の
人
物
の
姿

は
'
芥
川
自
身
の
い
つ
わ
ら
ざ
る
投
影
図
と
な
っ
て
い
て
'
そ
れ
が
へ
　
こ
の
作

品
の
異
常
な
世
界
を
描
く
迫
力
あ
る
文
体
を
生
む
一
要
素
を
な
し
て
い
る
よ
う

に
思
う
。

そ
の
こ
と
を
強
-
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
同
じ
く
芥
川
の
晩
年
の
作
品
に
屈
す

る
「
海
の
ほ
と
り
」
や
、
「
玄
鳩
山
房
」
と
同
時
期
に
雷
か
れ
た
「
屈
気
楼
」
'

さ
ら
に
、
芯
稿
の
「
歯
車
」
お
よ
び
「
或
阿
呆
の
一
生
」
な
ど
に
お
い
て
、
同

じ
よ
う
な
表
現
性
を
持
つ
「
～
て
ゐ
た
」
文
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と

い
う
現
象
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
へ
動
作
描
写
で
あ
り
な
が
ら
、
「
-
て
ゐ
た
」
止
め
セ
ン
テ
ン
ス
で
表

現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ポ
ー
ズ
描
写
と
な
っ
て
い
る
セ
ン
テ
ン
ス
の
例
を
、

「
或
阿
東
の
一
生
」
か
ら
い
-
つ
か
ひ
ろ
い
出
し
て
み
る
O

O
O

例
3
3
、
　
彼
は
彼
の
先
輩
と
1
し
よ
に
或
カ
ツ
フ
エ
の
卓
子
に
向
ひ
、
絶
え
ず

巻
畑
望
l
忘
か
し
廿
剖
o
　
(
p
三
〇
八
上
)

-47-



°

　

°

例
3
'
　
彼
は
絶
え
間
な
い
糾
風
の
中
に
大
き
い
英
吉
利
語
の
辞
智
を
ひ
ろ

げ
、
指
先
に
言
柴
を
探
し
甘
矧
山
叫
　
(
c
u
三
〇
八
中
)

0　0

例
3
5
、
　
彼
は
結
婚
し
た
翌
日
に
「
来
勃
々
無
駄
費
ひ
を
し
て
は
困
る
」
と
彼

の
妻
に
小
言
を
言
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
彼
の
小
言
よ
り
も
彼
の
伯
母
の

「
言
へ
」
と
云
ふ
小
言
だ
っ
た
。
彼
の
妻
は
彼
自
身
に
は
勿
論
、
彼
の
伯

母
に
も
詑
び
曇
1
1
n
つ
W
-
3
^
-
(
O
h
三
〇
九
下
)

<
j
O

例
3
6
、
　
彼
は
替
夜
の
葉
の
匂
の
す
る
懐
疑
主
義
を
枕
に
し
な
が
ら
、
ア
ナ
ト

オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
本
を
読
ん
尋
　
(
p
三
〇
九
下
)

o
o

例
E
B
'
　
彼
は
大
き
い
ベ
ッ
ド
の
上
に
彼
女
と
い
ろ
い
ろ
の
詔
を
L
V
-
"
Q
T
o

(
P
三
三
下
)

こ
の
「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
全
文
数
の
ほ
ぼ
4
分
の
1
を
占
め
て
い
る
「
-

て
ゐ
た
」
止
め
セ
ン
テ
ン
ス
9
2
文
中
へ
そ
の
半
数
に
あ
た
る
4
6
文
が
、
芥
川
自

身
を
擬
し
た
「
彼
」
と
い
う
語
を
主
部
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
一
つ
の

特
色
は
、
こ
の
「
～
て
ゐ
た
」
文
で
表
わ
さ
れ
る
芥
川
自
身
の
姿
が
'
他
の
人

物
や
風
景
の
描
写
と
同
じ
角
度
か
ら
、
い
わ
ば
'
景
物
の
一
つ
の
ご
と
く
に
描

か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
'
つ
ぎ
の
ど
と
く
で
あ
る
。

°

　

