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句
集
『
広
島
』
の
原
爆
表
象
の
方
法―

「
原
爆
乙
女
」
「
原
爆
孤
児
」
の
句
に
注
目
し
て―

 

  

樫 

本

由 

貴

 
  

一

問
題
の
所
在
と
研
究
対
象 

原
爆
俳
句
は
、
有
名
俳
人
の
、
し
か
も
一
句
単
位
の
鑑
賞
レ
ベ
ル
で
し
か
読
解

が
蓄
積
さ
れ
て
お
ら
ず
、
地
方
俳
壇
の
俳
人
や
、
俳
人
で
は
な
い
人
々
の
句
に
対

し
て
の
詳
細
な
論
考
は
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
毎
年
夏
を
迎
え
る
と
平
和

を
祈
念
し
た
俳
句
大
会
が
開
催
さ
れ
、
新
聞
俳
壇
に
も
多
く
の
原
爆
や
平
和
を
テ

ー
マ
に
し
た
句
が
投
稿
さ
れ
る
。 

こ
の
よ
う
な
実
作
と
研
究
が
か
み
合
わ
な
い
状
況
が
続
け
ば
、
第
一
の
問
題
と

し
て
、
原
爆
俳
句
に
関
す
る
資
料
の
埋
没
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

第
二
の
問
題
と
し
て
、
原
爆
に
関
連
し
て
生
み
出
さ
れ
た
言
葉
は
、
い
ま
や
固
定

化
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
纏
っ
て
い
る
。
そ
の
最
た
る
例
と
し
て
、
「
原
爆
乙
女
」
や

「
原
爆
孤
児
」
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
は
、
多
く
の
人
に
対
し
て
原

爆
の
被
害
を
分
か
り
易
く
理
解
さ
せ
る
言
葉
だ
。
そ
の
一
方
で
、
人
々
が
「
乙
女
」

や
「
孤
児
」
と
い
う
言
葉
に
持
っ
て
い
る
先
入
観
や
物
語
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の

立
場
に
置
か
れ
て
い
る
人
々
の
実
態
を
見
え
に
く
く
す
る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の

言
葉
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
社
会
的
な
構
造
の
観
点
か
ら
問
い
直
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。 俳

句
は
、
言
葉
の
固
定
化
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
「
季
語
」
や
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て

重
要
視
す
る
文
芸
で
あ
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
俳
句
は
言
葉
の
固
定
化
し
た

イ
メ
ー
ジ
に
よ
り
か
か
る
危
険
性
が
、
他
の
文
芸
よ
り
も
高
い
。
な
ぜ
な
ら
俳
句

は
短
く
、
使
用
し
た
一
つ
一
つ
の
言
葉
を
説
明
す
る
余
白
を
持
た
な
い
か
ら
だ
。 

こ
れ
は
、
原
爆
表
象
で
も
例
外
で
は
な
い
。
「
原
爆
乙
女
」
「
原
爆
孤
児
」
は
、

研
究
対
象
と
し
た
原
爆
句
集
『
広
島
』
の
句
で
、
端
的
に
原
爆
の
被
害
の
悲
惨
さ

を
訴
え
ら
れ
、
か
つ
読
者
の
高
い
共
感
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て

題
材
に
選
択
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
に
お
い
て
は
、
実
際
の
「
原
爆
乙

女
」
や
「
原
爆
孤
児
」
の
姿
は
イ
メ
ー
ジ
の
前
に
掻
き
消
え
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
固
定
化
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
相
対
化
す
る
営
み

も
、
既
に
『
広
島
』
の
中
で
実
践
さ
れ
て
い
た
。 

俳
句
は
、
原
爆
を
表
象
し
た
言
葉
の
、
固
定
化
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
ど
の
よ
う
に

用
い
た
の
か
。
そ
し
て
俳
句
は
、
固
定
化
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
相
対
化
を
ど
の
よ
う

に
試
み
た
の
か
。
本
稿
は
こ
の
二
つ
を
示
し
、
俳
句
に
お
け
る
原
爆
表
象
の
方
法

の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。 

本
稿
の
研
究
対
象
は
、
原
爆
投
下
か
ら
十
年
を
記
念
し
て
編
ま
れ
た
原
爆
句
集

『
広
島
』
と
し
た
。
本
句
集
以
前
に
も
所
謂
原
爆
俳
句
自
体
は
詠
ま
れ
て
い
た
が
、

こ
の
句
集
は
、
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
句
集
『
長
崎
』
と
併
せ
て
、
初
め
て
「
原

爆
俳
句
」
と
い
う
括
り
で
纏
め
ら
れ
た
刊
行
物
で
あ
る
。 

『
広
島
』
の
発
行
は
一
九
五
五
年
八
月
六
日
。
編
集
は
句
集
広
島
刊
行
会
、
販

売
取
扱
店
は
東
京
の
近
藤
書
店
が
行
っ
た
一

。
句
集
の
収
録
者
数
は
五
四
五
名
、

句
数
は
一
五
二
一
句
と
な
っ
て
い
る
。
配
列
は
五
十
音
順
で
統
一
さ
れ
、
個
人
の
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有
名
・
無
名
の
区
別
、
時
系
列
に
よ
る
並
び
替
え
は
な
い
。
ま
た
、
所
属
結
社
の

記
載
も
な
い
。
投
句
者
数
を
都
道
府
県
別
に
整
理
す
る
と
、
広
島
が
二
九
九
名
、

次
い
で
東
京
が
三
三
名
で
あ
り
、
広
島
か
ら
の
投
句
者
が
特
出
し
て
多
い
。
句
に

は
前
書
き
の
他
、
原
爆
体
験
記
が
併
記
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
初
版
の
序
文
は
森

戸
辰
男
で
あ
る
。 

『
広
島
』
の
編
集
委
員
は
、
配
列
に
五
十
音
順
を
採
用
し
た
り
、
所
属
結
社
を

記
載
し
な
か
っ
た
り
と
、
俳
壇
に
お
け
る
権
力
構
造
を
極
力
排
除
す
る
よ
う
努
め

て
い
る
。
一
方
で
、
句
集
の
完
成
度
を
担
保
す
る
た
め
に
、
全
句
掲
載
を
見
送
る

投
句
者
を
出
し
て
い
る
。 

紙
面
の
特
徴
と
し
て
、『
広
島
』
で
は
、
原
爆
投
下
直
後
か
ら
、
原
爆
に
ま
つ
わ

る
直
接
的
な
被
害
を
詠
ん
だ
句
が
収
録
句
の
大
半
を
占
め
て
い
る
。
「
直
接
的
な

被
害
」
を
読
者
に
示
す
最
も
単
純
な
手
立
て
が
、
句
の
中
に
「
ケ
ロ
イ
ド
」「
炎
」

「
爆
風
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
ほ
か
に
、「
原
爆
乙
女
」「
原
爆
孤
児
」
と

い
っ
た
、
原
爆
の
被
害
に
遭
っ
た
人
々
を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
、
示
す
こ
と
だ
っ
た

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
言
葉
が
孕
む
問
題
は
す
で
に
述
べ
た
通
り

で
あ
る
。 

 

