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鷺
沢
萠
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
論―

語
り
と
言
語
に
注
目
し
て―

 

  
 

坂 

口 

綾 

香 
 

 
  

一 

は
じ
め
に 

鷺
沢
萠
（
一
九
六
八
～
二
〇
〇
四
）
は
一
九
八
七
年
に
「
川
べ
り
の
道
」
を

執
筆
し
、
文
學
界
新
人
賞
を
当
時
最
年
少
で
受
賞
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
作
家
で

あ
る
。
そ
の
後
に
刊
行
し
た
単
行
本
『
少
年
た
ち
の
終
わ
ら
な
い
夜
』
、
『
帰
れ

ぬ
人
び
と
』
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
。「
ほ
お
ず
き
の
花
束
」
、「
指
」
な
ど

中
学
校
や
高
等
学
校
の
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
も
複
数
あ
る
１

。 

鷺
沢
は
、
後
に
泉
鏡
花
賞
を
受
賞
し
た
「
駆
け
る
少
年
」
を
執
筆
す
る
た
め

の
資
料
を
探
し
て
い
た
一
九
八
九
年
に
、
自
身
の
戸
籍
か
ら
父
方
の
祖
母
が
朝

鮮
半
島
出
身
者
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
し
て
一
九
九
三
年
一
月
か
ら
、
韓
国

語
を
学
ぶ
た
め
半
年
間
韓
国
に
留
学
を
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
出
来
事
を
主

な
内
容
と
し
て
い
る
の
が
エ
ッ
セ
イ
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』（
新
潮
社
、

一
九
九
四
）
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
韓
国
で
の
学
友
と
の
交
流
、
日
韓

の
間
で
の
苛
立
ち
、
自
分
は
〈
僑
胞
〉
２

な
の
か
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
葛
藤
、
祖
母
と
父
と
「
わ
た
し
」
を
つ
な
ぐ
血
の
つ
な
が
り
な
ど
に
思
い
を

巡
ら
せ
た
「
韓
国
留
学
記
」
３

で
あ
る
。 

『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
二
〇
歳
を
過

ぎ
て
か
ら
「
朝
鮮
半
島
の
血
を
引
い
て
い
る
こ
と
を
知
」
４

っ
た
鷺
沢
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
た
び
た
び
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
朴
育
美
（
二
〇

一
一
）
は
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
語
り
を
縛
る
「
国
籍
＝
民
族
＝
血
と
い
う
日
本

社
会
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
」（
一
九
頁
）
５

に
注
目
し
、
語
り
に
働
い
て
い
る
力
学

を
明
ら
か
に
し
た
。
康
潤
伊
（
二
〇
一
三
）
は
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』

を
教
材
と
し
て
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
朴
論
に
応
答
し
、
「
「
日
本
人
」
と
「
僑

胞
」
を
自
在
に
使
い
分
け
て
い
く
」
鷺
沢
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ゆ
ら
ぎ
と
、

「
そ
の
ゆ
ら
ぎ
を
許
容
せ
ず
彼
女
を
「
本
質
的
に
」
規
定
し
よ
う
と
す
る
日
本

社
会
の
〈
力
学
〉
」（
二
三
二
頁
）
６

を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
平
田
由
美
（
二

〇
〇
五
）
は
言
語
使
用
の
観
点
か
ら
「
絶
え
ず
変
容
し
て
固
着
す
る
こ
と
の
な

い
わ
た
し
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
弁
ず
る
こ
と
の
で
き
る
、
不
純
で
不

完
全
な
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
言
語
の
可
能
性
」
（
一
九
四
頁
）
７

を
見
出
し
て
い
る
。 

以
上
の
先
行
論
は
、「
祖
母
だ
け
韓
国
人
」
と
い
う
「
名
づ
け
よ
う
の
な
い
血

を
持
っ
た
」
８

鷺
沢
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
そ
し
て
い
ず
れ
も
テ
ク
ス
ト
の
分
析
を
通
し
て
、
作
者
で
あ
る
鷺
沢
の
認

識
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

た
し
か
に
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
が
鷺
沢
の
「
極
私
的
留
学
記
」
９

と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鷺
沢
と
テ
ク
ス
ト
と
を
完
全
に
切
り
離

し
て
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
不
適
当
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
に
限
ら
ず
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
語
り

が
い
か
に
構
築
さ
れ
、
い
か
な
る
ア
ク
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
は
、
今
後
さ
ら
に
吟
味
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
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エ
ッ
セ
イ
で
語
ら
れ
て
い
る
韓
国
留
学
体
験
は
、
後
年
の
鷺
沢
の
創
作
に
大
き

な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
後
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
も

鷺
沢
は
韓
国
留
学
時
の
こ
と
に
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
る
し
１
０

、
「
在
日
韓
国

人
三
世
」
を
描
い
た
鷺
沢
の
小
説
へ
の
影
響
１
１

も
見
過
ご
せ
な
い
。 

 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
と
り
わ
け
語
り
と
言
語
の
観
点
か
ら
『
ケ
ナ
リ
も
花
、

サ
ク
ラ
も
花
』
の
テ
ク
ス
ト
分
析
を
行
い
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
本
テ
ク
ス
ト
の

特
質
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
こ
と
を
通
し
て
、
鷺
沢
萠
と
そ
の
テ

ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
研
究
の
足
場
を
築
き
た
い
。 

以
下
、
本
稿
に
お
け
る
本
文
引
用
は
す
べ
て
鷺
沢
萠
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク

ラ
も
花
』（
新
潮
社
、
一
九
九
四
）
に
拠
っ
た
。
ま
た
引
用
文
中
の
傍
線
は
執
筆

者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

二 

「
現
在
進
行
形
」
の
語
り 

『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
に
お
け
る
語
り
の
特
徴
と
は
何
か
。
い
く

つ
か
の
先
行
論
で
は
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
語
り
の
ゆ
ら
ぎ
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。 た

と
え
ば
平
田
（
二
〇
〇
五
）
は
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
鷺
沢
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
の
変
容
と
「
語
学
留
学
生
と
し
て
の
半
年
間
を
過
ご
し
た
ソ
ウ
ル
の

日
々
の
中
で
書
き
起
こ
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
書
き
送
ら
れ
た
、
同
時
進
行
的
な
テ

ク
ス
ト
」（
一
七
〇
頁
）
と
の
つ
な
が
り
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
平
田
論
で

は
「
同
時
進
行
的
な
テ
ク
ス
ト
」
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
踏
み
込
ん
だ
分
析
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。
康
潤
伊
（
二
〇
一
六
）
１
２

も
「
「
僑
胞
」
と
「
日
本
人
」
と

い
う
二
つ
の
立
場
を
使
い
分
け
た
結
果
、
無
名
性
を
引
き
受
け
る
地
点
に
至
っ

た
と
い
う
一
連
の
過
程
を
析
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
一
四
五
頁
）
と
、
テ
ク

ス
ト
か
ら
読
み
取
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
語
り
の
ゆ
ら
ぎ
を
指
摘
し
て
い

る
。
し
か
し
、
平
田
（
二
〇
〇
五
）
が
示
し
た
「
同
時
進
行
的
な
テ
ク
ス
ト
」

に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。 

「
同
時
進
行
的
な
テ
ク
ス
ト
」
と
は
、『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
の
初

出
に
関
わ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
特
徴
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
テ
ク
ス
ト
の
初
出

に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。 

『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
の
第
一
章
か
ら
第
八
章
は
、
雑
誌
『
小
説

新
潮
』（
新
潮
社
）
の
一
九
九
三
年
三
月
号
～
一
一
月
号
（
六
月
号
は
休
載
）
に

連
載
さ
れ
た
「
ウ
リ
ナ
ラ
日
記
」
１
３

が
元
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
加
え
て
、

雑
誌
『
波
』（
新
潮
社
）
の
一
九
九
三
年
一
月
号
に
て
発
表
さ
れ
た
「
コ
ン
ブ
ハ

ゲ
ッ
ソ
ヨ
（
勉
強
し
ま
す
）
」
を
序
章
に
、
さ
ら
に
書
き
下
ろ
し
の
エ
ッ
セ
イ
を

終
章
に
し
た
も
の
が
、
単
行
本
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
で
あ
る
１
４

。 

こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
成
立
の
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ

れ
て
い
る
語
り
の
ゆ
ら
ぎ
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
鷺
沢
の
留
学
と

平
行
し
た
「
現
在
進
行
形
」
１
５

の
テ
ク
ス
ト
に
関
し
て
、
さ
ら
な
る
検
討
の
余

地
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

そ
こ
で
以
下
で
は
「
ウ
リ
ナ
ラ
日
記
」（
以
下
、
本
稿
で
は
「
初
出
」
と
す
る
）

と
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
（
以
下
、
本
稿
で
は
『
単
行
本
』
と
す
る
）

