
本
論
は
、「
近
代
日
本
文
学
に
見
ら
れ
る
恋
愛
観
」
に
つ
い
て
の
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
で
あ
る
。「
恋
愛
」
は
、「ro

m
a
n
tic lo

v
e

」
の
訳
で
、

「
恋
」
と
い
う
見
出
し
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
十
九

世
紀
以
降
の
日
本
の
詩
と
散
文
の
モ
チ
ー
フ
や
テ
ー
マ
と
し
て
使
わ
れ
る
と
き
、

一
体
ど
う
い
う
も
の
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
根
本

に
あ
る
の
は
、
文
学
に
お
け
る
モ
ダ
ン
観
に
恋
愛
と
い
う
テ
ー
マ
が
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
文
学
史
家
や
評
論
家
の
多
く
が
賛

同
す
る
も
の
で
あ
る１

）
。「
恋
愛
」
の
調
査
に
は
、
関
連
す
る
問
題
と
し
て
、
文

学
に
描
か
れ
る
女
性
像
、
男
と
女
の
関
係
の
変
遷
、
そ
れ
に
伴
っ
て
浮
き
上
が

っ
て
く
る
家
族
の
姿
が
あ
り
、
そ
し
て
文
学
的
産
物
と
し
て
の
主
観
と
い
う
も

の
が
発
展
し
て
く
る
に
つ
れ
、
文
学
の
主
題
・
構
造
・
人
物
描
写
の
一
部
と
し

て
の
「
内
面
性
」
と
い
う
概
念
も
、
見
て
い
く
必
要
の
あ
る
問
題
と
な
っ
て
く

る
。さ

ら
に
、
恋
愛
の
調
査
を
し
て
行
く
う
ち
に
、
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
定
義
、
ジ

ャ
ン
ル
と
ジ
ャ
ン
ル
の
間
の
関
係
、
そ
し
て
、
各
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
に
対
す
る

読
者
の
反
応
な
ど
、
研
究
対
象
は
大
き
く
広
が
っ
て
行
く２

）
。
人
情
本
と
い
う
ジ

ャ
ン
ル
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
を
さ
ぐ
る
緒
に
し
た

い
。
こ
こ
で
、
考
察
す
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
も
の
で
は
な
く
、
近
代
に
な
っ

て
か
ら
構
成
さ
れ
た
人
情
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
重
点
を
置
く
。
十
九
世
紀
末

か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
な
っ
て
は
じ
め
て
人
情
本
研
究
が
本
格
化
し
、
研
究
者

や
学
術
的
な
出
版
社
が
原
本
の
保
存
や
読
者
に
人
気
の
あ
っ
た
人
情
本
の
翻
刻

を
出
版
す
る
な
ど
、
こ
の
こ
ろ
に
な
っ
て
初
め
て
人
情
本
が
文
芸
の
一
ジ
ャ
ン

ル
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
情
本
自
体
の
出
版
は
、

二
十
世
紀
の
初
頭
に
は
す
で
に
明
ら
か
に
廃
絶
状
態
に
あ
り
、
読
者
の
目
に
も
、

評
論
家
の
目
に
も
、
徐
々
に
台
頭
し
て
き
た
全
く
独
立
し
た
存
在
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
て
い
た
恋
愛
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
た３

）
。

こ
れ
か
ら
人
情
本
の
い
く
つ
か
を
つ
ぶ
さ
に
考
察
し
て
行
く
わ
け
で
あ
る
が
、

先
に
書
い
た
よ
う
に
、
こ
の
種
の
人
情
本
の
テ
キ
ス
ト
分
析
は
、
人
情
本
と
い

共
同
研
究
報
告

十
九
世
紀
末
に
お
け
る
恋
愛
文
学
の
編
成

人
情
本
か
ら
小
説
へ

リ
ー
ス
・
モ
ー
ト
ン
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う
ジ
ャ
ン
ル
が
ど
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
た
の
か
を
解
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
人
情
本
が
近
代
の
読
者
に
ど
う
と
ら
え
ら
れ
た
か
に
注
目
し
、
そ
し
て
、

人
情
本
と
恋
愛
小
説
と
い
う
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
近
代
的
な
定
義
を
再
考
す
る

た
め
に
、「
前
近
代
的
（
プ
レ
モ
ダ
ン
）」
な
人
情
本
と
「
近
代
的
（
モ
ダ
ン
）」

な
恋
愛
小
説
と
い
う
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
関
係
を
探
っ
て
み
る
。
ま
た
、
近
代