二

『
広
島
』
に
描
か
れ
る
「
原
爆
乙
女
」

「
原
爆
乙
女
」
の
呼
称
は
一
九
五
二
年
に
谷
本
清
・
真
杉
静
枝
の
呼
び
か
け
で

集
ま
っ
た
、
原
爆
の
後
遺
症
に
苦
し
む
若
い
女
性
た
ち
を
指
し
て
マ
ス
コ
ミ
が
用

い
た
こ
と
に
始
ま
る
二

。
そ
し
て
後
に
、
治
療
の
た
め
に
渡
米
し
た
二
十
五
人
を

指
す
言
葉
と
な
っ
た
。
中
谷
い
ず
み
は
、
こ
の
言
葉
が
孕
む
問
題
を
次
の
よ
う
に

整
理
す
る
三

。 

 

つ
ま
り
「
大
和
な
で
し
こ
」
で
あ
り
「
悲
劇
」
の
体
現
者
で
も
あ
る
「
原
爆

乙
女
」
は
、「
怒
り
」
で
は
な
く
「
許
し
」
に
よ
っ
て
「
戦
犯
」
や
「
米
国
」

と
の
橋
渡
し
を
す
る
存
在
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。〔
中
略
＝
樫
本
〕

「
原
爆
乙
女
」
が
記
号
と
し
て
流
通
し
た
の
は
、
日
本
が
戦
後
の
民
主
開
放

路
線
を
転
換
し
冷
戦
下
の
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
戦
略
に
参
加
し
て
い
く
時

期
だ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
「
原
爆
乙
女
」
と
い
う
記
号
は
、
日
米
関
係
の
緊

密
化
や
戦
犯
解
除
な
ど
冷
戦
下
の
政
策
を
後
押
し
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
か
。 

 

「
原
爆
乙
女
」
の
呼
称
は
現
在
、
当
事
者
か
ら
の
訴
え
を
受
け
て
平
和
祈
念
資
料

館
の
展
示
か
ら
は
除
か
れ
て
い
る
四

。
中
谷
の
整
理
や
こ
う
し
た
事
例
は
、
原
爆

表
象
の
現
在
地
点
か
ら
の
見
直
し
が
絶
え
ず
必
要
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

『
広
島
』
に
お
け
る
「
原
爆
乙
女
」
の
語
義
は
、
右
に
示
し
た
「
治
療
の
た
め

に
渡
米
し
た
」
女
性
に
限
定
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
直
接
「
原
爆
乙
女
」

の
語
が
句
中
に
な
く
と
も
、
原
爆
の
被
害
を
受
け
た
若
い
女
性
と
い
う
意
味
に
捉

え
ら
れ
る
句
を
抄
出
し
た
（
番
号
は
樫
本
が
付
し
た
）
。 

ケ
ロ
イ
ド
の
娘
の
母
と
し
て
広
島
忌

磯
貝
紅
村

ケ
ロ
イ
ド
の
乙
女
よ
風
が
な
ま
ぬ
る
し

沖
田
昌
幸

ケ
ロ
イ
ド
の
女
の
悲
哀

陽
光
に
そ
つ
と
い
だ
か
れ

北
原
國
雄

劫
火
に
追
は
れ
市
民
あ
ま
た
死
せ
る
太
田
川
に
て
、
二
句

枯
蓮
折
れ
焦
髪
浸
す
乙
女
の
さ
ま

香
西
照
雄

ヒ
ロ
シ
マ
忌
合
唱
隊
散
り
少
女
と
な
る

駒
井
和
を

髪
束
に
な
っ
て
ぬ
け
る
星
座
ひ
し
め
い
て

佐
々
木
猪
三
美

春
化
粧
か
な
し
原
爆
乙
女
な
る

佐
々
木
手
綱

菊
挿
し
て
原
爆
乙
女
書
庫
を
守
る

杉
原
史
郎

ケ
ロ
イ
ド
の
モ
ン
ペ
短
か
き
女
教
師
よ

菅
田
賢
治

寄
辺
な
き
女
に
部
屋
貸
し
ひ
ろ
し
ま
忌

辻
村
澄
子
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い
ま
も
髪
抜
け
や
す
く
短
命
か
も
知
れ
ず

戸
板
幽
詩

洗
ふ
べ
き
髪
な
く
原
爆
乙
女
と
よ
ば
れ

中
村
静
子

香
川
月
堂
氏
を
悼
む

時
な
ら
ぬ
木
の
葉
髪
と
て
嘲
は
れ
し

鳴
澤
富
女

夏
夜
半
目
な
き
娘
の
面
つ
ぶ
や
き
ぬ

邊
見
邦
市

は
る
ば
る
東
京
に
来
て
病
院
の
桜
見
て
原
爆
娘
達

松
宮
寒
骨

恋
秘
め
て
ケ
ロ
イ
ド
秘
め
て
セ
ル
を
着
る

山
縣
虚
空

こ
れ
ら
の
句
の
う
ち
、
句
の
主
体
が
「
原
爆
乙
女
」
自
身
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
句
は
、

「
ケ
ロ
イ
ド
の
娘
」
を
持
つ
母
、

「
合
唱
隊
」
を
見
に
来
た
観
客
、

「
書
庫
」
の
利
用
者
、

「
部
屋
」
を
貸
す
大
家
な
ど
、
原
爆
乙
女
と
か
か
わ

る
様
々
な
立
場
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
。

〈
ケ
ロ
イ
ド
の
娘
の
母
と
し
て
広
島
忌
〉
に
は
、
「
ケ
ロ
イ
ド
の
娘
の
母
」

が
「
広
島
忌
」
に
際
し
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
は
書
か
れ
な
い
。
ゆ
え
に
、
読
む

側
は
当
時
の
時
代
状
況
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
「
原
爆
乙
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
が
推
察
す
る
し
か
な
い
。
次
の
よ
う
な
読
み
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

一
つ
に
は
、
米
国
に
渡
る
こ
と
に
な
る
二
十
五
人
の
「
原
爆
乙
女
」
と
そ
の
「
娘
」

を
持
つ
「
母
」
と
読
み
、
米
国
に
娘
を
送
る
事
へ
の
懐
疑
・
手
術
の
危
険
に
対
す

る
不
安
を
感
じ
て
も
よ
い
。
二
つ
目
に
、
治
療
の
機
会
の
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
娘

の
「
母
」
と
読
み
、
親
と
し
て
の
悲
し
さ
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
も
筋
と
し

て
十
分
に
考
慮
で
き
る
。
ど
ち
ら
の
「
母
」
で
あ
っ
て
も
、
一
九
四
五
年
八
月
以

降
の
何
度
目
か
の
被
爆
の
日
に
お
け
る
述
懐
で
あ
り
、
原
爆
の
被
害
が
継
続
し
て

続
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
語
ら
な
い
句
に
対
し
て
は
、
右
記
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
る
様
々
な

読
み
の
中
か
ら
、
妥
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
読
み
手
が
選
択
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読

解
を
披
露
し
て
句
を
補
完
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
読
み
の
営
み
も
ま
た
、
俳
句

創
作
に
と
っ
て
は
俳
句
そ
の
も
の
を
書
く
こ
と
と
同
様
に
重
要
だ
。
俳
句
の
読
み

を
公
に
披
露
す
る
機
会
を
持
つ
の
は
、
多
く
、
選
者
や
結
社
の
実
力
者
と
い
っ
た

人
物
で
あ
る
。
彼
ら
の
読
み
は
多
勢
に
よ
る
妥
当
な
、
見
習
う
べ
き
読
み
と
し
て

示
さ
れ
、
受
け
取
ら
れ
る
。
そ
し
て
書
き
手
は
、
読
み
手
が
示
し
た
イ
メ
ー
ジ
に

依
拠
し
な
が
ら
再
び
句
を
書
く
。
ゆ
え
に
、
読
み
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
が
、「
原
爆
乙
女
」
の
物
語
を
再
生
産
し
て
い
く
側
面
を
持
っ
て
い
る
。「
原