双
方
に
焦
点
を
当
て
る
。
ま
ず
「
初
出
」
に
お
け
る
「
現
在
進
行
形
」
の
語
り

に
つ
い
て
分
析
し
た
の
ち
、「
初
出
」
と
『
単
行
本
』
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
テ

ク
ス
ト
に
存
在
す
る
語
り
直
し
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
テ
ク
ス
ト

に
お
け
る
語
り
の
ゆ
ら
ぎ
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
し
た

い
。
そ
れ
は
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
鷺
沢
の
ア
ク
シ
ョ
ン
の
一
端
を
読
み
取
る
こ
と

に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。 

ま
ず
「
初
出
」
に
お
け
る
「
現
在
進
行
形
」
の
語
り
に
つ
い
て
論
じ
る
。
序

章
か
ら
終
章
ま
で
の
テ
ク
ス
ト
が
最
初
か
ら
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
『
単

行
本
』
だ
け
を
見
る
と
わ
か
り
に
く
い
が
、「
初
出
」
の
発
表
形
態
に
注
目
す
る

こ
と
で
、
そ
の
語
り
の
特
徴
が
明
確
に
な
る
。 
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鷺
沢
の
韓
国
留
学
の
期
間
は
、
一
九
九
三
年
一
月
か
ら
六
月
ま
で
の
半
年
間

で
あ
る
。「
初
出
」
は
そ
の
留
学
と
平
行
し
な
が
ら
、
一
九
九
三
年
三
月
か
ら
一

一
月
ま
で
毎
月
（
六
月
は
除
く
）
連
載
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
初
出
」
の

テ
ク
ス
ト
は
鷺
沢
の
韓
国
留
学
と
同
時
期
に
、
一
カ
月
ず
つ
語
り
の
現
在
を
更

新
し
な
が
ら
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

そ
の
よ
う
な
語
り
は
、
た
と
え
ば
留
学
に
ま
つ
わ
る
す
べ
て
の
出
来
事
が
終

わ
っ
た
時
点
に
語
り
の
現
在
を
設
定
し
、
留
学
時
の
出
来
事
を
振
り
返
っ
て
語

る
よ
う
な
語
り
の
形
式
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

留
学
後
に
語
り
の
現
在
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
留
学
を
振
り
返
る
形
式
の
語
り

の
場
合
、
語
り
の
現
在
は
留
学
後
と
い
う
一
点
に
ほ
ぼ
固
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
そ
の
一
点
を
基
点
に
留
学
と
い
う
過
去
の
出
来
事
を
意
味
付
け
な
が

ら
語
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
語
り
に
は
、
あ
る
程
度
の
一
貫

性
を
保
障
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
「
初
出
」
で
は
、
連
載
と
い
う
形
態
ゆ
え
に
一
カ
月
ご
と
に
語
り
の

現
在
が
更
新
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
語
り
の
場
合
、
留
学
を
通
し
て
時
々

刻
々
と
変
化
す
る
作
者
鷺
沢
の
心
境
が
、
一
話
（
『
単
行
本
』
で
い
う
と
一
章
）

ご
と
に
テ
ク
ス
ト
に
反
映
さ
れ
得
る
。
結
果
的
に
、
そ
の
よ
う
な
語
り
に
一
貫

性
は
必
ず
し
も
保
障
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
「
初
出
」
の
テ
ク
ス

ト
の
語
り
は
「
現
在
進
行
形
」
だ
と
い
え
る
。 

 三 

「
初
出
」
と
『
単
行
本
』
に
お
け
る
タ
イ
ト
ル
の
差
異 

こ
こ
か
ら
は
前
節
で
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
初
出
」
と
『
単
行
本
』

の
間
の
差
異
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検
討
に
入
る
。 

ま
ず
、「
初
出
」
と
『
単
行
本
』
に
お
け
る
タ
イ
ト
ル
の
付
さ
れ
方
の
違
い
に

つ
い
て
考
え
る
。 

「
初
出
」
の
「
ウ
リ
ナ
ラ
日
記
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
連
載
の
初
回
で
あ

る
一
九
九
三
年
三
月
に
、
第
一
話
の
テ
ク
ス
ト
と
と
も
に
『
小
説
新
潮
』
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
タ
イ
ト
ル
が
少
な
く
と
も
一
九
九
三
年

三
月
ま
で
に
は
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鷺
沢
の
帰
国
が
一
九
九
三

年
六
月
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
ウ
リ
ナ
ラ
日
記
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、

少
な
く
と
も
一
九
九
三
年
三
月
以
前
、
つ
ま
り
鷺
沢
の
留
学
の
最
中
あ
る
い
は

そ
れ
以
前
に
付
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
加
え
て
最
終
話
で
あ
る
第
八
話
の

掲
載
が
同
年
一
一
月
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
ウ
リ
ナ
ラ
日
記
」
と
は
後

に
『
単
行
本
』
に
収
録
さ
れ
る
第
一
話
か
ら
第
八
話
ま
で
の
テ
ク
ス
ト
全
体
に

先
立
っ
て
付
さ
れ
た
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。 

で
は
、
『
単
行
本
』
の
タ
イ
ト
ル
は
ど
の
よ
う
に
付
さ
れ
た
の
か
。 

鷺
沢
の
「
日
記
風
エ
ッ
セ
イ
集
」
で
あ
る
『
月
刊
サ
ギ
サ
ワ
』
１
６

に
は
、『
単

行
本
』
に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
「
初
出
」
連
載
中
の
一
九
九
三

年
一
〇
月
の
時
点
で
は
「
『
ウ
リ
ナ
ラ
日
記
』
の
単
行
本
用
の
ゲ
ラ
」
（
一
七
五

頁
）
と
い
う
言
葉
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
で
は
ま

だ
『
単
行
本
』
の
タ
イ
ト
ル
が
未
定
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。 

し
か
し
、
「
ウ
リ
ナ
ラ
日
記
」
の
連
載
が
終
了
し
た
同
年
一
二
月
に
は
、
「
二

月
発
行
予
定
の
拙
著
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
」
（
一
九
六
頁
）
と
い
う

形
で
『
単
行
本
』
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
ウ
リ
ナ
ラ
日
記
」

か
ら
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
へ
の
タ
イ
ト
ル
の
変
更
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
つ
ま
り
『
単
行
本
』
の
タ
イ
ト
ル
は
「
初
出
」
と
は
異
な
り
、
韓
国

留
学
を
通
し
て
生
ま
れ
た
す
べ
て
の
テ
ク
ス
ト
を
踏
ま
え
、
留
学
終
了
後
に
語

り
の
現
在
を
置
い
て
付
さ
れ
た
タ
イ
ト
ル
だ
と
い
え
る
。 

鷺
沢
は
『
単
行
本
』
の
「
新
刊
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
に
お
い
て
、
タ
イ
ト
ル
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

 

滞
在
中
に
色
々
な
も
の
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
自
分
と
イ
メ
ー
ジ
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が
重
な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
し
、
日
本
人
と
か
韓
国
人
と
か
い

っ
た
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
は
や
め
よ
う
、
と
い
っ
た
気
持
ち
や
い
ろ
ん
な

も
の
が
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
は
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
１
７ 

  

こ
こ
か
ら
、『
単
行
本
』
の
タ
イ
ト
ル
の
特
徴
の
一
つ
が
、
留
学
後
の
鷺
沢
の

心
境
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
、
タ
イ
ト
ル
が
「
初

出
」
連
載
終
了
後
に
付
け
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
特
徴
だ
と
い
え
る
１
８

。 

 

四 

「
初
出
」
と
『
単
行
本
』
に
お
け
る
本
文
異
同 

こ
こ
か
ら
は
、「
初
出
」
と
『
単
行
本
』
の
間
に
存
在
す
る
本
文
異
同
、
す
な

わ
ち
語
り
直
し
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

「
初
出
」
で
の
第
一
話
か
ら
第
八
話
は
、『
単
行
本
』
の
第
一
章
か
ら
第
八
章

に
対
応
す
る
。
そ
こ
に
は
助
詞
の
変
化
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
追
加
が
い
く
つ
か
見

ら
れ
る
も
の
の
、
大
筋
の
と
こ
ろ
で
「
初
出
」
か
ら
の
大
き
な
変
更
は
見
ら
れ

な
い
。
し
か
し
何
箇
所
か
、
語
り
の
内
容
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
少
な
か
ら
ず
変
化

を
与
え
る
語
り
直
し
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
例
を
挙
げ
て
検
討
す