の
歩
み
の
中
で
、
人
情
本
観
と
い
う
も
の
が
ど
う
変
遷
し
て
行
っ
た
か
を
た
ど

る
た
め
に
、
戦
前
と
戦
後
の
評
論
家
と
編
者
の
著
作
を
検
討
し
て
み
る
。
ジ
ャ

ン
ル
と
し
て
の
人
情
本
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
現
在
全
く
読
ま
れ
て
い
な
い

だ
け
に
、
空
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
も
言
え
、
そ
の
意
味
で
ま
ず
そ
れ
を
脱

構
築
し
て
人
情
本
の
実
例
の
い
く
つ
か
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
十
九
世
紀

の
後
期
と
二
十
世
紀
に
こ
の
読
み
物
の
様
式
に
つ
い
て
書
か
れ
た
こ
と
の
真
実

性
を
検
証
し
た
い
。

戦
前
の
人
情
本
評
論
家

饗あえ
庭ば
篁こう
村そん

戦
後
の
江
戸
文
学
者
、
中
村
幸
彦
が
好
意
的
に
挙
げ
て
い
る
評
論
が
一
つ
あ

る
。
饗
庭
篁
村
（
一
八
五
五
｜
一
九
二
二
）
の
評
論
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
戦
前

発
表
さ
れ
た
も
の
の
中
で
は
最
も
影
響
力
の
あ
っ
た
人
情
本
研
究
で
は
な
い
か

と
思
う
。
日
本
文
学
と
西
洋
文
学
の
評
論
家
と
し
て
有
名
だ
っ
た
饗
庭
篁
村
は
、

一
八
八
七
年
の
『
出
版
月
報
』
に
発
表
し
た
、
為
永
春
水
（
一
七
九
〇
｜
一
八

四
三
）
の
『し
春ゆん
色しよ
梅くう
児めご
誉よ
美み
』４

）
に
つ
い
て
の
評
論
の
中
で
、
次
の
五
点
を
指
摘

し
て
い
る
。

一
に
文
章
は
俗
語
を
以
て
、
芸
妓
、
娘
ら
の
用
語
を
使
い
わ
け
て
あ
る

を
よ
し
と
す
る
が
、
俗
語
は
洒
落
本
に
先
例
が
あ
る
。
洒
落
本
は
う
が
ち

を
事
と
し
て
俗
受
け
せ
ず
、『
梅
ご
よ
み
』
は
、
舌
た
る
い
春
画
体
故
、

俗
受
け
し
た
る
ま
で
に
て
、
俗
語
の
初
め
と
し
て
称
す
べ
き
で
は
な
い
。

二
に
、
趣
向
を
伝
奇
的
（
読
本
風
）
の
作
品
に
せ
ず
、
平
常
に
材
を
選

ん
だ
の
は
、
よ
ろ
し
い
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
は
獣
慾
を
か
き
起
こ
す
だ

け
の
も
の
で
、
し
か
も
千
編
一
律
、
ど
の
作
品
も
変
化
に
乏
し
い
。
小
説

と
し
て
は
平
常
の
材
を
採
っ
て
も
、
少
し
で
も
作
意
が
な
け
れ
ば
、
小
説

は
成
立
し
な
い
。
そ
の
用
意
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

三
に
、
こ
れ
も
趣
向
の
中
に
入
る
で
あ
ろ
う
が
、
青
年
男
女
の
情
感
を

識し
る
に
足
る
の
み
、
理
想
と
い
う
も
の
が
皆
無
で
あ
る
…
…

四
に
、
…
…
故
に
本
当
に
人
情
を
写
し
た
と
は
称
し
難
い
。

五
に
、
要
す
る
に
、
こ
の
作
品
は
人
の
話
の
速
記
録
の
如
き
で
あ
る５

）
。

こ
の
引
用
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
饗
庭
は
、『
春
色
梅
児
誉
美
』
の
会
話
体

を
賞
賛
し
な
が
ら
も
、
テ
ー
マ
が
男
女
の
情
欲
で
あ
る
こ
と
と
「
理
想
」
の
欠

如
の
た
め
に
、
人
情
本
を
小
説
と
み
な
す
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
。
そ
の
批
評

の
裏
に
は
、
明
確
に
言
わ
な
い
ま
で
も
、
人
情
本
を
西
洋
の
小
説
と
比
較
し
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
彼
が
比
較
す
る
西
洋
の
小
説
に
は
、
男