爆
乙
女
」
と
い
う
言
葉
が
生
れ
て
十
年
も
た
た
な
い
間
に
、
ど
れ
ほ
ど
固
定
し
た

イ
メ
ー
ジ
が
浸
透
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
を
概
観
す
る
こ
と
は
、
読
み
手
と
書
き

手
の
双
方
向
の
や
り
取
り
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
他
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
イ
メ
ー

ジ
の
影
響
に
よ
っ
て
、
俳
句
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
が
物
語
を
獲
得
す
る
プ
ロ
セ
ス

を
捉
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

だ
が
、『
広
島
』
の
「
原
爆
乙
女
」
の
句
の
表
象
が
達
成
し
た
特
筆
す
べ
き
成
果

は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
「
原
爆
乙
女
」
の
句
の
表
象
に
お
い
て
、
よ
り
重
要
と

思
わ
れ
る
こ
と
に
、
「
原
爆
乙
女
」
と
い
う
、
そ
も
そ
も
客
体
化
さ
れ
た
存
在
が

俳
句
に
よ
っ
て
い
か
に
声
を
獲
得
し
、
声
を
あ
げ
た
か
を
示
す
表
象
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
を
検
証
す
る
前
に
、
次
の
よ
う
な
「
語
る
に
陥
っ
た
」
、
言
葉
の
物
語
に

凭
れ
て
し
ま
っ
た
句
を
見
て
い
こ
う
。

例
え
ば

〈
春
化
粧
か
な
し
原
爆
乙
女
な
る
〉
は
、
書
き
手
に
よ
っ
て
「
原
爆

乙
女
」
の
既
存
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
化
さ
れ
る
。
「
春
化
粧
」
を
し
て
も
ケ
ロ
イ
ド

や
脱
毛
の
症
状
は
な
く
な
ら
な
い
。「
か
な
し
」
は
、「
春
化
粧
」
が
無
意
味
な
ほ

ど
痛
々
し
い
傷
を
負
う
原
爆
乙
女
を
見
る
書
き
手
の
発
話
で
あ
る
。
傷
を
隠
す
化

粧
を
「
か
な
し
」
と
し
、
無
意
味
で
あ
る
か
の
よ
う
に
価
値
判
断
す
る
こ
と
は
、

「
原
爆
乙
女
」
の
存
在
を
象
徴
化
し
、
消
費
す
る
行
為
だ
と
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
は
「
原
爆
乙
女
」
本
人
に
だ
け
許
さ
れ
る
価
値
判
断
で
あ
る
の
に
、

彼
女
の
主
体
性
は
奪
わ
れ
、
回
復
し
な
い
。
加
え
て

〈
ケ
ロ
イ
ド
の
女
の
悲
哀
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陽
光
に
そ
つ
と
い
だ
か
れ
〉
も
同
様
の
指
摘
が
で
き
る
。
ケ
ロ
イ
ド
を
負
っ
た
「
女

の
悲
哀
」
は
「
陽
光
に
そ
つ
と
い
だ
か
れ
」
て
解
消
さ
れ
る
の
か
。「
陽
光
」
の
中

に
佇
む
ケ
ロ
イ
ド
の
女
性
は
、
物
言
わ
ぬ
像
の
よ
う
で
も
あ
る
。
太
陽
に
抱
か
れ

て
神
聖
さ
を
増
す
こ
と
で
、
象
徴
性
の
付
加
と
と
も
に
、
彼
女
は
発
言
の
機
会
を

奪
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
原
爆
乙
女
」
の
主
体
性
を
回
復
し
得
ず
、
あ
く
ま
で
句
材
と

し
て
対
象
化
す
る
に
留
ま
る
句
も
あ
る
。
だ
が
、「
原
爆
乙
女
」
を
描
き
、
そ
の
象

徴
性
に
よ
り
か
か
り
つ
つ
も
、
ず
ら
し
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
が
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。

〈
菊
挿
し
て
原
爆
乙
女
書
庫
を
守
る
〉

〈
ケ
ロ
イ
ド
の
モ
ン
ペ
短
か
き
女

教
師
よ
〉
は
、「
原
爆
乙
女
」
の
労
働
を
切
り
取
る
。「
原
爆
乙
女
」
と
労
働
の
物

語
の
強
調
は
、
彼
女
た
ち
と
同
じ
く
、
原
爆
の
後
遺
症
に
苦
し
み
な
が
ら
も
、
生

き
る
た
め
に
働
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
原
爆
乙
女
」
以
外
の
人
々
を
捨
象
す
る

可
能
性
が
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
こ
の
二
句
は
、「
原
爆
乙
女
の
物
語
」
に
あ
り
が

ち
な
健
気
さ
を
語
り
は
し
な
い
。
こ
の
語
ら
な
さ
に
よ
っ
て
、
書
き
手
は
「
原
爆

乙
女
」
の
物
語
に
よ
り
か
か
る
こ
と
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

例
え
ば
、

の
「
菊
」
は
菊
花
紋
章
を
思
わ
せ
、
「
許
し
」
で
は
な
く
ア
イ
ロ
ニ

ー
を
感
じ
さ
せ
る
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。

の
「
モ
ン
ペ
短
き
」
は
貧
困
の
た

め
に
丈
が
合
う
も
の
を
購
え
な
い
か
、
実
用
的
な
工
夫
と
も
と
れ
る
だ
ろ
う
。
象

徴
と
し
て
で
は
な
く
、
貧
困
に
直
面
し
、
原
爆
の
後
遺
症
を
抱
え
る
中
で
も
働
か

ね
ば
な
ら
な
い
「
原
爆
乙
女
」
の
困
難
が
ほ
の
め
か
さ
れ
る
。
こ
の
二
句
は
「
原

爆
乙
女
」
の
健
気
さ
の
表
象
性
を
拒
否
す
る
一
面
を
持
つ
、
あ
る
い
は
、
読
み
手

に
よ
っ
て
そ
れ
を
発
見
さ
れ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
句
の
主
体
が
「
原
爆
乙
女
」
自
身
と
思
わ
れ
る
句
（

、

、

、

）
で
は
、
「
原
爆
乙
女
」
自
身
が
物
言
わ
ぬ
存
在
で
は
な
く
な
り
、
読
み
手
が

付
与
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
問
い
直
し
て
く
る
。
特
に

〈
洗
ふ
べ
き
髪
な
く
原
爆
乙

女
と
よ
ば
れ
〉

〈
時
な
ら
ぬ
木
の
葉
髪
と
て
嘲
は
れ
し
〉
の
二
句
に
そ
の
傾
向

が
顕
著
だ
。
前
句
、「
乙
女
」
と
い
う
言
葉
の
、
若
く
美
し
い
未
婚
の
女
性
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
や
表
象
性
に
立
ち
返
り
、
「
洗
ふ
べ
き
髪
」
を
持
た
な
い
自
分
は
果
し