0

例
輿
　
隅
田
川
は
ど
ん
よ
り
空
っ
で
融
d
o
彼
は
走
っ
て
ゐ
る
小
蒸
汽
の
窓

か
ら
向
う
島
の
桜
を
眺
め
甘
州
叫
が
。
花
を
盛
っ
た
桜
は
彼
の
目
に
は
t
列

ほ

ろ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

o

o

の
琵
桧
の
や
う
に
憂
哲
だ
っ
た
.
が
、
彼
は
そ
の
桜
に
'
　
-
　
J
d
l
P
以
来

の
向
う
島
の
桜
に
い
つ
か
彼
自
身
を
見
出
し
忍
が
o
　
(
p
三
〇
八
・

「
四
東
京
」
)

例
3
'
狂
人
た
ち
は
僻
同
じ
や
う
に
鼠
色
の
着
物
を
着
せ
ら
れ
可
動
m
o
広

い
部
屋
は
そ
の
為
に
1
屑
憂
鍔
に
見
え
る
ら
し
か
っ
た
O
彼
等
の
l
人
は

オ
ル
ガ
ン
に
向
ひ
'
熱
心
に
讃
美
歌
を
弾
き
つ
づ
け
で
か
た
。
同
時
に
又

彼
等
の
一
人
は
丁
度
郎
尼
の
ま
ん
中
に
立
ち
'
阿
る
と
云
ふ
よ
り
も
跳
ね

ま
は
っ
て
ゐ
た
。

0
0

彼
は
血
色
の
善
い
医
者
と
t
L
よ
に
か
う
云
ふ
光
景
を
眺
め
て
~
到
仙
。

(
P
三
〇
七
上
～
中
・
「
二
母
」
)

こ
の
よ
う
な
例
文
の
主
部
を
な
す
「
彼
」
と
い
う
語
を
「
僕
」
あ
る
い
は

「
僕
等
」
と
い
う
語
に
置
き
代
え
れ
ば
、
「
海
の
ほ
と
り
」
や
「
歯
車
」
な
ど

に
も
同
じ
よ
う
な
描
写
法
を
多
ぐ
見
る
こ
と
が
で
き
る
O

o
O

例
S
'
　
僕
は
兎
に
角
雨
戸
を
し
め
た
座
敷
に
た
っ
た
一
人
桟
に
な
『
廿
L
ゐ

(
o
h
二
三
八
・
「
海
の
ほ
と
り
」
)

例
4
1
'
僕
は
暫
-
月
の
映
っ
た
池
の
上
を
眺
め
で
到
仙
.
(
p
二
三
八
下
・

洞
右
)
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o
o

例
4
'
丁
度
十
日
ば
か
り
以
前
の
或
午
後
'
伐
等
は
海
か
ら
上
っ
た
体
を
熱
い

砂
の
上
へ
投
げ
出
し
t
j
封
付
。
(
p
二
三
九
中
・
同
右
)

例
3
.
　
伐
は
冬
の
西
日
の
当
っ
た
向
う
の
松
山
を
眺
め
な
が
ら
へ
善
い
加
減

に
調
子
を
合
せ
甘
州
叫
が
。
(
p
二
八
六
上
・
「
歯
車
」
)

例
4
 
'
　
僕
は
往
来
に
悼
ん
だ
な
り
、
タ
ク
シ
イ
の
通
る
の
を
待
ち
合
せ

で
鋤
た
。
(
p
二
九
〇
下
・
同
右
)

こ
れ
ら
は
、
「
僕
(
僕
等
)
」
が
と
る
主
体
的
な
動
作
・
行
動
そ
の
も
の
を

描
写
、
確
認
す
る
の
で
は
な
-
て
'
動
作
・
行
動
を
し
て
い
る
姿
を
'
い
わ

ば
、
客
体
的
に
'
受
身
的
に
と
ら
え
て
描
い
て
い
る
表
現
法
で
あ
る
と
認
め
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
点
へ
芥
川
の
初
期
の
作
品
に
特
有
の
　
き
わ
め
て
意

図
的
・
意
識
的
な
、
計
算
さ
れ
た
描
写
と
は
異
質
な
表
現
法
と
言
え
る
も
の

で
、
こ
れ
を
、
受
動
的
客
体
化
表
現
と
で
も
名
づ
け
て
'
そ
こ
に
、
死
に
画
し
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た
芥
川
自
身
の
姿
勢
を
認
め
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
さ
ら
に
強
く
感
じ
さ
せ
る
の
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
～
て
ゐ
た
」

文
の
存
在
で
あ
る
。

「
岳
気
楼
」
の
中
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。
訊
沼
海
岸
に
題
気
桂
を