る
。 一

つ
目
は
第
一
章
に
お
け
る
、
「
こ
と
ば
」
に
関
す
る
語
り
で
あ
る
。 

 「
ウ
リ
ナ
ラ
日
記
」
第
一
話 

「
ま
た
い
た
だ
き
ま
ー
す
て
、
や
っ
て
や
あ
」 

瞬
間
そ
の
意
味
が
摑
め
な
か
っ
た
わ
た
し
だ
が
、
す
ぐ
に
判
っ
て
思
わ

ず
に
や
っ
と
し
た
。
人
と
人
と
の
あ
い
だ
に
は
、
必
ず
こ
と
ば
が
媒
体
と

し
て
存
在
す
る
。
こ
と
ば
は
、
人
間
が
最
初
に
手
に
入
れ
、
最
後
ま
で
有

効
な
た
っ
た
ひ
と
つ
の
道
具
で
あ
る
。 

（
三
月
号
・
二
八
二
頁
） 

 

『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
第
一
章 

「
ま
た
い
た
だ
き
ま
ー
す
て
、
や
っ
て
や
あ
」 

瞬
間
そ
の
意
味
が
摑
め
な
か
っ
た
わ
た
し
だ
が
、
す
ぐ
に
判
っ
て
思
わ

ず
に
や
っ
と
し
た
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
で
も
、
人
と
人
は
つ
な
が
っ
て
い

け
る
も
の
な
の
だ
。 

こ
と
ば
は
、
そ
の
た
め
の
道
具
だ
と
わ
た
し
は
思
う
。
人
と
人
を
つ
な

ぐ
た
め
の
、
こ
れ
以
上
は
な
い
く
ら
い
に
素
敵
な
道
具
だ
。
け
れ
ど
い
く

ら
素
敵
な
道
具
で
も
、
道
具
は
道
具
で
、
そ
れ
以
上
の
も
の
に
も
そ
れ
以

下
の
も
の
に
も
な
り
得
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
に
対
し
て
は
真
剣
に
向
き
あ

わ
な
い
と
い
け
な
い
し
、
他
の
こ
と
の
た
め
に
は
絶
対
に
使
っ
て
ほ
し
く

な
い
の
だ
。 

（
三
五-

三
六
頁
） 

 

こ
の
よ
う
に
、「
初
出
」
で
の
「
こ
と
ば
は
、
人
間
が
最
初
に
手
に
入
れ
、
最

後
ま
で
有
効
な
た
っ
た
ひ
と
つ
の
道
具
で
あ
る
」
と
い
う
語
り
は
単
行
本
化
に

あ
た
っ
て
大
き
く
変
更
さ
れ
て
い
る
。
最
も
大
き
な
変
化
は
、
言
語
に
「
人
と

人
を
つ
な
ぐ
」
と
い
う
用
途
を
見
出
し
、
そ
の
扱
い
方
に
注
意
を
向
け
て
い
る

点
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
韓
国
語
を
話
せ
な
い
人
に
向
か
っ
て
「
こ
こ
は
韓

国
な
の
だ
か
ら
韓
国
語
で
話
せ
」
と
言
っ
た
り
１
９

、
あ
る
言
語
の
話
者
が
非
母

語
話
者
の
「
完
璧
で
は
な
い
」
言
語
を
笑
っ
た
り
２
０

す
る
よ
う
な
、
排
他
的
で

抑
圧
的
な
言
語
観
へ
の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
言
語
に
関

す
る
議
論
は
本
稿
第
六
節
で
ま
た
詳
し
く
扱
う
。 

二
つ
目
は
、『
単
行
本
』
と
同
じ
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
第
七
章
に
お
け
る
語
り
で

あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
以
下
に
引
用
す
る
。 
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「
ウ
リ
ナ
ラ
日
記
」
第
七
話 

部
屋
に
戻
っ
て
、
受
け
取
っ
た
雑
誌
を
め
く
っ
た
。
満
開
の
「
ケ
ナ
リ
」

を
背
景
に
立
っ
て
い
る
わ
た
し
の
写
真
が
あ
っ
た
。
ケ
ナ
リ
の
さ
ら
に
む

こ
う
側
に
は
、
ぼ
ん
や
り
と
白
っ
ぽ
い
花
も
写
っ
て
い
る
。
春
ら
し
く
て

い
い
写
真
だ
っ
た
が
、
し
か
し
肥
え
た
な
あ
、
あ
た
し…

…

、
な
ど
と
考

え
、
ぶ
つ
ぶ
つ
言
い
な
が
ら
懸
命
に
ハ
ン
グ
ル
文
字
を
追
っ
て
い
た
と
き
、

わ
た
し
は
思
わ
ず
声
を
あ
げ
た
。 

写
真
の
下
に
付
い
た
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。 

―
―

鷺
沢
萠
は
、
私
た
ち
の
国
が
愛
す
る
花
、
ケ
ナ
リ
の
名
前
を
訊
ね

た
。
盛
り
の
季
節
の
ケ
ナ
リ
の
む
こ
う
で
は
、
サ
ク
ラ
の
花
も
美
し
く
咲

い
て
い
る
の
が
見
え
る
。 

 
 

 

う
わ
あ…

…

、
と
思
っ
た
。
ス
ヨ
ン
が
書
い
た
の
だ
、
と
思
っ
た
。 

（
一
〇
月
号
・
三
〇
九-

三
一
〇
頁
） 

 

『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
第
七
章 

部
屋
に
戻
っ
て
、
受
け
取
っ
た
雑
誌
を
め
く
っ
た
。
た
ま
た
ま
友
だ
ち

が
遊
び
に
き
て
、
わ
た
し
よ
り
数
倍
韓
国
語
の
上
手
い
彼
に
「
○×

っ
て

ど
う
い
う
意
味
で
し
た
っ
け
ー
」
な
ど
と
何
度
も
訊
き
な
が
ら
、
雑
誌
の

上
に
整
然
と
並
ん
だ
ハ
ン
グ
ル
文
字
を
懸
命
に
追
っ
て
み
た
。
満
開
の
「
ケ

ナ
リ
」
を
背
景
に
立
っ
て
い
る
わ
た
し
の
写
真
が
あ
る
。
ケ
ナ
リ
の
さ
ら

に
む
こ
う
側
に
は
、
ぼ
ん
や
り
と
白
い
花
も
写
っ
て
い
る
。
春
ら
し
く
て

い
い
写
真
だ
っ
た
が
、
渡
韓
後
の
自
分
の
あ
ま
り
の
肥
え
よ
う
に
ぶ
つ
ぶ

つ
文
句
を
言
っ
て
い
る
と
き
、
友
だ
ち
の
ほ
う
が
わ
た
し
よ
り
先
に
そ
の

数
行
に
気
付
い
た
。 

「
こ
こ
読
ん
だ
？
」 

彼
は
そ
う
言
い
な
が
ら
、
そ
の
数
行
を
指
で
押
さ
え
た
。
写
真
の
下
に

付
い
た
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。 

―
―

鷺
沢
萠
は
、
私
た
ち
の
国
が
愛
す
る
花
、
ケ
ナ
リ
の
名
前
を
訊
ね

た
。
盛
り
の
季
節
の
ケ
ナ
リ
の
む
こ
う
で
は
、
サ
ク
ラ
の
花
も
美
し
く
咲

い
て
い
る
の
が
見
え
る
。 

 
 

 

あ
ッ…

…

、
と
声
を
洩
ら
し
た
わ
た
し
の
横
で
、
友
だ
ち
は
に
や
っ
と

笑
い
、
そ
し
て
言
っ
た
。 

「
え
え
こ
と
書
い
て
あ
る
や
ん
」 

「
う
ん…

…

」 

ス
ヨ
ン
が
書
い
た
の
だ
、
と
思
っ
た
。 

（
一
五
一-

一
五
二
頁
） 

 

こ
こ
で
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、「
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
」
を
発
見
す
る
状
況
の
差

異
で
あ
る
。「
初
出
」
で
は
鷺
沢
が
自
分
で
「
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
」
に
気
づ
く
。
し

か
し
『
単
行
本
』
に
お
い
て
は
、「
初
出
」
で
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
「
友
だ

ち
」
が
登
場
し
、
そ
の
「
友
だ
ち
」
の
指
摘
に
よ
っ
て
「
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
」
に

気
づ
く
。
さ
ら
に
「
初
出
」
で
鷺
沢
は
自
分
が
「
肥
え
た
」
こ
と
を
考
え
て
「
ぶ

つ
ぶ
つ
言
い
」
な
が
ら
も
「
懸
命
に
」
雑
誌
を
読
ん
で
い
た
の
に
対
し
て
、『
単

行
本
』
で
は
、
鷺
沢
が
「
自
分
の
あ
ま
り
の
肥
え
よ
う
に
ぶ
つ
ぶ
つ
文
句
を
言
」

っ
て
い
た
と
き
、「
友
だ
ち
」
が
先
に
「
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
」
に
気
づ
い
た
と
語
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
単
行
本
』
で
の
「
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
」
の
発
見
は
、
「
友