て
「
乙
女
」
か
と
問
う
。
主
体
は
自
分
自
身
を
「
原
爆
乙
女
」
と
認
識
し
て
い
な

い
。
主
体
を
「
原
爆
乙
女
」
と
呼
ぶ
の
は
あ
く
ま
で
他
者
で
あ
り
、
彼
女
は
そ
の

呼
称
に
伴
う
違
和
感
や
苦
痛
を
吐
露
す
る
。
主
体
の
問
い
は
、
単
に
脱
毛
へ
の
悲

し
み
を
詠
う
に
留
ま
ら
ず
、
「
原
爆
乙
女
」
の
記
号
を
背
負
わ
さ
れ
る
こ
と
へ
の

違
和
感
や
苦
痛
を
詠
っ
て
い
る
と
も
読
め
る
。
読
み
手
の
持
つ
規
範
こ
そ
を
問
う

構
図
だ
。
加
え
て
、
主
体
が
「
原
爆
乙
女
」
自
身
の
句
か
ら
は
、
社
会
に
対
し
正

面
か
ら
意
見
・
反
論
で
き
な
い
「
原
爆
乙
女
」
に
声
を
与
え
る
手
段
と
し
て
、
俳

句
が
有
効
だ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

は
、
前
書
き
か
ら
香
川
月
堂
な
る
人
物
へ
の
弔
い
の
一
句
と
分
か
る
。
香
川

は
男
性
と
推
察
で
き
る
。「
木
の
葉
髪
」
は
冬
の
季
語
で
、
冬
、
特
に
髪
が
抜
け
る

こ
と
を
指
す
が
、
こ
の
句
で
は
「
時
な
ら
ぬ
」
の
で
あ
る
か
ら
、
原
爆
症
に
よ
る

脱
毛
を
指
す
。
こ
こ
で
、
読
み
手
は
原
爆
症
に
よ
る
「
木
の
葉
髪
」
は
、
男
女
ど

ち
ら
に
も
当
て
は
ま
る
事
だ
と
思
い
当
た
る
。
差
別
は
女
性
の
み
な
ら
ず
、
男
性

に
も
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
女
性
本
人
が
差
別
に
声
を
上
げ
た
と
と
れ

る
一
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
原
爆
乙
女
」
と
句
に
な
い
こ
と
か
ら
は
、
社

会
が
そ
も
そ
も
ま
な
ざ
し
を
向
け
な
か
っ
た
立
場
か
ら
の
声
と
も
と
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
句
は
読
み
手
の
問
題
意
識
を
拡
大
し
、
差
別
に
晒
さ
れ
た
人
々
の
連

帯
を
示
す
。

『
広
島
』
に
お
け
る
「
原
爆
乙
女
」
の
表
象
に
は
、
ケ
ロ
イ
ド
や
脱
毛
、
結
婚

差
別
と
い
っ
た
多
様
な
被
害
を
「
原
爆
乙
女
」
の
悲
劇
的
な
物
語
と
し
て
強
化
・

客
体
化
し
た
り
、
原
爆
被
害
者
に
広
く
あ
て
は
ま
る
社
会
的
な
困
難
を
「
原
爆
乙

女
」
特
有
の
も
の
と
し
て
前
景
化
す
る
た
め
に
、
よ
り
周
縁
の
人
々
へ
ま
な
ざ
し

を
向
け
に
く
く
し
た
り
す
る
問
題
が
あ
っ
た
。
一
方
で
、
俳
句
と
い
う
創
作
手
段
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が
当
事
者
に
声
を
与
え
、
創
作
物
と
し
て
そ
う
し
た
差
別
や
物
語
を
相
対
化
す
る

こ
と
を
可
能
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三

『
広
島
』
に
描
か
れ
る
「
原
爆
孤
児
」

原
爆
孤
児
と
は
、
そ
の
呼
称
の
通
り
、
戦
争
に
よ
っ
て
家
庭
を
失
っ
た
戦
災
孤

児
の
中
で
も
、
特
に
そ
の
境
遇
に
原
爆
が
影
響
し
て
い
る
孤
児
で
あ
る
。
高
橋
由

貴
は
、
原
爆
孤
児
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
五

。 

 

肉
親
と
自
身
の
よ
る
べ
き
場
所
が
存
在
し
て
い
る
一
時
的
か
つ
限
定
的
な

「
迷
子
」
と
異
な
り
「
孤
児
（
み
な
し
ご
）
」
に
は
、
自
身
を
庇
護
し
て
く
れ

る
保
護
者
と
安
住
で
き
る
家
が
と
も
に
不
在
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
成
人
被

災
者
が
抱
え
る
生
活
困
窮
な
ど
の
困
難
は
、
子
ど
も
の
場
合
、
よ
り
一
層
深

刻
な
問
題
と
な
っ
て
ふ
り
か
か
る
。
さ
ら
に
一
般
的
な
戦
災
孤
児
と
異
な
り
、

原
爆
孤
児
の
場
合
は
、
被
爆
に
よ
る
健
康
問
題
や
差
別
と
い
う
苦
難
が
追
い

打
ち
を
か
け
る
。
〔
中
略
＝
樫
本
〕 

孤
児
の
物
語
は
、
二
つ
の
話
型
に
分
別
さ
れ
る
傾
向
を
帯
び
る
。
描
か
れ

る
子
供
の
た
く
ま
し
さ
が
強
調
さ
れ
る
場
合
は
冒
険
譚
の
体
裁
を
と
り
、
彼

／
彼
女
が
過
酷
な
世
の
中
を
力
強
く
生
き
延
び
て
い
く
姿
を
描
き
出
す
。
一

方
、
子
ど
も
の
見
守
ら
れ
る
べ
き
か
弱
さ
や
無
垢
さ
が
強
調
さ
れ
る
場
合
は
、

引
き
取
ら
れ
た
家
庭
が
舞
台
と
な
り
、
彼
／
彼
女
を
取
り
巻
く
不
和
が
徐
々

に
解
消
さ
れ
て
い
く
物
語
が
多
い
（
特
に
前
者
は
男
児
、
後
者
は
女
児
と
い

っ
た
子
供
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
連
動
し
が
ち
で
あ
る
）
。 

 

加
え
て
、
原
爆
の
被
害
に
遭
っ
た
子
供
た
ち
の
手
記
集
、
『
原
爆
の
子―

―

広
島

の
少
年
少
女
の
う
っ
た
え
』
は
、
一
九
五
二
年
に
新
藤
兼
人
監
督
で
映
画
化
さ
れ

た
。
こ
の
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
に
よ
る
影
響
を
、
高
橋
は
「
戦
争
の
傷
が
癒
え
つ

つ
あ
っ
た
一
九
五
〇
年
代
に
、
原
爆
の
惨
禍
が
い
ま
な
お
終
わ
っ
て
い
な
い
広
島

の
現
実
を
ま
ざ
ま
ざ
と
印
象
づ
け
た
。
」
と
整
理
す
る
六

。
「
孤
児
」
を
表
現
し
た

句
群
は
、
映
画
『
原
爆
の
子
』
か
ら
着
想
を
得
た
映
画
詠
か
ど
う
か
、
判
別
で
き

な
い
も
の
も
含
め
て
三
十
八
句
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
全
て
、
孤
児
を
見
る
側
に
立
つ

句
で
あ
り
、
自
身
の
視
点
か
ら
詠
ん
だ
句
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
前
節
「
原

爆
乙
女
」
の
句
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
な
お
、
基
本
的
に
『
広
島
』
投
句
者