見
に
行
っ
て
'
そ
こ
で
見
か
け
た
男
女
に
「
新
時
代
」
と
名
づ
け
る
が
'
一
町

ほ
ど
隔
た
っ
た
所
で
、
ま
た
同
じ
よ
う
な
ア
ヴ
ェ
ッ
ク
を
見
か
け
る
場
面
で
あ

る
。

例
t
3
'
　
撲
等
は
0
君
の
言
葉
と
一
し
よ
に
砂
の
上
か
ら
立
ち
上
っ
た
o
す
る

と
い
つ
か
僕
等
の
前
に
は
伴
等
の
残
し
て
来
た
「
新
時
代
」
が
二
人
へ
　
こ

ち
ら
に
向
い
て
歩
い
て
ゐ
た
。

伐
は
ち
ょ
っ
と
び
つ
-
り
L
t
僕
等
の
後
ろ
を
ふ
り
返
っ
た
。
し
か
し

彼
等
は
不
相
変
一
町
ほ
ど
向
う
の
笹
垣
を
後
ろ
に
何
か
話
し
て
ゐ
る
ら
し

か
っ
た
。
撲
等
は
'
　
-
　
殊
に
0
君
は
拍
子
抜
け
の
し
た
よ
う
に
笑
ひ
出

し
た
。

「
こ
の
方
が
反
っ
て
扇
気
楼
ぢ
や
な
い
か
?
」

僕
等
の
前
に
ゐ
る
「
新
時
代
」
は
勿
論
彼
等
と
は
別
人
だ
っ
た
。
が
'
女

の
断
髪
や
男
の
中
折
帽
を
か
ぶ
っ
た
姿
は
彼
等
と
殆
ど
変
ら
な
か
っ
た
。

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

「
僕
は
何
だ
か
気
味
が
悪
か
っ
た
。
」

ヽ

　

ヽ

　

0

　

0

　

0

　

0

　

°

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

「
僕
も
い
つ
の
問
に
来
た
の
か
と
恩
ひ
ま
し
た
よ
。
」

伐
等
は
こ
ん
な
こ
と
を
話
し
な
が
ら
へ
今
度
は
引
地
川
の
岸
に
治
は
ず

に
低
い
砂
山
を
越
え
て
行
っ
た
。
(
P
二
五
五
下
I
P
二
五
六
上
)

別
の
男
女
を
同
じ
も
の
と
見
ま
ち
が
っ
て
、
ふ
と
気
が
つ
く
と
い
つ
の
問
に

か
「
新
時
代
」
が
こ
ち
ら
へ
歩
い
て
来
つ
つ
あ
る
と
認
め
、
気
味
悪
く
思
う
の

で
あ
る
が
へ
　
こ
の
'
ふ
と
気
か
つ
-
と
い
つ
の
間
に
か
あ
る
事
髄
心
が
実
現
・
進

行
し
て
い
た
t
と
い
う
確
認
法
を
表
わ
す
「
～
て
ゐ
た
」
文
は
'
こ
の
例
の
み

な
ら
ず
、
他
に
も
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

例
S
'
伴
は
川
ノ
刊
か
象
の
多
い
本
通
り
の
角
に
仔
ん
P
<
Q
4
i
-
(
0
-
二
五
六

中
・
「
屋
気
楼
」
)

‥

.

.

 

'

-

 

'

<

蝣

蝣

.

.

蝣

:

∴

　

　

　

　

∴

'

'

-

,

 

-

!

・

-

 

-

*

*

'

-

*

・

　

　

　

　

・

∵

マ
ッ
チ
を
と
も
し
甘
叫
相
.
(
p
二
五
六
下
・
同
右
)

例
輿
松
は
皆
い
つ
か
起
り
出
し
た
凪
に
こ
う
こ
う
と
梢
を
鳴
ら
し
V
劇
が
.

(
P
二
五
七
・
同
右
)

こ
の
'
「
い
つ
か
-
て
ゐ
た
」
型
に
期
す
る
表
現
と
し
て
「
も
う
～
て
ゐ

た
」
と
い
う
形
の
も
の
も
と
り
あ
げ
て
、
他
の
作
品
か
ら
い
く
つ
か
の
例
を
ひ

い
て
示
す
と
'
つ
ぎ
の
ど
と
く
で
あ
る
。

例
4
2
と
思
ふ
と
船
は
い
つ
の
間
に
か
も
う
赤
煉
瓦
の
西
洋
家
尾
や
柴
柳
な
ど

の
並
ん
だ
前
に
ど
っ
し
り
と
枯
新
け
に
撃
え
可
動
だ
。
(
p
二
三
二
中
・

「
湖
南
の
扇
」
)

例
輿
僕
は
驚
い
て
ふ
り
返
っ
た
O
伐
の
後
ろ
に
は
い
つ
の
問
に
か
鼠
色
の
大

掛
児
を
着
た
支
那
人
が
1
人
、
顔
中
に
変
橋
を
準
b
せ
甘
叫
吋
.