だ
ち
」
と
い
う
第
三
者
の
指
摘
に
よ
る
思
い
が
け
な
い
も
の
と
し
て
語
り
直
さ

れ
て
い
る
。 

次
に
指
摘
で
き
る
の
は
、「
初
出
」
で
は
「
白
っ
ぽ
い
花
」
と
さ
れ
て
い
た
「
サ

ク
ラ
の
花
」
の
描
写
が
、『
単
行
本
』
で
は
「
白
い
花
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
初
出
」
で
は
色
す
ら
も
よ
く
見
え
て
な
か
っ
た
「
サ
ク

ラ
の
花
」
が
、
『
単
行
本
』
で
よ
り
鮮
明
に
描
か
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。



6（     ）
 

こ
の
よ
う
な
「
サ
ク
ラ
」
の
強
調
は
、『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
と
い
う

『
単
行
本
』
の
タ
イ
ト
ル
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は

「
初
出
」
か
ら
『
単
行
本
』
に
至
る
際
に
行
わ
れ
た
重
要
な
語
り
直
し
を
含
ん

で
い
る
。 

こ
こ
ま
で
に
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
の

テ
ク
ス
ト
は
、
語
り
の
現
在
が
一
カ
月
ご
と
に
更
新
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味

で
「
現
在
進
行
形
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
連
載
と
い
う
「
初
出
」
の
発
表
形
態

が
生
み
出
し
た
語
り
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に

は
「
初
出
」
か
ら
『
単
行
本
』
へ
の
流
れ
に
起
因
す
る
、
複
数
の
レ
ベ
ル
の
語

り
直
し
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
平
田
（
二
〇
〇
五
）
や
康
（
二
〇

一
六
）
が
指
摘
す
る
、
語
り
の
ゆ
ら
ぎ
の
一
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

五 

読
み
手
に
対
す
る
意
識 

前
節
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
い
え
る
の
は
、『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』

は
必
ず
し
も
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
語
っ
た
エ
ッ
セ
イ
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
こ
に
は
、
読
み
手
に
対
し
て
テ
ク
ス
ト
を
い
か
に
提
示
す
る
か
と
い

う
こ
と
へ
の
意
識
の
表
れ
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。 

以
下
に
示
す
の
は
、
第
四
章
の
語
り
で
あ
る
。 

 

正
直
に
い
え
ば
、
も
う
書
き
た
く
な
い
な
あ
、
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
国
に
つ
い
て
書
く
こ
と
に
も
、
書
い
た
こ
と
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
言

わ
れ
る
の
に
も
、
結
構
疲
れ
て
き
て
い
る
。
か
と
い
っ
て
わ
た
し
は
読
者

を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
全
然
な
く
、
た
だ
自
分
が
書
き
い
い
よ
う
に
、

気
持
ち
い
い
よ
う
に
書
い
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。 

（
八
九
頁
） 

 

こ
こ
か
ら
は
、
「
読
者
を
想
定
」
せ
ず
、
「
書
き
い
い
よ
う
に
、
気
持
ち
い
い

よ
う
に
書
い
て
い
る
」
と
い
う
語
り
の
ス
タ
ン
ス
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
そ

の
よ
う
な
語
り
の
一
方
で
、
テ
ク
ス
ト
に
は
言
葉
の
受
け
手
で
あ
る
読
者
を
想

定
し
て
働
き
か
け
て
い
く
よ
う
な
語
り
も
存
在
す
る
。
本
節
で
は
そ
の
両
面
に

着
目
し
て
、
語
り
か
ら
窺
え
る
、
読
み
手
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
さ
ら
に
考

察
を
進
め
る
。 

ま
ず
は
、
読
者
を
意
識
し
て
い
な
い
と
語
る
語
り
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
鷺

沢
は
雑
誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
に
つ
い
て
、

「
た
だ
ひ
た
す
ら
私
の
個
人
的
な
主
観
を
書
き
連
ね
た
こ
の
本
」
２
１

と
述
べ
て

い
る
。
こ
の
語
り
で
は
、
鷺
沢
が
語
り
た
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
、
テ

ク
ス
ト
の
個
人
的
な
語
り
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。 

た
と
え
ば
「
自
分
が
望
ん
で
来
た
国
で
、
自
分
が
望
ん
で
書
い
て
い
る
」（
第

四
章
）
と
い
う
語
り
や
、「
そ
の
嬉
し
さ
と
、
ス
ヨ
ン
と
い
う
わ
た
し
と
同
い
年

の
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な
女
性
の
こ
と
を
話
し
た
か
っ
た
だ
け
な
の
だ
」
（
第
七
章
）

と
い
う
語
り
も
、『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
が
読
み
手
を
意
識
し
て
語
ら

れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
鷺
沢
の
書
き
た
い
、
話
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
に

従
っ
て
生
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
よ

う
な
個
人
的
な
語
り
は
、「
こ
こ
か
ら
は
わ
た
し
の
個
人
的
な
考
え
だ
が
」
と
わ

ざ
わ
ざ
断
っ
て
か
ら
な
さ
れ
る
語
り
や
、
「
サ
ワ
サ
ワ
が
来
た
」
（
序
章
）
、
「
捨

て
身
の
ヤ
ツ
」（
第
四
章
）
、「
あ
ら
、
、
熱、
が
取
れ
る
」（
第
四
章
、
傍
点
原
文
マ
マ
）

な
ど
の
鷺
沢
独
自
の
用
語
を
用
い
た
語
り
か
ら
も
見
出
せ
る
。 

し
か
し
一
方
で
、
読
み
手
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
語
り
も
あ
る
。 

 
だ
か
ら
わ
た
し
は
こ
の
一
件
を
土
台
に
し
て
、
と
い
う
わ
け
で
相
互
理
解

っ
て
も
の
は
ね
、
と
か
、
お
互
い
の
文
化
に
敬
意
を
払
う
っ
て
い
う
の
は

ね
、
と
か
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
全
然
な
い
。
そ
う
な
の
だ
、
相
互
理
解
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な
ん
て
く
そ
く
ら
え
な
の
だ
。 

（
一
五
二
頁
） 

 
第
七
章
で
は
こ
の
よ
う
に
、
引
用
部
の
直
前
で
語
ら
れ
た
ス
ヨ
ン
と
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
「
相
互
理
解
」
と
い
う
文
脈
で
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
語
り

が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
り
は
、
ス
ヨ
ン
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
「
相
互
理
解
」

の
枠
組
み
で
読
む
読
み
手
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
も

の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

こ
こ
で
鷺
沢
の
、「
自
分
」
と
「
他
者
」
に
つ
い
て
の
発
言
を
引
用
す
る
。
以

下
に
示
し
た
の
は
、
重
松
清
が
鷺
沢
の
テ
ク
ス
ト
を
「
関
係
性
の
文
学
」
と
称

し
た
こ
と
を
受
け
て
、
鷺
沢
が
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

他
者
な
し
の
自
分
と
い
う
の
は
あ
り
得
な
い
と
思
っ
て
ま
す
。
言
葉
に
す

る
と
き
れ
い
事
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
と
い
う
自
分
は

他
人
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
（
中
略
） 

た
と
え
ば
「
私
は
強
い
」
と
か
、
「
私
は
傷
つ
い
て
い
る
」
と
か
、
「
私
は

弱
い
」
と
か
い
う
の
で
も
、
そ
れ
を
認
識
し
て
く
れ
る
他
者
な
し
に
は
自

分
の
言
葉
も
発
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
ん
で
す
よ
。
２
２ 

 

こ
の
引
用
で
は
、
鷺
沢
が
「
自
分
」
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
「
自
分
以
外

の
他
者
」
の
存
在
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、

「
自
分
が
書
き
い
い
よ
う
に
」
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
も
や
は
り
「
認
識
し
て

く
れ
る
他
者
」
で
あ
る
読
み
手
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
２
３

。 

 

読
み
手
に
対
す
る
意
識
が
読
み
取
れ
る
箇
所
は
他
に
も
あ
る
。 

 

わ
た
し
は
「
何
か
と
闘
お
う
」
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
し

「
人
々
の
蒙
を
啓
こ
う
」
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
も
っ
と
な
い
。 

け
れ
ど
今
み
た
い
な
無
力
感
に
襲
わ
れ
る
と
き
、
わ
た
し
は
や
は
り
自

分
な
ら
何
か
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
な
ど
と
い
う
甚
だ
し
い
勘
違
い
を