の
性
別
と
年
齢
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
最
年
少
者
だ
け
が
分
か
っ
て
い
る
七

。 

三
十
八
句
を
次
に
示
す
。 

 

原
爆
忌
孤
児
寄
り
父
母
の
墓
洗
ふ

飯
沼
寒
街

原
爆
以
後
駅
頭
つ
ね
に
孤
児
群
る
ゝ

榎
島
沙
丘

流
燈
に
顔
重
ね
あ
ふ
孤
児
そ
の
兄

大
堀
千
惠

原
爆
あ
る
な
孤
児
の
積
木
は
も
う
積
め
な
い

丘
本
風
彦

揺
り
や
ま
ぬ
孤
児
に
降
る
葉
と
残
る
葉
と

香
川
杜
詩
夫

孤
児
の
原
ッ
ぱ

母
の
声
し
た
た
ら
し
い
る

夕
焼

北
川
重
彦

原
爆
孤
児
雲
脂
落
し
つ
ゝ
つ
日
向
ぼ
こ

北
村
正
典

寒
雲
の
坂
の
逆
行
孤
児
に
ま
み
れ

河
内
俊
成

寒
雲
の
原
に
て
づ
づ
と
歪
む
孤
児

河
内
俊
成

流
れ
よ
る
寒
雲
孤
児
が
ひ
ら
ひ
ら
す
る

河
内
俊
成

聖
母
マ
リ
ヤ
盲
ひ
の
孤
児
は
地
を
嗅
ぎ
ぬ

河
内
俊
成

八
月
六
日
の
孤
児
相
倚
る
に
人
語
な
し

河
内
俊
成

め
ぐ
り
来
て
孤
児
広
島
の
水
を
飲
む

河
内
俊
成

地
の
皺
に
吹
か
る
る
孤
児
の
夜
が
猛
る

河
内
俊
成

死
の
灰
の
ど
こ
か
で
原
爆
孤
児
が
泣
け
り

河
内
俊
成

駅
の
水
の
む
孤
児
誰
よ
り
も
寒
く
な
る

佐
竹
と
し
を

ヒ
ロ
シ
マ
に
て
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遠
景
に
鮒
釣
る
児
佇
つ
ま
さ
に
孤
児

澤
木
欣
一

ヒ
ロ
シ
マ
に
て

孤
児
が
追
ふ
家
鴨
白
鳥
と
化
し
泛
べ

澤
木
欣
一

ヒ
ロ
シ
マ
に
て

ク
ロ
ー
バ
ー
の
球
戯
も
孤
児
の
瑣
事
な
ら
ず

澤
木
欣
一

ヒ
ロ
シ
マ
に
て

孤
児
の
瑣
事
見
守
る
吾
等
鳰
出
没

澤
木
欣
一

燕
と
ぶ
原
爆
孤
児
を
置
き
去
り
に

眞
野
美
登

五
日
市
広
島
戦
災
児
育
成
所

孤
児
と
い
へ
ど
躾
正
し
き
風
邪
寝
か
な

田
中
菊
坡

寒
灯
下
孤
児
打
つ
牡
蠣
の
か
た
く
閉
づ

田
村
秀
子

孤
児
の
肩
人
な
き
路
地
に
力
抜
く

田
村
秀
子

鳩
時
計
か
な
し
夜
学
の
孤
児
に
鳴
く

田
村
秀
子

孤
児
の
掌
の
蛍
は
強
く
明
滅
す

樽
馬
義
數

天
統
ぶ
る
向
日
葵
に
倚
り
孤
児
の
唄

戸
板
幽
詩

孤
児
が

月

磨
く
よ

踊
り
さ
わ
ぎ
の

夜

中
川
源
雄

夕
焼
け
て
下
げ
髪
な
が
き
原
爆
孤
児

林
屋
清
次
郎

原
爆
孤
児
み
ん
な
芋
喰
ふ
歯
型
つ
け

平
川
海
夫

孤
児
尿
り
城
址
に
不
協
和
音
の
こ
す

藤
井
艸
眉
子

食
ら
ふ
孤
児
脚
の
短
き
晩
夏
の
卓

藤
野
房
彦

似
島

孤
児
の
島
木
立
黒
ず
む
冬
の
来
ぬ

藤
野
房
彦

原
爆
で
親
を
失
く
せ
し
子
の
ま
な
ざ
し

細
見
綾
子

ラ
・
パ
ン
セ
の
雨
の
乳
房
を
仰
ぐ
孤
児

山
本
紫
花

汝
も
原
爆
孤
児
か
露
蹴
り
新
聞
配
る

吉
田
元
春

灼
け
る
焦
土
に
孤
児
と
い
ふ
名
を
噛
み
し
め
る

吉
野
辰
子

孤
児
学
園
の
裏
の
濠
な
り
鳰
鳴
く
刻

和
多
野
石
丈
子

 

こ
の
う
ち
、
先
述
の
高
橋
の
整
理
に
よ
る
二
つ
の
話
型
に
回
収
さ
れ
る
も
の
に

次
の
よ
う
な
句
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

原
爆
忌
孤
児
寄
り
父
母
の
墓
洗
ふ

飯
沼
寒
街

流
燈
に
顔
重
ね
あ
ふ
孤
児
そ
の
兄

大
堀
千
惠

寒
灯
下
孤
児
打
つ
牡
蠣
の
か
た
く
閉
づ

田
村
秀
子

燕
と
ぶ
原
爆
孤
児
を
置
き
去
り
に

眞
野
美
登

汝
も
原
爆
孤
児
か
露
蹴
り
新
聞
配
る

吉
田
元
春

 

こ
れ
ら
は
、
〈
原
爆
忌
孤
児
寄
り
父
母
の
墓
洗
ふ
〉
、
〈
流
燈
に
顔
重
ね
あ
ふ
孤
児

そ
の
兄
〉
の
よ
う
に
、「
父
母
の
墓
」
を
「
洗
ふ
」
健
気
さ
や
、「
流
燈
に
顔
重
ね

あ
ふ
」
兄
弟
に
同
情
す
る
書
き
手
の
様
子
が
描
か
れ
、
「
孤
児
」
の
典
型
的
な
イ

メ
ー
ジ
の
補
強
で
あ
る
。
他
に
も
、
〈
寒
灯
下
孤
児
打
つ
牡
蠣
の
か
た
く
閉
づ
〉
、

〈
汝
も
原
爆
孤
児
か
露
蹴
り
新
聞
配
る
〉
は
、
孤
児
の
労
働
と
い
う
現
実
を
、
そ

の
描
写
に
徹
す
る
こ
と
で
健
気
さ
や
た
く
ま
し
さ
を
前
景
に
し
な
い
よ
う
に
努

め
て
は
い
る
も
の
の
、
子
ど
も
の
労
働
の
内
実
を
書
け
な
い
俳
句
の
短
さ
ゆ
え
に
、

「
原
爆
孤
児
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

前
節
と
同
様
だ
が
、
大
抵
が
十
七
音
の
定
型
に
収
ま
る
俳
句
に
お
い
て
、
語
ら

な
い
こ
と
以
上
に
書
き
手
が
表
象
へ
の
価
値
判
断
を
遠
ざ
け
る
方
法
は
な
い
。
と

あ
る
表
象
の
象
徴
性
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
際
、
何
句
か
で
ま
と
ま
っ
た
形
を