(
P
二
三
二
下
・
同
右
)

例
5
 
1
へ
伐
の
か
う
尋
ね
た
時
に
は
M
は
も
う
拐
椎
子
を
引
つ
か
け
、
僕
の
隣
に

腰
を
下
ろ
し
P
到
叫
。
(
P
二
三
九
下
・
「
海
の
ほ
と
り
」
)

例
輿
僕
等
は
M
の
か
う
言
っ
た
時
へ
　
い
つ
の
問
に
か
も
う
風
の
落
ち
た
、
人

気
の
な
い
指
を
歩
い
て
み
母
　
(
p
二
四
1
下
・
同
右
)
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例
5
3
へ
　
レ
エ
ン
・
コ
ー
ト
を
着
た
男
は
伐
の
T
君
と
別
れ
る
時
に
は
い
つ
か
そ

こ
に
ゐ
な
く
な
つ
萄
　
(
p
二
八
七
中
・
「
歯
輩
」
)

∴

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

∵

∵

　

　

　

　

　

　

　

小

・

、

　

I

.

'

.

-

-

・

た
O
　
(
p
二
八
七
下
・
同
右
)

例
5
5
、
　
「
殺
せ
'
殺
せ
。
　
-
」

、

.

I

-

∴

∴

　

　

　

　

　

　

　

-

・

I

.

　

　

　

蝣

-

蝣

'

蝣

-

一
下
・
「
或
阿
呆
の
一
生
」
)

例
E
g
'
三
十
歳
の
彼
は
い
つ
の
問
に
か
或
空
き
地
を
愛
L
F
r
Q
が
。
(
p
三

二
1
中
・
同
右
)

こ
の
よ
う
な
'
「
い
つ
　
(
の
間
に
)
か
　
(
も
う
)
～
て
ゐ
た
」
型
の
セ
ン
テ

ン
ス
は
'
「
海
の
ほ
と
り
」
に
8
例
'
「
海
の
ほ
と
り
」
と
同
時
期
に
書
か
れ

た
「
糊
絹
の
扇
」
に
も
8
例
へ
　
「
歯
帝
」
に
1
 
1
例
、
「
或
阿
呆
の
↑
生
」
に
1
0

例
へ
　
と
い
っ
た
程
度
に
現
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
へ
　
こ
の
よ
う
な
槻
点
か
ら
「
～
て
ゐ
た
」
文
を
と
ら
え
て
み
る

と
'
実
は
、
「
い
つ
か
」
等
の
限
定
句
の
な
い
「
-
て
ゐ
た
」
文
に
お
い
て

も
'
こ
れ
を
補
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
文
脈
を
持
っ
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
に

気
が
つ
-
の
で
あ
る
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

例
5
7
へ
　
路
の
左
は
砂
原
だ
っ
た
。
そ
こ
に
　
(
い
つ
の
問
に
か
)
牛
車
の
鮒
が

二
す
ぢ
'
黒
ぐ
ろ
と
斜
め
に
通
っ
て
~
融
が
。
(
p
二
五
五
中
・
「
盛
気

楼
」
)

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

例
5
8
、
　
待
合
室
の
ベ
ン
チ
に
は
　
(
い
つ
の
問
に
か
)
　
レ
エ
ン
・
コ
ー
ト
を
着

た
男
が
一
人
ぼ
ん
や
り
外
を
眺
め
引
矧
ね
.
(
p
二
八
六
中
・
「
歯
車
」
)

例
5
9
、
ど
こ
か
遠
い
室
中
に
硝
子
の
皿
を
垂
れ
た
秤
が
1
つ
、
丁
度
平
衡
を
保

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

っ
て
ゐ
る
0
　
-
　
彼
は
先
生
の
本
を
読
み
な
が
ら
へ
　
(
い
つ
か
)
か
う
云

ふ
光
景
を
感
じ
で
到
o
　
(
p
三
〇
九
上
・
「
或
阿
呆
の
一
生
」
)