し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
自

ら
が
先
に
挙
げ
た
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
え
ば
、
「
韓
国
」
や
「
朝
鮮
」
を
、

茫
洋
と
し
て
不
明
な
と
こ
ろ
の
多
い
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
考
え
て
い
る
た

く
さ
ん
の
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
に
、
ど
う
に
か
し
て
何
も
の
か
を
伝
え
る

こ
と
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
な
ど
と
自
分
を
買
い
か
ぶ
っ
て
い
た
か

も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。 

（
六
五
頁
） 

 

こ
の
部
分
は
、
語
り
に
お
け
る
読
み
手
へ
の
姿
勢
が
一
貫
し
て
い
な
い
こ
と

が
自
覚
さ
れ
て
い
る
点
で
も
興
味
深
い
。「
闘
お
う
と
し
て
い
る
わ
け
」
で
も
「
蒙

を
啓
こ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
」
と
い
う
語
り
か
ら
は
、
言
葉
の
受
け

手
を
想
定
し
な
い
態
度
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
「
ど
う
に
か
し
て
何
も
の
か

を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
語
り
か
ら
は
、
何
か
を
伝

え
る
対
象
と
し
て
の
読
み
手
が
明
ら
か
に
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
言
葉
の
受
け
手
に
対
し
て
働
き
か
け
よ
う
と
し
つ
つ
も
、
そ
こ

に
生
じ
る
摩
擦
を
自
覚
し
て
悩
む
様
子
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

そ
れ
で
も
、「
初
出
」
の
最
終
話
に
あ
た
る
第
八
章
に
お
い
て
鷺
沢
は
「
ち
ょ

っ
と
見
に
は
と
て
も
人
間
の
力
で
は
埋
め
ら
れ
そ
う
に
な
い
よ
う
に
見
え
る
深

い
深
い
穴
に
投
じ
ら
れ
る
」「
ひ
と
欠
ら
の
石
」
に
よ
っ
て
「
世
界
は
だ
ん
だ
ん

に
良
く
な
っ
て
い
る
」
と
い
い
、
自
ら
も
「
石
」
に
な
り
た
い
と
語
る
。
そ
し

て
、
以
下
の
語
り
で
第
八
章
を
締
め
く
く
る
。 

 

こ
こ
一
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
で
、
わ
た
し
が
身
体
に
刻
み
つ
け
る
よ
う
に
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し
て
勉
強
し
て
き
た
こ
と
を
総
括
す
る
な
ら
ば
、「
言
わ
な
き
ゃ
誰
に
も
判

ら
な
い
」
と
い
う
甚
だ
シ
ン
プ
ル
な
ひ
と
言
に
尽
き
る
。
（
中
略
） 

そ
う
し
て
も
う
ひ
と
つ
、「
も
し
か
し
た
ら…

…

」
と
考
え
て
い
る
こ
と

は
、
呪
文
の
よ
う
に
唱
え
続
け
れ
ば
い
つ
か
そ
れ
が
実
現
す
る
日
が
来
る

ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

だ
か
ら
、
わ
た
し
は
、
書
こ
う
と
思
う
。 

（
一
六
九
頁
） 

 

こ
こ
で
の
「
言
わ
な
き
ゃ
誰
に
も
判
ら
な
い
」
と
い
う
語
り
に
は
、
間
違
い

な
く
言
葉
の
受
け
手
と
し
て
、
わ
か
っ
て
ほ
し
い
「
自
分
以
外
の
他
者
」
の
存

在
が
前
提
さ
れ
て
い
る
２
４

。 

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
語
り
に
は
「
読
者
を
想
定
し
て

い
る
わ
け
で
は
全
然
な
く
」
、
「
書
き
い
い
よ
う
に
、
気
持
ち
い
い
よ
う
に
書
い

て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
読
み
手
へ
の
意
識
を
否
定
す
る
側
面
と
、
言
葉
の
受

け
手
が
い
な
け
れ
ば
語
り
が
成
立
し
な
い
こ
と
を
強
く
認
識
し
、
語
り
を
通
し

て
読
み
手
と
関
わ
ろ
う
と
す
る
側
面
と
が
ゆ
ら
ぎ
な
が
ら
共
存
し
て
い
る
。
そ

の
ゆ
ら
ぎ
を
自
覚
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
「
言
わ
な
き
ゃ
誰
に
も
判
ら
な
い
」
と

語
る
第
八
章
で
特
に
強
く
表
れ
て
い
る
の
は
、
人
と
関
わ
る
こ
と
で
生
じ
る
摩

擦
を
受
け
止
め
、
そ
の
上
で
語
り
続
け
る
姿
勢
で
は
な
い
か
。 

 

六 

個
別
具
体
的
な
言
語
実
践 

前
節
で
指
摘
し
た
語
り
の
姿
勢
か
ら
は
、
言
葉
を
通
し
て
人
と
つ
な
が
る
こ

と
へ
の
強
い
志
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
節
で
は
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え

つ
つ
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
具
体
的
な
言
語
実
践
に
焦
点
を
当

て
る
。 

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
言
語
は
大
き
な
問
題
と
な
る
。
そ
の
大
き
な
要

因
の
一
つ
が
、〈
日
本
人
〉
で
も
〈
韓
国
人
〉
で
も
な
い
存
在
と
し
て
の
〈
僑
胞
〉

に
と
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
に
沿
っ
た
自
明
の
〈
母
国
語
〉
を
持
ち
、

使
用
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
鷺
沢
自
身
は
テ
ク
ス
ト

に
お
い
て
〈
僑
胞
〉
と
経
験
を
共
有
し
た
り
隔
て
ら
れ
た
り
し
な
が
ら
語
っ
て

い
き
、
第
八
章
に
お
い
て
「
わ
た
し
の
こ
と
を
僑
胞
だ
と
思
う
人
に
と
っ
て
は

僑
胞
だ
し
、
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
人
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
、

く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
語
り
に
至
る
。
本
稿
で
は
テ
ク
ス
ト
か
ら
読

み
取
れ
る
鷺
沢
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い

が
、
人
を
〈
日
本
人
〉
や
〈
韓
国
人
〉
と
い
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
集
団
に
組
み

入
れ
よ
う
と
す
る
力
学
に
対
し
て
抵
抗
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
立
場
に

関
し
て
、
鷺
沢
と
〈
僑
胞
〉
と
は
類
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、「
こ
と
ば
」
は
「
人
と
人
を
つ
な
ぐ
」
た
め
の
「
道
具
」

で
、「
そ
れ
以
上
の
も
の
に
も
そ
れ
以
下
の
も
の
に
も
な
り
得
な
い
」
、「
だ
か
ら

そ
れ
に
対
し
て
は
真
剣
に
向
き
あ
わ
な
い
と
い
け
な
い
し
、
他
の
こ
と
の
た
め

に
は
絶
対
に
使
っ
て
ほ
し
く
な
い
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
稿
で
も
す

で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
に
お

い
て
、「
人
と
人
を
つ
な
ぐ
」
言
語
実
践
は
い
か
な
る
形
で
創
造
さ
れ
て
い
る
の

か
。 こ

こ
で
参
照
し
た
い
の
が
康
（
二
〇
一
六
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
教
材
論
の

観
点
か
ら
、
第
七
章
に
お
け
る
ス
ヨ
ン
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
」

枠
組
み
で
は
な
く
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
」
も
の
と
し
て
捉
え
る
必
要
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
一
五
二
頁
）
。
本
節
で
は
康
論
に
基
本
的
に
同
意
を
し
つ
つ
、
テ
ク

ス
ト
に
お
け
る
第
一
言
語
を
共
有
し
な
い
状
況
で
の
人
と
人
と
の
や
り
取
り
に

注
目
し
て
さ
ら
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
で
、「
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
」
言
語
の
可
能
性

に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
。
具
体
的
に
は
序
章
に
お
け
る
、
韓
国
語
を
学
ん
で

い
る
最
中
の
鷺
沢
と
、
恐
ら
く
第
一
言
語
で
は
な
い
日
本
語
を
用
い
る
「
窓
口
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の
女
の
子
」
と
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
論
じ
る
。 

序
章
に
お
け
る
「
窓
口
の
女
の
子
」
と
の
や
り
取
り
は
、
鷺
沢
が
日
本
国
内

に
あ
る
韓
国
大
使
館
領
事
部
で
留
学
に
際
し
て
発
給
さ
れ
た
ビ
ザ
を
受
け
取
る
、

と
い
う
場
面
で
行
わ
れ
る
。
日
本
の
中
の
韓
国
大
使
館
領
事
部
と
い
う
場
所
の

特
殊
性
、
そ
し
て
日
本
国
籍
を
持
つ
鷺
沢
が
韓
国
に
留
学
す
る
資
格
を
得
る
た

め
の
ビ
ザ
を
受
け
取
る
と
い
う
状
況
な
ど
、
こ
こ
で
の
場
面
設
定
は
幾
重
に
も

境
界
的
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
言
語
実
践
は
、
鷺
沢
が
受
領
の
半
券
を
紛