と
ら
ず
、
独
立
し
た
一
句
で
そ
れ
を
行
う
な
ら
、
書
き
手
自
身
の
文
脈
を
引
き
込

ん
で
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
し
か
な
い
。
だ
が
、
『
広
島
』
の
掲
載
者
の
中

で
、
一
人
「
語
ら
な
い
」
こ
と
と
は
別
の
方
法
で
、「
原
爆
孤
児
の
物
語
」
の
相
対

化
を
試
み
た
人
物
が
い
る
。 
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河
内
俊
成
は
合
計
十
句
の
連
作
形
式
の
う
ち
、
八
句
を
占
め
る
「
原
爆
孤
児
」

の
句
に
よ
っ
て
、「
原
爆
孤
児
」
を
多
様
な
角
度
か
ら
見
よ
う
と
試
み
た
。
な
お
、

『
広
島
』
は
一
人
に
つ
き
五
十
句
以
内
の
投
句
数
の
制
限
が
設
け
て
あ
る
が
、
こ

れ
は
連
作
で
の
表
現
を
阻
む
も
の
で
は
な
い
。
河
内
が
発
表
し
た
の
は
次
の
十
句

で
あ
る
。 

 

寒
雲
の
坂
の
逆
行
孤
児
に
ま
み
れ

寒
雲
の
原
に
て
づ
づ
と
歪
む
孤
児

流
れ
よ
る
寒
雲
孤
児
が
ひ
ら
ひ
ら
す
る

聖
母
マ
リ
ヤ
盲
ひ
の
孤
児
は
地
を
嗅
ぎ
ぬ

八
月
六
日
の
孤
児
相
倚
る
に
人
語
な
し

め
ぐ
り
来
て
孤
児
広
島
の
水
を
飲
む

地
の
皺
に
吹
か
る
る
孤
児
の
夜
が
猛
る

枯
れ
ゆ
く
は
焦
土
と
寡
婦
の
瞳
坂
な
き
街

原
爆
都
市
の
寒
暮
英
語
の
唄
が
ぼ
ろ
ん

死
の
灰
の
ど
こ
か
で
原
爆
孤
児
が
泣
け
り

 

こ
れ
ら
の
句
に
前
書
き
・
連
作
タ
イ
ト
ル
は
施
さ
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
連
作
と
み

な
す
の
は
一
貫
し
て
孤
児
が
材
に
さ
れ
、
有
季
句
の
季
語
が
冬
に
統
一
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
理
由
だ
。
連
作
と
し
て
受
取
っ
て
不
自
然
で
は
な
い
。 

ま
ず
、
季
語
が
冬
に
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
。
一
般
に
「
夕
焼
」
「
晩

夏
」
と
い
っ
た
夏
の
季
語
は
、
ヒ
ロ
シ
マ
と
強
く
関
連
し
、
ま
た
想
起
さ
せ
る
の

で
『
広
島
』
中
に
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、
河
内
は
冬
の
季
語
を
選
択
し
、
夏
と

ヒ
ロ
シ
マ
の
接
続
を
ず
ら
す
。
こ
れ
は
、
夏
以
降
も
続
く
原
爆
の
被
害
を
読
み
手

に
想
像
さ
せ
る
働
き
を
持
つ
。
こ
の
工
夫
は
河
内
だ
け
で
な
く
、
他
の
作
者
の
原

爆
孤
児
の
句
に
も
見
ら
れ
る
。 

で
は
、
句
の
表
現
を
詳
細
に
見
る
。
目
を
引
く
の
は
、「
孤
児
に
ま
み
れ
」「
づ

づ
と
歪
む
孤
児
」
「
孤
児
が
ひ
ら
ひ
ら
す
る
」
「
盲
ひ
の
孤
児
は
地
を
嗅
ぎ
」
「
人

語
な
し
」
な
ど
、
例
え
ば
先
述
の
〈
流
燈
に
顔
重
ね
あ
ふ
孤
児
そ
の
兄
〉
と
は
温

度
差
の
あ
る
描
き
方
だ
。
む
し
ろ
、
孤
児
へ
の
差
別
的
な
視
線
さ
え
存
在
す
る
と

言
え
る
。
こ
れ
は
無
論
、
不
用
意
さ
が
招
い
た
表
現
で
は
な
く
、
彼
が
意
図
的
に

孤
児
を
突
き
放
す
表
現
を
選
び
、
健
気
さ
、
か
弱
さ
、
同
情
と
い
っ
た
典
型
的
な

「
原
爆
孤
児
の
物
語
」
を
排
し
、
子
供
を
消
費
す
る
書
き
手
や
読
者
に
対
す
る
ア

ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
描
写
を
試
み
て
い
る
こ
と
を
示
す
。 

例
と
し
て
〈
聖
母
マ
リ
ヤ
盲
ひ
の
孤
児
は
地
を
嗅
ぎ
ぬ
〉
と
〈
八
月
六
日
の
孤

児
相
倚
る
に
人
語
な
し
〉
に
注
目
す
る
。
前
句
、「
聖
母
マ
リ
ヤ
」
と
そ
の
前
で
地

に
這
い
つ
く
ば
る
盲
目
の
孤
児
の
対
照
的
な
有
様
は
、
ま
さ
に
神
の
不
在
を
思
わ

せ
る
。
こ
れ
は
永
井
隆
が
長
崎
・
浦
上
に
投
下
さ
れ
た
原
爆
に
つ
い
て
、
原
爆
を

神
の
仕
業
と
し
た
浦
上
燔
祭
説
八

へ
の
反
論
に
も
な
り
得
る
上
、
原
爆
は
「
誰
が
」

落
と
し
た
の
か
と
読
者
に
問
い
か
け
る
形
で
も
あ
る
。
「
聖
母
マ
リ
ヤ
」
は
孤
児

を
救
わ
な
い
。
孤
児
に
相
対
す
る
の
は
、
孤
児
を
困
難
に
陥
れ
た
、「
大
人
」
の
一

人
で
あ
る
主
体
だ
け
だ
。
孤
児
に
付
属
す
る
同
情
や
憐
み
の
物
語
を
用
い
ず
、
自

身
と
孤
児
の
間
の
埋
め
ら
れ
な
い
境
を
示
す
こ
と
で
、
か
え
っ
て
河
内
は
孤
児
に

限
り
な
く
近
づ
い
た
描
写
を
行
う
の
で
あ
る
。 

〈
八
月
六
日
の
孤
児
相
倚
る
に
人
語
な
し
〉
の
句
で
は
、
孤
児
は
「
人
語
」
を

剥
奪
さ
れ
、
よ
り
は
っ
き
り
と
主
体
・
読
み
手
と
孤
児
の
距
離
が
示
さ
れ
る
。「
人

語
」
は
単
に
話
し
声
を
指
す
意
味
も
あ
る
が
、
「
人
語
な
し
」
と
言
い
切
る
こ
こ

で
は
、
「
人
間
の
言
葉
」
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
河
内
は
カ
メ
ラ
の
ワ
ン
シ

ョ
ッ
ト
の
よ
う
に
こ
の
場
面
を
切
り
出
し
、
子
供
が
人
語
を
「
奪
わ
れ
た
」
存
在

だ
と
示
す
。
「
相
倚
る
」
人
語
を
持
た
な
い
子
供
た
ち
は
、
子
供
同
士
だ
け
に
通

じ
る
言
語
で
喋
っ
て
い
る
。
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
正
し
い
理
解
で
は
な
い
。
子
供