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
「
-
て
ゐ
た
」
文
自
体
の
中
に
、
「
い
つ
か
～
て

ゐ
た
」
型
と
同
じ
表
現
性
を
持
つ
も
の
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
「
い
つ
　
(
の
問
に
)
か
(
も
う
)
-
て
ゐ
た
」
型
セ
ン
テ
ン
ス
に
共

通
す
る
表
現
特
性
は
、
す
で
に
実
現
し
、
あ
る
い
は
存
続
し
て
い
る
事
態
に
ふ

と
気
づ
い
て
'
こ
れ
を
客
観
的
な
立
場
か
ら
認
定
、
描
写
す
る
、
と
い
う
点
に

あ
る
0
そ
こ
に
描
か
れ
る
行
動
や
事
態
は
'
主
体
の
意
志
に
関
係
な
く
'
何
か

他
の
力
に
よ
っ
て
い
つ
の
問
に
か
実
現
さ
れ
'
存
続
し
て
い
る
客
体
的
事
象
と

い
っ
た
印
象
が
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
も
受
動
的
客
体
化
表
現
と
言
っ
て

よ
い
。「

-
て
い
た
」
止
め
セ
ン
テ
ン
ス
の
多
い
芥
川
の
末
期
の
作
晶
の
表
現
特
性

を
'
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
受
動
的
客
体
化
表
現
に
認
め
る
な
ら
、
そ
れ
は
'

初
期
の
作
品
に
.
E
!
著
な
、
.
作
者
の
能
動
的
理
知
的
操
作
で
は
も
は
や
支
配
で
き

な
い
'
あ
る
大
き
な
力
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
よ
う
な
表
現
性
を
帯
び
た

も
の
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
'
そ
の
よ
う
な
表
現
性
の
中
に
'
死

に
向
か
う
芥
川
龍
之
介
そ
の
人
の
余
儀
な
い
姿
勢
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

「
玄
鶴
山
房
」
に
お
い
て
、
「
い
つ
か
-
て
ゐ
た
」
型
セ
ン
テ
ン
ス
が
芥
川

の
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
紡
排
さ
せ
る
典
型
的
な
例
は
'
つ
ぎ
に
示
す
場
面
描
写

の
中
に
あ
る
。

例
6
0
、
　
玄
鶴
は
彼
の
計
画
も
甲
野
の
為
に
窮
破
ら
れ
た
の
を
感
じ
た
。
が
、

ち
ょ
っ
と
領
い
た
ぎ
り
、
何
も
言
は
ず
に
狸
寝
入
り
を
し
た
。
甲
野
は
彼

50



の
枕
も
と
に
婦
人
雑
誌
の
新
年
号
を
ひ
ろ
げ
、
何
か
読
み
耽
っ
て
ゐ
る
ら

し
か
っ
た
o
玄
鶴
は
や
は
り
蒲
団
の
側
の
概
の
こ
と
を
考
へ
な
が
ら
、
薄

目
に
甲
野
を
見
守
っ
て
ゐ
た
O
す
る
と
～
急
に
可
笑
し
さ
を
感
じ
た
O

「
甲
野
さ
ん
。
」

甲
野
も
玄
鶴
の
顔
を
見
た
時
は
さ
す
が
に
ぎ
ょ
っ
と
と
し
た
ら
し
か
っ

た
　
∴
＼
い
　
　
　
い
∵
*
'
-
・
I
'
・
-
-
¥
　
∴
　
　
　
　
‥
　
　
　
　
∴
.
.
.
∴
I
-
,
'
'

忍
が
O
　
(
p
二
五
三
中
)

こ
れ
は
へ
　
玄
縄
が
印
で
首
を
綴
っ
て
自
殺
し
よ
う
と
計
耐
し
て
い
る
の
を
E
I

野
に
見
破
ら
れ
、
自
明
の
笑
い
を
も
ら
す
場
面
で
あ
る
が
、
上
の
へ
　
さ
す
が
の

甲
野
を
も
ぎ
ょ
っ
と
さ
せ
た
玄
鶴
の
不
気
味
な
笑
い
の
描
写
に
は
、
死
に
近
い

芥
川
自
身
の
投
影
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
へ
　
「
-
て
ゐ
た
」
文
と
芥
川
の
晩
年
の
表
現
志
向
性
と
の
関
連
を
見
て