失
す
る
と
い
う
出
来
事
に
よ
っ
て
個
別
的
な
も
の
へ
と
ず
ら
さ
れ
て
い
く
。 

ま
ず
は
、
大
使
館
に
お
け
る
ビ
ザ
の
受
領
と
い
う
公
的
で
形
式
的
な
状
況
で

行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
や
り
と
り
が
、
ど
の
よ
う
に
私
的
な
も
の
へ
と
変
形

さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
分
析
す
る
。 

鷺
沢
が
ビ
ザ
受
領
の
た
め
の
半
券
を
紛
失
し
た
こ
と
を
聞
い
た
「
窓
口
の
女

の
子
」
は
、
顔
を
し
か
め
て
「
も
う
イ
ヤ
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
意
味
の

韓
国
語
を
口
に
し
、
こ
れ
か
ら
必
要
と
な
る
手
間
を
「
興
奮
の
せ
い
か
韓
国
語

と
日
本
語
と
ご
っ
ち
ゃ
に
な
り
な
が
ら
」
話
す
。
そ
れ
に
対
し
て
鷺
沢
は
、
涙

を
こ
ら
え
な
が
ら
韓
国
語
で
応
答
す
る
。
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
感
情
的
な
や

り
取
り
は
、
ビ
ザ
の
受
領
の
形
式
的
な
型
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

涙
を
こ
ら
え
な
が
ら
の
鷺
沢
の
応
答
に
対
し
て
「
し
か
め
っ
ぱ
な
し
の
顔
で

少
し
笑
っ
た
」
「
窓
口
の
女
の
子
」
は
、
「
手
を
動
か
し
な
が
ら
」
鷺
沢
に
「
留

学
生
で
す
か
」
、
「
い
つ
か
ら
？
」
と
韓
国
語
で
問
い
か
け
る
。
鷺
沢
も
韓
国
語

で
「
そ
う
で
す
。
延
大
で
勉
強
し
ま
す
」
、
「
来
年
の
一
月
か
ら
で
す
」
と
答
え

る
。
こ
こ
で
の
会
話
も
ビ
ザ
の
受
領
に
必
ず
し
も
必
要
な
い
、
個
別
的
な
や
り

取
り
で
あ
る
。 

そ
し
て
ビ
ザ
の
受
領
を
終
え
、
鷺
沢
が
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と

二
回
言
っ
て
帰
ろ
う
と
し
た
と
き
、
「
窓
口
の
女
の
子
」
は
「
ガ
ン
バ
ッ
テ
ネ
」

と
日
本
語
で
声
を
か
け
る
。
そ
れ
を
聞
く
と
「
さ
っ
き
ま
で
目
の
ふ
ち
ま
で
せ

り
あ
が
っ
て
い
た
涙
は
急
速
に
引
っ
こ
み
、
階
段
を
降
り
な
が
ら
わ
た
し
は
に

や
に
や
笑
い
さ
え
洩
ら
し
て
い
た
」
と
語
ら
れ
、
そ
こ
で
序
章
が
締
め
く
く
ら

れ
る
。
こ
こ
で
の
「
窓
口
の
女
の
子
」
と
鷺
沢
の
日
本
語
で
の
や
り
取
り
も
、

ビ
ザ
の
受
領
と
い
う
枠
を
超
え
た
個
別
的
な
会
話
だ
と
い
え
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
序
章
で
は
鷺
沢
の
ビ
ザ
受
領
の
半
券
の
紛
失
を
き
っ
か
け
に
、

「
窓
口
の
女
の
子
」
と
の
個
別
的
な
や
り
取
り
が
生
起
し
て
い
る
。
半
券
を
紛

失
し
た
旨
を
伝
え
る
場
面
の
あ
と
に
、
語
り
に
お
け
る
「
窓
口
の
女
の
子
」
の

呼
称
が
「
隙
の
な
い
化
粧
を
し
た
彼
女
」
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
大

使
館
領
事
部
で
窓
口
業
務
を
担
当
す
る
女
性
と
し
て
公
的
な
立
場
か
ら
語
ら
れ

て
い
た
人
物
が
、
よ
り
私
的
で
個
別
的
な
人
物
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
解
釈
で
き
る
。 

そ
し
て
以
上
の
場
面
で
も
う
一
つ
特
徴
的
な
の
が
、〈
完
璧
〉
で
は
な
い
言
語

に
よ
る
や
り
取
り
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
窓
口
の
女
の
子
」
は
半
券
を
失
く
し

た
鷺
沢
に
対
し
て
「
興
奮
の
せ
い
か
韓
国
語
と
日
本
語
と
ご
っ
ち
ゃ
に
な
り
な

が
ら
」
話
し
、
そ
れ
に
対
し
て
鷺
沢
は
「
普
段
だ
っ
た
ら
そ
ん
な
内
容
の
こ
と

は
考
え
て
か
ら
で
な
い
と
口
を
つ
い
て
出
な
い
」
よ
う
な
韓
国
語
を
と
っ
さ
に

「
早
口
」
で
話
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
鷺
沢
か
ら
発
せ
ら
れ
た
韓
国
語
も
、「
窓

口
の
女
の
子
」
か
ら
発
せ
ら
れ
た
日
本
語
も
、
母
語
話
者
に
と
っ
て
は
多
少
の

違
和
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。 

さ
ら
に
、「
窓
口
の
女
の
子
」
か
ら
発
せ
ら
れ
た
「
ガ
ン
バ
ッ
テ
ネ
」
と
い
う

日
本
語
は
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
片
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二

人
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
言
語
が
〈
完
璧
〉
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
表
記
の
面

で
も
示
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。 

こ
こ
ま
で
、
序
章
に
お
け
る
「
窓
口
の
女
の
子
」
と
の
言
語
実
践
を
分
析
し

て
き
た
。
こ
の
場
面
か
ら
は
、
公
的
な
形
式
を
逸
脱
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で

使
用
さ
れ
た
〈
完
璧
〉
で
な
い
言
語
の
や
り
取
り
に
よ
っ
て
、
人
と
人
の
関
係
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性
が
築
か
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
部
分
が
、
『
単
行
本
』

に
お
い
て
は
じ
め
て
序
章
と
い
う
形
で
「
初
出
」
の
テ
ク
ス
ト
群
の
前
に
置
か

れ
た
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。『
単
行
本
』
の
冒
頭
に
配
置
さ
れ
た
「
窓

口
の
女
の
子
」
と
の
言
語
実
践
は
、『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
に
お
け
る

「
人
と
人
を
つ
な
ぐ
」
言
語
使
用
の
ス
タ
ン
ス
を
象
徴
的
に
示
す
効
果
を
生
み

出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

た
だ
し
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
以
上
で
分
析
し
て
き
た
場
面

に
お
い
て
も
、
言
語
間
の
力
関
係
か
ら
完
全
に
自
由
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
鷺
沢
の
韓
国
語
を
聞
い
て
「
苦
笑
」
の
よ
う
な
表
情
を
浮

か
べ
る
「
窓
口
の
女
の
子
」
が
、〈
完
璧
〉
な
韓
国
語
と
鷺
沢
の
韓
国
語
と
の
間

の
相
違
を
感
じ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。 

康
論
で
検
討
さ
れ
て
い
た
、
第
七
章
に
お
け
る
ス
ヨ
ン
と
の
や
り
取
り
に
も

同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
康
（
二
〇
一
六
）
は
ス
ヨ
ン
と
鷺
沢
の
個
別
的
関
係

が
英
語
も
交
え
な
が
ら
構
築
さ
れ
る
こ
と
の
効
果
に
つ
い
て
「
日
本
と
韓
国
と

い
う
図
式
を
相
対
化
す
る
」（
一
五
二
頁
）
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
韓

国
で
英
語
が
話
さ
れ
る
こ
と
の
言
語
帝
国
主
義
的
な
意
味
や
、「
韓
国
で
は
と
て

も
有
名
な
婦
人
雑
誌
の
編
集
者
」
で
、
「
大
学
で
は
英
文
学
を
専
攻
し
て
い
た
」

た
め
に
「
一
般
的
な
韓
国
人
よ
り
も
英
語
を
上
手
に
操
」
る
こ
と
が
で
き
る
ス

ヨ
ン
の
社
会
的
階
級
性
の
問
題
が
付
随
し
て
い
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。 

た
だ
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
力
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、

や
は
り
「
人
と
人
を
つ
な
ぐ
」
言
語
の
可
能
性
が
模
索
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強