同
士
の
会
話
を
聞
き
取
れ
な
い
の
は
、
彼
ら
が
「
人
語
」
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
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で
は
な
く
、
河
内
を
は
じ
め
と
す
る
周
囲
こ
そ
が
彼
ら
の
声
を
遮
断
し
て
い
る
か

ら
だ
。
こ
の
句
の
訴
え
は
、「
原
爆
孤
児
」
に
「
人
語
な
し
」
と
冷
徹
に
差
別
し
て

き
た
側
へ
の
批
判
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
河
内
は
一
連
を
通
し
て
、
「
原
爆
孤
児
」
と
い
う
存
在
を
物
語

の
中
で
な
く
、
現
実
に
発
見
し
、
見
つ
め
、
連
作
に
し
て
い
る
。
最
終
句
〈
死
の

灰
の
ど
こ
か
で
原
爆
孤
児
が
泣
け
り
〉
で
は
、
「
原
爆
孤
児
」
が
泣
く
と
い
う
人

間
的
行
為
を
取
り
戻
し
て
い
る
一
方
で
、
孤
児
が
い
ま
だ
に
困
難
の
中
に
あ
る
こ

と
も
示
さ
れ
る
。
そ
の
困
難
と
は
「
死
の
灰
」
で
あ
り
、
五
五
年
当
時
の
文
脈
を

引
く
と
、
一
九
四
五
年
八
月
の
出
来
事
だ
け
で
は
な
く
、
第
五
福
竜
丸
事
件
ま
で

の
通
時
的
な
放
射
能
被
害
へ
の
ま
な
ざ
し
を
含
ん
だ
批
評
を
な
す
。 

と
こ
ろ
で
、
「
泣
く
」
と
い
う
安
直
な
動
詞
の
選
択
を
し
て
も
、
こ
の
句
が
通

時
的
な
批
評
性
を
獲
得
し
、
物
語
性
を
退
け
る
の
は
、
連
作
と
い
う
手
法
が
そ
れ

を
可
能
に
し
て
い
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
〈
死
の
灰
の
ど
こ
か
で
原
爆
孤
児
が
泣
け

り
〉
の
一
句
だ
け
が
提
示
さ
れ
れ
ば
、
読
み
手
は
河
内
が
巧
み
に
示
し
た
、
孤
児

が
人
間
性
を
剥
奪
さ
れ
て
い
く
様
子
を
体
験
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、「
ひ
ら
ひ
ら
」

と
漂
い
、「
地
を
嗅
」
ぎ
、「
人
語
」
を
無
く
し
、
広
島
の
地
に
「
め
ぐ
り
来
」
る

孤
児
を
発
見
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
泣
く
」
と
い
う
動
詞
だ

け
を
見
れ
ば
、
河
内
が
巧
妙
に
退
け
た
は
ず
の
「
物
語
」
を
句
の
解
釈
に
用
い
て

し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
原
爆
と
い
う
社
会
的
文
脈
や
、
連
作
間
の
句
の
関
係
性

あ
り
き
で
の
読
解
を
要
請
す
る
こ
れ
ら
の
句
の
引
用
に
対
し
て
は
、
そ
う
で
は
な

い
句
以
上
に
慎
重
な
姿
勢
が
要
求
さ
れ
る
。 

「
原
爆
孤
児
」
の
表
象
に
も
、「
原
爆
乙
女
」
と
同
じ
く
た
だ
既
存
の
物
語
を
強

化
す
る
に
留
ま
る
句
が
あ
っ
た
。
加
え
て
、「
乙
女
」
と
違
い
、「
原
爆
孤
児
」
と

し
て
年
齢
や
立
場
を
制
限
さ
れ
、
成
人
を
迎
え
る
こ
と
の
な
い
〝
子
供
〟
た
ち
は
、

短
詩
型
で
さ
え
声
を
上
げ
ら
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
、
『
広
島
』
に
孤
児

自
身
を
主
体
に
取
る
句
が
な
い
こ
と
が
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
『
広
島
』
の
中

に
は
、
永
遠
の
客
体
と
も
言
え
る
よ
う
な
存
在
に
留
ま
る
彼
ら
の
表
象
を
転
換
す

る
試
み
が
あ
っ
た
。
そ
の
試
み
は
、
句
と
し
て
過
剰
な
ま
で
に
「
孤
児
」
を
他
者

と
し
て
表
現
し
、
境
を
示
す
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
句
は
、
読
み
手
に
「
孤
児

を
客
体
と
し
て
み
る
自
身
」
を
意
識
さ
せ
、
こ
れ
ま
で
の
読
み
に
用
い
ら
れ
て
き

た
「
孤
児
の
物
語
」
を
拒
否
す
る
こ
と
を
達
成
し
た
。
だ
が
、
河
内
俊
成
に
よ
る

こ
の
試
み
は
、
一
句
独
立
の
読
み
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
連
作
が

作
り
出
す
句
の
間
の
作
用
が
重
要
で
あ
る
。
ゆ
え
に
河
内
の
試
み
は
、
後
世
の
現

時
点
に
至
り
、
そ
の
句
を
読
む
姿
勢
と
と
も
に
、
当
時
の
原
爆
俳
句
を
引
き
継
い

で
い
く
立
場
と
し
て
の
読
み
手
の
姿
勢
を
も
問
い
か
け
る
も
の
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。 

 

四

総
括
と
今
後
の
課
題 

本
論
の
目
的
は
、
原
爆
俳
句
研
究
、
そ
し
て
社
会
的
な
出
来
事
を
テ
ー
マ
に
し

て
生
み
出
さ
れ
る
俳
句
創
作
の
研
究
に
資
す
る
た
め
、「
原
爆
乙
女
」「
原
爆
孤
児
」

を
句
材
と
し
た
俳
句
に
つ
い
て
、
①
こ
の
言
葉
を
詠
む
こ
と
そ
れ
自
体
が
孕
む
問

題
を
指
摘
し
つ
つ
、
②
当
時
こ
れ
ら
の
語
を
使
用
し
て
詠
ま
れ
た
句
が
達
成
し
た

原
爆
表
象
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
二
・
三
節
の
指
摘
に
よ
り
、
一

九
五
五
年
当
時
か
ら
、
そ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
い
た
「
原
爆
乙
女
」「
原
爆
孤
児
」

の
共
通
イ
メ
ー
ジ
を
強
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
相
対
化
し
よ
う
と
問
題
意

識
を
持
っ
て
い
た
作
品
を
発
見
出
来
た
。 

こ
れ
ら
の
言
葉
の
持
つ
共
通
イ
メ
ー
ジ
は
、
季
語
と
ま
っ
た
く
同
じ
役
割
を
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
五
五
年
、
広
島
に
拠
点
を
置
く
俳
句
結
社
の
「
夕
凪
」

に
『
広
島
』
の
書
評
を
寄
せ
た
藤
野
房
彦
は
、
「
句
集
広
島
に
於
け
る
無
季
俳
句

は
原
水
爆
へ
の
人
間
ら
し
い
抵
抗
が
、
季
の
役
目
を
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
持
つ
こ
と
が
つ
ま
り
俳
句
の
社
会
性
で
あ
る
。
」
と
、

特
に
「
原
爆
忌
」
を
季
語
の
よ
う
に
使
っ
た
無
季
の
俳
句
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
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九