き
た
わ
け
で
あ
る
が
'
さ
ら
に
'
蛇
足
的
な
が
ら
へ
　
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
～
て
ゐ

た
」
文
の
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

例
6
 
1
、
路
の
左
は
砂
原
だ
っ
た
o
そ
こ
に
年
頚
の
轍
が
二
す
ぢ
'
繋
ぐ
ろ
と
斜

め
に
通
つ
廿
"
>
Q
が
o
　
(
p
二
五
五
中
r
蜃
気
楼
」
)

例
6
2
、
　
あ
た
り
は
広
い
砂
の
上
に
ま
だ
千
鳥
の
足
跡
さ
へ
か
す
か
に
見
え
る

ほ
ど
明
る
か
っ
た
o
し
か
し
海
だ
け
は
見
渡
す
限
り
へ
_
は
る
か
に
孤
を
描

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

い
た
浪
打
ち
際
に
一
す
ぢ
の
水
沫
を
残
し
た
ま
ま
、
1
両
に
只
仙
ぐ
ろ
と
郡

れ
か
か
つ
甘
み
だ
。
(
p
二
四
一
下
・
「
海
の
ほ
と
り
」
)

例
6
3
'
　
二
台
の
人
力
車
は
そ
の
間
に
磯
臭
い
墓
地
の
外
へ
通
り
か
か
っ
た
。

ヽ

　

ヽ

蛎
欝
の
つ
い
た
粗
染
垣
の
中
に
は
石
塔
が
幾
つ
も
黒
ん
で
到
叫
.
(
p
三

一
〇
中
・
「
或
阿
呆
の
1
生
」
)

い
ず
れ
も
'
晩
年
の
芥
川
の
心
の
世
界
に
-
っ
き
り
と
刻
み
こ
ま
れ
た
似
口

そ
の
も
の
の
描
写
を
思
わ
せ
る
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
「
～
て

ゐ
た
」
文
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
「
-
て
ゐ
た
」
表
現
と
芥
川
の
心

象
と
の
結
び
つ
き
の
深
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

四

以
上
に
と
り
あ
げ
て
き
た
よ
う
な
「
～
て
ゐ
た
」
止
め
セ
ン
テ
ン
ス
で
表
わ

さ
れ
る
芥
川
の
心
象
凪
n
別
は
、
初
期
の
作
晶
に
お
け
る
「
～
て
ゐ
る
」
文
に
よ

る
ば
あ
い
の
よ
う
な
'
視
点
の
移
動
、
重
ね
あ
わ
せ
な
ど
に
よ
っ
て
、
作
者
が

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

眼
前
に
作
り
山
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
よ
り
は
'
む
し
ろ
、
作
者
の
心
象
の
世

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

界
と
し
て
'
す
で
に
存
在
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
描
い
た
も
の
へ
　
と

い
っ
た
性
格
が
強
い
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
お
の
ず
か
ら
訴
え
る
力
が
、
「
玄
鵜

房
」
　
「
底
気
楼
」
　
「
歯
車
」
な
ど
の
文
体
に
迫
力
を
も
た
ら
し
て
い
る
よ
う

に
思
う
O
芥
川
の
末
期
の
精
神
的
風
景
画
と
も
言
う
べ
き
「
或
阿
呆
の
l
生
」

に
こ
の
よ
う
な
「
～
て
ゐ
た
」
文
が
と
-
に
多
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て

も
、
こ
の
セ
ン
テ
ン
ス
が
'
晩
年
の
芥
川
の
文
体
を
大
き
く
支
配
す
る
表
現
形

式
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
い
。

臼
井
吉
見
氏
は
'
「
芥
川
の
小
説
が
'
意
識
的
に
計
算
さ
れ
た
扱
密
な
構
成

と
'
効
果
的
に
選
択
さ
れ
た
独
自
の
文
体
と
を
そ
な
え
て
い
た
こ
と
は
、
以
上

の
ど
の
1
㍍
に
つ
い
て
も
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
み
ず
み
ま
で
効
果
の
計
塁

さ
れ
た
知
的
操
作
に
よ
る
制
作
の
方
法
は
'
初
期
で
あ
ろ
う
と
'
晩
年
で
あ
ろ

5
1
遍
[
サ
:

う
と
、
1
貰
し
て
変
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
o
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
へ
　
そ
の
文
体
を
'
表
現
形
式
あ
る
い
は
表
現
技
法
と
い
っ
た
面
か
ら

と
ら
え
て
み
る
と
、
芥
川
の
晩
年
の
作
品
の
文
章
に
は
'
初
期
の
作
品
に
お
け

る
よ
う
な
、
知
的
に
計
算
さ
れ
た
表
現
法
と
い
う
よ
り
も
'
も
っ
と
必
然
的
に
、
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余
儀
な
-
な
さ
れ
た
真
説
面
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
0
そ
の
表
現
面
に
現

わ
れ
た
表
現
形
式
の
一
つ
に
'
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
～
て
ゐ
た
」
止
め
セ
ン

テ
ン
ス
に
よ
る
描
写
文
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

H
*
3
丸
腰

以
上
述
べ
て
き
た
「
～
て
ゐ
た
」
文
末
表
現
へ
の
着
目
は
'
文
輩
論
に
お
け

る
文
法
的
な
表
現
形
式
と
そ
の
表
現
機
能
と
の
関
係
の
追
求
を
め
ざ
す
も
の
の

1
つ
で
あ
る
。
文
苛
論
は
、
文
章
一
般
の
表
現
構
造
や
表
現
機
能
を
問
題
と
す

る
が
'
こ
こ
で
は
'
個
別
的
な
作
家
や
作
品
の
中
に
そ
の
表
現
形
式
の
特
色
を

さ
ぐ
り
、
そ
の
表
現
機
能
が
作
品
の
形
象
化
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
い

る
か
'
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
作
家
の
ど
の
よ
う
な
表
現
志
向
性
と
結
び
あ
っ
て

い
る
か
へ
な
ど
と
い
っ
た
問
題
を
追
求
す
る
い
わ
ば
文
体
論
的
立
場
に
立
っ

て
'
表
現
形
式
と
表
現
機
能
と
の
関
係
を
考
案
し
た
。
そ
の
よ
う
な
、
文
体
論

的
表
現
論
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
考
察
を
-
ぐ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
解

や
鑑
A
-
/
や
'
あ
る
い
は
コ
.
t
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
布
効
な
丈
程
論
の
成
立
が
可
能
に

な
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

柱
1
、
拙
稿
「
芥
川
龍
之
介
の
表
現
法
　
-
同
形
反
復
表
現
形
式
に
つ
い
て

-
　
」
　
(
「
近
代
文
学
試
論
」
第
五
号
)

注
2
'
日
本
文
法
講
座
(
明
治
書
院
)
5
・
「
表
現
文
法
」
　
(
P
l
九
七
I
p

一
九
八
)
に
お
い
て
、
芳
賀
綴
氏
が
補
助
用
言
に
関
し
て
述
べ
て
お
ら
れ

る
分
類
に
よ
る
.

注
3
、
吉
田
精
二
者
「
芥
川
龍
之
介
」
　
(
新
潮
文
挿
)
p
l
五
二
I
P
l
五
三

注
4
へ
こ
の
甲
野
の
描
写
に
関
し
て
、
室
生
犀
星
氏
は
'
「
芥
川
龍
之
介
の
人

と
作
」
の
中
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
彼
の
諸
種
の
作

品
の
内
で
こ
の
数
行
の
如
き
透
徹
と
玲
巌
の
旨
み
は
、
容
易
に
見
出
せ
る

も
の
で
は
な
い
O
殊
に
第
二
郡
の
逆
手
を
打
っ
た
逆
描
の
冴
え
は
'
他
人

"

H

ォ

3

は
知
ら
ず
自
分
の
推
放
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
.
全
く
歴
々
と
目
に
見
え

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

る
ま
で
に
描
い
て
ゐ
る
。
か
う
い
ふ
彼
の
中
に
あ
ま
さ
は
徴
屋
も
な
く
ぎ

り
ぎ
り
に
詰
め
て
ゐ
る
。
」

注
5
、
筑
摩
資
材
版
・
現
代
日
本
文
学
全
集
2
6
「
芥
川
龍
之
介
集
」
の
解
説

(
P
四
四
八
下
)

付
記
、
本
稿
は
、
第
九
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
(
昭
和
4
3
年

8
月
1
1
日
)
　
で
発
表
し
た
も
の
を
詳
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
大
阪
教
育
大
学
助
手
)
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