調
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
支
配
者
の
言
語
で
あ
る
日
本
語
を
用

い
て
も
、〈
外
国
語
〉
で
あ
る
韓
国
語
を
用
い
て
も
、
言
語
を
め
ぐ
る
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
力
関
係
の
中
に
複
雑
に
絡
め
と
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
２
５

〈
僑
胞
〉
の
言
語

実
践
の
問
題
へ
も
接
続
さ
れ
得
る
観
点
だ
か
ら
で
あ
る
。
発
せ
ら
れ
た
言
語
に

は
権
力
性
や
抑
圧
性
が
絡
み
つ
き
、
人
と
人
の
間
に
摩
擦
を
起
こ
す
。
そ
れ
で

も
そ
の
摩
擦
を
忌
避
す
る
こ
と
な
く
、
個
別
具
体
的
な
関
係
を
構
築
す
る
た
め

に
言
語
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
そ
の
場
そ
の
場
で
〈
日
本
語
〉
、
〈
韓
国
語
〉
と

い
っ
た
国
家
を
前
提
と
し
た
〈
完
璧
〉
な
言
語
は
変
形
し
て
い
く
。 

こ
の
よ
う
に
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
か
ら
は
、
言
語
使
用
に
よ
っ

て
個
別
的
な
言
語
や
関
係
性
を
見
出
す
試
み
の
困
難
さ
と
可
能
性
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

七 

お
わ
り
に 

本
稿
で
は
、『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
の
テ
ク
ス
ト
を
、
語
り
と
言
語

の
観
点
か
ら
分
析
し
た
。 

ま
ず
「
初
出
」
と
『
単
行
本
』
と
を
比
較
し
な
が
ら
分
析
す
る
こ
と
で
、「
初

出
」
の
「
現
在
進
行
形
」
の
語
り
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
テ
ク
ス
ト
に
存
在

す
る
複
数
の
レ
ベ
ル
の
語
り
直
し
を
示
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
読
み
手
を
想
定
し

て
い
な
い
と
す
る
語
り
と
、
明
ら
か
に
読
み
手
を
意
識
し
て
い
る
語
り
と
の
間

に
ゆ
れ
動
き
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
読
み
手
を
意

識
し
て
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る
姿
勢
の
表
れ
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

次
に
、
テ
ク
ス
ト
に
み
ら
れ
る
言
語
実
践
の
問
題
に
注
目
し
た
。
そ
こ
で
は

国
家
と
結
び
つ
く
こ
と
で
抑
圧
性
や
排
他
性
を
帯
び
る
言
語
の
側
面
を
認
識
し

つ
つ
、
言
語
の
共
有
が
自
明
で
は
な
い
相
手
と
個
別
的
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る

言
語
実
践
の
困
難
さ
と
可
能
性
の
両
面
を
読
み
解
い
た
。 

本
稿
で
示
し
た
語
り
直
し
も
言
語
実
践
も
、
人
と
関
わ
ろ
う
と
す
る
こ
と
で

起
き
る
摩
擦
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、
そ
の
場
そ
の
場
に
お
い
て
「
こ
と
ば
」
を

用
い
て
関
係
性
を
構
築
す
る
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
読
み
取
れ
る
。
こ
れ

が
、
本
テ
ク
ス
ト
の
大
き
な
特
質
の
一
つ
だ
と
結
論
付
け
る
。 

今
後
の
課
題
を
二
点
挙
げ
る
。
ま
ず
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
を
一

連
の
鷺
沢
の
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
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が
あ
る
。「
葉
桜
の
日
」
、「
君
は
こ
の
国
を
好
き
か
」
、「
眼
鏡
越
し
の
空
」
な
ど

の
「
在
日
韓
国
人
三
世
」
を
描
い
た
テ
ク
ス
ト
に
加
え
、
直
接
的
に
〈
在
日
〉

を
描
い
て
い
な
い
テ
ク
ス
ト
、
さ
ら
に
は
鷺
沢
が
自
ら
と
朝
鮮
半
島
と
の
関
わ

り
を
知
る
以
前
の
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要

で
あ
る
。 

ま
た
、
テ
ク
ス
ト
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
取
れ
る
鷺
沢
の
ア
ク
シ
ョ

ン
の
特
質
を
さ
ら
に
明
確
に
提
示
す
る
た
め
に
は
、〈
在
日
〉
に
関
わ
る
同
時
代

的
な
言
説
を
精
査
す
る
こ
と
も
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
鷺
沢
は
テ
ク
ス
ト
に

お
い
て
、〈
在
日
〉
に
関
わ
る
問
題
に
対
し
て
踏
み
出
そ
う
と
し
な
い
〈
日
本
人
〉

へ
の
苛
立
ち
を
何
度
も
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』

が
発
表
さ
れ
た
一
九
九
四
年
頃
に
流
通
し
て
い
た
〈
在
日
〉
に
関
す
る
言
説
の

中
に
本
テ
ク
ス
ト
を
置
き
直
す
こ
と
で
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
意
義

を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。 

 

注 

 

１ 

阿
武
泉
『
読
ん
で
お
き
た
い
名
著
案
内 

教
科
書
掲
載
作
品 13000
』（
日
外
ア
ソ
シ

エ
ー
ツ
、
二
〇
〇
八
、
二
八
九
頁
）
。『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
も
過
去
に
学
校

図
書
『
中
学
校
国
語
3
』
に
お
い
て
教
材
化
さ
れ
て
い
る
。 

２ 

本
稿
に
お
い
て
は
、
日
本
に
定
住
し
て
い
る
朝
鮮
半
島
出
身
者
及
び
そ
の
子
孫
を
〈
在

日
〉
と
表
記
す
る
。
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
に
お
い
て
は
「
僑
胞
」
と
い
う

語
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
は
「
在
外
朝
鮮
・
韓
国
人
（
朝
鮮
半
島
以
外
の
と
こ
ろ
に
定
住

し
て
い
る
同
胞
）
の
総
称
」
で
あ
り
、
「
韓
国
人
で
韓
国
籍
を
持
ち
な
が
ら
日
本
に
育

ち
、
日
本
の
教
育
を
受
け
、
家
庭
の
中
で
は
い
く
ら
か
の
韓
国
の
風
習
や
し
き
た
り
を

持
ち
続
け
て
は
い
る
も
の
の
、
考
え
方
や
感
じ
方
は
韓
国
人
よ
り
か
は
日
本
人
に
近
い
、

 

 

と
い
う
人
間
の
集
団
」
で
「
そ
う
い
う
人
た
ち
の
何
割
か
は
韓
国
語
も
話
せ
な
い
」
と

説
明
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
〈
僑
胞
〉
と
表
記
す
る
際
は
、
こ
の
定
義
に
従
う
。
た
だ

し
そ
の
よ
う
な
定
義
は
、
た
と
え
ば
朝
鮮
籍
の
〈
在
日
〉
や
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
〈
在

日
〉
、「
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
〈
在
日
〉
な
ど
の
存
在
を
盲
点
と
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

鷺
沢
萠
「
自
作
解
題
&
著
訳
書
一
覧
」
（
「
鷺
沢
萠―

『
私
の
話
』
ス
ペ
シ
ャ
ル
★
何

が
あ
っ
て
も
ダ
イ
ジ
ョ
ー
ブ

1968
↔ 2003

」
（
河
出
書
房
新
社
『
文
芸
』
第
四
二
巻
第

一
号
、
二
〇
〇
三
・
二
、
三
一
頁
）
） 

４ 

鷺
沢
萠
「
豊
か
さ
へ
の
飢
え
ゆ
え
に
」
（
注
3
前
掲
誌
、
一
二
頁
） 

５ 

朴
育
美
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
語
り
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の―

『
ケ
ナ
リ
も

花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
分
析
が
顕
在
化
さ
せ
る
日
本
社
会
の
デ
ィ
ス
コ
ー

ス
の
前
提―

」
（
関
西
外
国
語
大
学
・
関
西
外
国
語
大
学
短
期
大
学
部
『
関
西
外
国
語

大
学
研
究
論
集
』
九
四
巻
、
二
〇
一
一
・
九
） 

６ 

康
潤
伊
「
ふ
た
つ
の
花
に
託
さ
れ
る
も
の―

鷺
沢
萠
「
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
」

教
材
と
作
品
の
齟
齬―

」（
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
千
葉
・
金
井
・
石
原
・

和
田
研
究
室
『
近
代
文
学 

研
究
と
資
料.