。「
俳
句
の
社
会
性
」
に
つ
い
て
詳
細
は
述
べ
な
い
が
、
本
論
に
よ
り
、
こ
れ
ら

「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
、「
俳
句
の
社
会
性
」
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
得
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
原
爆
に
関
連
し
て
生
ま
れ
た
言
葉
を
俳
句
に
用
い
る
時
、
季
語
の

よ
う
に
固
着
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
凭
れ
て
使
う
こ
と
は
有
効
で
な
く
、
む
し
ろ
季
語

と
異
な
り
、
常
に
意
味
合
い
を
問
い
直
す
そ
の
営
み
そ
の
も
の
を
ど
う
俳
句
に
お

こ
し
て
い
く
か
が
重
要
だ
。 

原
爆
俳
句
研
究
と
し
て
の
今
後
の
課
題
は
、「
原
爆
乙
女
」「
原
爆
孤
児
」
と
い

っ
た
特
徴
的
な
語
を
使
う
言
葉
を
用
い
る
原
爆
俳
句
を
検
証
す
る
こ
と
に
加
え
、

よ
り
広
範
な
原
爆
俳
句
に
対
し
て
十

、
原
爆
表
象
が
ど
の
よ
う
に
営
ま
れ
て
き
た

の
か
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。 

原
爆
俳
句
は
、
原
爆
と
い
う
対
象
を
描
く
た
め
の
形
式
と
し
て
俳
句
を
選
択
し

た
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
俳
句
に
よ
っ
て
原
爆
を
描
く
こ
と
は
、
原
爆

表
象
の
多
様
な
形
式
と
い
う
面
だ
け
で
な
く
、
俳
句
形
式
そ
の
も
の
へ
迫
っ
て
い

く
こ
と
に
も
示
唆
的
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
語
の
共
通
イ
メ
ー
ジ
、
そ
し
て
連
作

と
い
う
方
法
の
特
性
を
読
解
し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
韻
律
や
定
型
・
非
定
型

と
い
っ
た
視
点
が
考
え
ら
れ
る
。
今
後
は
、
こ
う
し
た
俳
句
の
特
性
を
問
い
直
す

た
め
に
、
引
き
続
き
社
会
的
な
事
象
を
詠
ん
だ
俳
句
に
つ
い
て
、
研
究
を
進
め
た

い
。 

 

注一
、
二
〇
〇
五
年
十
月
二
十
日
、
広
島
の
地
方
俳
句
結
社
「
廻
廊
」
が
中
心
と
な
っ
て
復
刻

版
を
発
行
。

二
、
中
谷
い
ず
み
「
原
爆
乙
女
」
『
〈
原
爆
〉
を
読
む
文
化
事
典
』
二
八
一
頁
。

三
、
同
右
。

四
、
同
右
、
二
八
二
頁
。

五
、
高
橋
由
貴
「
原
爆
孤
児
」
『
〈
原
爆
〉
を
読
む
文
化
事
典
』
二
七
六
頁
。

六
、
同
右
、
二
七
八
頁
。

七
、
本
句
集
の
中
で
最
年
少
は
行
徳
功
子
、
十
歳
の
遺
作
〈
蝉
鳴
く
な
正
信
ち
や
ん
を
思
ひ

出
す
〉
で
あ
る
。
他
の
投
句
者
の
年
齢
は
不
明
。

八
、
川
口
隆
行
「
「
浦
上
燔
祭
説
」
の
歴
史
と
現
在
」『
〈
原
爆
〉
を
読
む
文
化
事
典
』
二
一

頁
。長

崎
・
浦
上
地
区
に
投
下
さ
れ
た
原
爆
の
被
害
と
差
別
に
苦
し
む
キ
リ
ス
ト
教
信

者
に
、
同
じ
く
被
爆
者
の
永
井
隆
が
説
い
た
「
原
爆
は
神
に
よ
る
御
摂
理
で
あ
り
、

戦
争
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
必
要
な
羔
と
し
て
浦
上
の
人
々
が
選
ば
れ
た
の
だ
」
と

い
う
旨
の
言
葉
を
指
す
。
こ
の
言
説
は
、
早
く
か
ら
詩
人
・
山
田
か
ん
に
よ
っ
て
批

判
さ
れ
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
高
橋
眞
司
に
よ
っ
て
批
判
的
に
「
浦
上
燔
祭
説
」

と
名
付
け
ら
れ
る
。

九
、
藤
野
房
彦
「
金
子
兜
太
の
「
季
の
駆
使
」
に
ふ
れ
て―

句
集
「
広
島
」
の
無
季
俳
句―

」

『
夕
凪
』
（
夕
凪
社
（
一
九
五
五
・
十
一
）
）
八

九
頁
。

十
、
原
爆
俳
句
は
、
稿
中
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、「
原
爆
俳
句
」
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の

が
句
集
『
広
島
』『
長
崎
』
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
、
そ
れ
以
前

か
ら
原
爆
を
題
材
に
し
た
俳
句
は
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
も
八
月
か
ら
十
月
に

か
け
て
（
こ
れ
は
、
投
句
と
掲
載
の
時
差
に
よ
る
）
原
爆
を
題
材
に
し
た
俳
句
は
多
く

読
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
間
的
な
ス
パ
ン
の
幅
や
、「
原
爆
乙
女
」「
原
爆
孤
児
」

と
い
っ
た
と
あ
る
特
定
の
言
葉
に
よ
っ
て
「
原
爆
俳
句
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の

で
は
な
く
、
一
句
全
体
と
し
て
「
原
爆
表
象
」
を
ほ
の
め
か
す
よ
う
な
句
に
対
し
て
、

今
後
の
考
察
が
重
要
に
な
る
。

参
考
・
引
用
文
献

句
集
広
島
刊
行
会
編
『
広
島
』
近
藤
書
店
（
一
九
五
五
・
八
）

句
集
長
崎
刊
行
委
員
会
編
『
長
崎
』
平
和
教
育
研
究
集
会
事
務
局
（
一
九
五
五
・

八
）
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川
口
隆
行
『
原
爆
文
学
と
い
う
問
題
領
域
』
創
言
社
（
二
〇
〇
八
）

川
口
隆
行
編
著
『
〈
原
爆
〉
を
読
む
文
化
事
典
』
青
弓
社
（
二
〇
一
七
）

豊
田
清
史
『
原
爆
文
献
誌
』
郁
文
社
（
一
九
七
一
）

栗
林
農
夫
「
句
集
「
広
島
」
と
「
長
崎
」
を
よ
ん
で…

…

平
和
と
俳
句
の
た
め
に

大
き
な
貢
献…

…

」
『
俳
句
人
』
（
一
九
五
五
・
十
一
）

蚤
野
直
根
「
原
爆
俳
句
に
つ
い
て
」
『
夕
凪
』
（
一
九
五
三
・
四
）
六‐

七
頁

藤
野
房
彦
「
原
爆
句
集
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」『
俳
句
研
究
』
俳
句
研
究
社
（
一
九

五
五
・
一
）
一
二
九

一
三
〇
頁

藤
野
房
彦
「
金
子
兜
太
の
「
季
の
駆
使
」
に
ふ
れ
て―

句
集
「
広
島
」
の
無
季
俳

句―

」
『
夕
凪
』
（
夕
凪
社
（
一
九
五
五
・
十
一
）
）
八

九
頁

（
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
一
年
） 