第
二
次
』
七
巻
、
二
〇
一
三
・
三
） 

７ 

平
田
由
美
「
非
・
決
定
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ 

鷺
沢
萠
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ

も
花
』
の
解
説
を
書
き
な
お
す
」
（
上
野
千
鶴
子
『
脱
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
勁
草
書

房
、
二
〇
〇
五
・
一
二
） 

８ 

柳
美
里
「
解
説
」（
鷺
沢
萠
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
新
潮
文
庫
、
一
九
九
七
、

一
七
八
頁
） 

９ 
鷺
沢
萠
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
（
新
潮
社
、
一
九
九
四
）
の
帯
よ
り
引
用
。 

１
０ 

た
と
え
ば
「
七
年
後
、
そ
し
て
十
年
後
」
（
鷺
沢
萠
『
か
わ
い
い
子
に
は
旅
を
さ
せ

る
な
』
大
和
書
房
、
二
〇
〇
四
、
二
一
六-

二
二
一
頁
）
で
は
、
韓
国
留
学
の
七
年
後
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の
時
点
か
ら
留
学
時
の
思
い
を
振
り
返
っ
て
い
る
。 

１
１ 

磯
貝
治
良
は
「
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
の
小
説
化
さ
れ
た
の
が
『
君
は
こ

の
国
を
好
き
か
』（
新
潮
社
、
現
在
同
文
庫
）
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。（
磯
貝
治
良
『
〈
在

日
〉
文
学
論
』
新
幹
社
、
二
〇
〇
四
、
二
七
七
頁
） 

１
２ 

康
潤
伊
「
教
材
と
し
て
の
鷺
沢
萠
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』―

異
文
化
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
／
可
能
性―

」（
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
編
『
文
学
・
語
学
』

第
二
一
七
号
、
二
〇
一
六
・
八
） 

１
３ 

鷺
沢
萠
「
ウ
リ
ナ
ラ
日
記
」
（
『
小
説
新
潮
』
第
四
七
巻
第
三
号
～
一
一
号
、
一
九

九
三
・
三
～
一
一
（
第
六
号
は
除
く
）
） 

１
４ 

一
九
九
七
年
三
月
に
は
文
庫
化
し
、
一
九
九
八
年
一
月
に
は
チ
ェ
・
ウ
ォ
ン
ホ
訳
で

韓
国
で
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。 

１
５ 

『
小
説
新
潮
』
第
四
七
巻
第
三
号
、
一
九
九
三
・
三
、
目
次 

１
６ 

鷺
沢
萠
『
月
刊
サ
ギ
サ
ワ
』
（
講
談
社
、
一
九
九
四
） 

１
７ 

鷺
沢
萠
「
「
カ
ッ
コ
つ
け
」
は
い
ら
な
い
」（
新
潮
社
『
波
』
第
二
八
巻
第
二
号
、
一

九
九
四
・
二
、
四
一
頁
） 

１
８ 

紙
幅
の
関
係
上
、
二
つ
の
タ
イ
ト
ル
の
違
い
が
い
か
な
る
意
味
を
生
成
す
る
の
か
に

つ
い
て
の
分
析
は
次
稿
を
期
し
た
い
。
た
だ
、
「
初
出
」
で
用
い
ら
れ
て
い
た
「
ウ
リ

ナ
ラ
」
と
い
う
語
が
韓
国
語
で
「
私
た
ち
の
国
」
を
意
味
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
語

が
『
単
行
本
』
で
は
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
は
、
「
私
た
ち
」
や
「
国
」
と
し

て
想
定
さ
れ
る
枠
組
み
に
対
す
る
留
保
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

１
９ 

テ
ク
ス
ト
で
は
、
テ
ギ
ョ
ン
さ
ん
が
韓
国
で
日
本
語
を
話
し
て
い
た
こ
と
で
「
お
ニ

イ
ち
ゃ
ん
」
か
ら
「
イ
チ
ャ
モ
ン
つ
け
ら
れ
た
」
話
（
第
三
章
）
や
、
鷺
沢
と
友
人
が

「
こ
こ
は
韓
国
な
の
だ
か
ら
韓
国
語
で
話
せ
」
と
言
わ
れ
て
韓
国
人
男
性
と
言
い
争
い

に
な
っ
た
と
い
う
「
あ
り
ふ
れ
た
話
」（
第
四
章
）
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

 

 

韓
国
語
が
韓
国
と
い
う
国
家
と
結
び
つ
く
こ
と
で
排
他
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。 

２
０ 

た
と
え
ば
第
一
章
で
は
ソ
ウ
ル
の
ホ
テ
ル
の
フ
ロ
ン
ト
マ
ン
の
「
完
璧
で
は
な
い
」

日
本
語
を
笑
う
、
日
本
人
中
年
男
性
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
「
外
国
に

行
っ
た
ら
自
国
語
が
通
じ
な
い
の
は
あ
た
り
前
」
と
い
う
「
常
識
」
を
身
に
つ
け
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
「
ア
メ
リ
カ
人
」
へ
の
批
判
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
平
田
（
二
〇
〇
五
）
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。 

２
１ 

注
17
前
掲
誌
、
四
二
頁 

２
２ 

鷺
沢
萠
・
重
松
清
「
重
松
清
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
よ
る
鷺
沢
萠
論 

誰
か
の
役
に
立
ち

た
い―

―

関
係
性
の
文
学
」
（
注
3
前
掲
誌
、
三
五
頁
） 

２
３ 

酒
井
順
子
は
「
何
の
た
め
に
書
い
て
い
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
鷺
沢
が
「
私

は
や
っ
ぱ
り
、
自
分
の
書
い
た
小
説
が
何
か
少
し
で
も
、
読
者
の
た
め
に
な
っ
た
ら
い

い
な
、
と
思
う
。
私
は
、
そ
の
た
め
に
書
い
て
い
る
」
と
話
し
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て

い
る
。
参
考
：
酒
井
順
子
「
い
つ
も
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
っ
て
い
た
」（
「
鷺
沢
萠
自
身
に
よ
る

鷺
沢
萠
」
（
『
文
芸
』
第
四
三
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
四
・
八
、
九
九
頁
）
） 

２
４ 

『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
単
行
本
刊
行
後
に
日
本
経
済
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た

「
あ
と
が
き
の
あ
と
」
で
も
、「
（
韓
国
人
や
在
日
韓
国
人
に
対
し
て
）
謝
罪
す
べ
き
だ

ー
と
か
、
差
別
を
な
く
せ
ー
と
か
言
い
た
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
た
だ
、
〝
い
る
ん
で
す

よ
〟
と
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
て
ほ
し
い
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
文
章
に
見
ら
れ
る

「
わ
か
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
言
葉
も
、
読
み
手
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
生
ま
れ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。（
無
署
名
「
「
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
」
鷺
沢
萠
氏
（
あ
と
が

き
の
あ
と
）
」
（
日
本
経
済
新
聞
、
一
九
九
四
年
三
月
六
日
、
朝
刊
、
一
七
頁
）
） 

２
５ 

た
と
え
ば
、
日
本
に
よ
る
皇
民
化
教
育
の
も
と
で
は
朝
鮮
半
島
で
も
日
本
語
が
教
え

ら
れ
、
朝
鮮
語
を
教
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
か
ら
、
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〈
僑
胞
〉
が
日
本
語
を
話
す
こ
と
に
は
そ
の
事
実
以
上
の
政
治
的
な
意
味
を
伴
う
。
そ

し
て
〈
僑
胞
〉
が
韓
国
語
を
話
す
際
に
も
、
〈
僑
胞
〉
に
と
っ
て
第
二
言
語
で
あ
る
韓

国
語
は
、
〈
完
璧
〉
な
言
語
と
い
う
考
え
方
の
前
で
は
排
除
を
受
け
る
。
そ
し
て
そ
の

こ
と
が
、「
韓
国
人
の
く
せ
に
韓
国
語
も
話
せ
な
い
」（
鷺
沢
萠
・
永
江
朗
「
私
小
説
嫌

い
の
作
家
が
初
め
て
書
い
た
私
小
説―

―

そ
ん
な
に
数
奇
な
人
生
な
の
か
よ
」（
注
3

前
掲
誌
、
五
五
頁
）
）
と
い
う
言
説
や
、
「
こ
こ
は
韓
国
な
の
だ
か
ら
韓
国
語
で
話
せ
」

と
い
う
言
動
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
〈
僑
胞
〉
の
言
語
実
践
の

困
難
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

付
記 

本
稿
は
、
令
和
三
年
度
大
阪
大
学
文
学
部
人
文
学
科
日
本
文
学
・
国
語
学
専
修

の
卒
業
論
文
と
し
て
執
筆
し
た
内
容
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
ご
指
導

い
た
だ
き
ま
し
た
大
阪
大
学
の
斎
藤
理
生
先
生
と
渡
邊
英
理
先
生
に
深
く
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。 

 

（
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
一
年
） 