女
の
情
欲
的
関
係
の
率
直
な
表
現
を
、
非
道
徳
的
、
あ
る
い
は
俗
な
も
の
と
し

て
見
る
、
日
本
で
も
西
洋
で
も
当
時
の
文
壇
に
見
ら
れ
た
文
学
外
の
要
素
が
含

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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坪
内
逍
遙
と
村むら
上かみ
静せい
人じん
の
人
情
本
観

村
上
静
人
の
「
人
情
本
略
史
」（
一
九
二
三
）
は
、
比
較
的
手
に
し
や
す
い

本
格
的
な
人
情
本
研
究
論
文
の
中
で
、
最
も
古
い
も
の
の
中
の
一
つ
だ
と
思
う
。

こ
れ
は
、
人
情
本
刊
行
会
が
編
集
し
た
人
情
本
刊
行
会
叢
書
の
再
版
さ
れ
た
も

の
の
中
の
一
冊
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
村
上
静
人
の
「
人
情
本
略
史
」

は
、
一
九
一
四
年
か
ら
一
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
初
版
シ
リ
ー
ズ
に
は
入
っ
て
お

ら
ず
、
一
九
二
三
年
か
ら
二
五
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
再
版
シ
リ
ー
ズ
の
第

一
巻
に
入
っ
て
い
る
。
初
版
シ
リ
ー
ズ
は
二
十
四
巻
で
、
再
版
シ
リ
ー
ズ
は
三

巻
増
え
て
、
二
十
七
巻
に
な
っ
て
い
る
。
人
情
本
刊
行
会
叢
書
に
つ
い
て
は
あ

と
で
詳
し
く
検
討
し
て
行
く
が
、
今
は
ま
ず
、
村
上
静
人
の
「
人
情
本
略
史
」

に
書
か
れ
て
い
る
彼
一
流
の
人
情
本
観
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

人
情
本
略
史
の
最
初
の
文
を
み
る
と
、

我
が
国
の
文
学
は
、
こ
れ
を
奈
良
朝
文
学
、
平
安
朝
文
学
、
鎌
倉
時
代
文

学
、
足あし
利かが
時
代
文
学
、
お
よ
び
徳
川
時
代
文
学
の
五
期
に
分
つ
こ
と
を
得

る
。
そ
し
て
そ
の
中
に
お
い
て
も
、
上
に
は
平
安
朝
文
学
を
も
っ
て
優ゆう
な

る
も
の
と
な
し
、
下
に
あ
っ
て
は
徳
川
時
代
の
文
学
を
も
っ
て
最
も
秀ひい
で

た
る
も
の
と
な
す６

）
。

と
書
い
て
い
る
ほ
ど
徳
川
時
代
文
学
を
高
く
評
価
し
て
い
る
が
、
あ
と
で
示
す

よ
う
に
、
他
の
研
究
者
は
か
な
ら
ず
し
も
、
村
上
の
評
価
に
同
意
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
と
く
に
人
情
本
に
つ
い
て
村
上
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
切
っ
て

い
る
。

す
な
わ
ち
人
情
本
に
あ
っ
て
は
、
従
来
作
者
の
多
く
常じよ
例うれ
手いし
段ゆだんと
し
て

執と
り
来きた
っ
た
、
お
家
騒
動
、
仇あだ
討うち
物もの
、
合かつ
戦せん
記き
な
ど
と
異
な
っ
て
、
読
者

が
日
常
こ
れ
を
経
験
し
、
親
し
く
見けん
聞ぶん
し
つ
つ
あ
る
題
材
を
捉とら
え
来きた
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
近
代
の
写
実
派
の
態
度
と
全
く
同
一
方
法
と
手
段
を
も
っ
て
描

写
し
た
も
の
で
あ
る７

）
。

こ
の
文
章
か
ら
、
村
上
は
人
情
本
を
写
実
小
説
の
一
つ
と
見
な
し
て
い
る
と

理
解
し
た
場
合
、
坪
内
逍
遙
（
一
八
五
九
｜
一
九
三
五
）
の
見
方
と
比
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。
逍
遙
は
一
八
八
五
〜
八
六
年
の
『
小
説
神
髄
』
に
、「
紫
式
部

の
『
源
氏
物
語
』、
為
永
春
水
の
人
情
本
等
は
総
じ
て
現い
世ま
物
語
の
部
類
と
い

ふ
べ
し８

）
。」
と
書
い
て
い
る
。「
現
世
物
語
」
と
い
う
言
葉
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

を
、
現
世
の
物
語＝

読
者
が
住
ん
で
い
る
世
界
を
描
く
物
語
と
、
過
去
の
物
語

＝

昔
の
世
界
の
こ
と
を
描
く
物
語
の
二
つ
に
分
類
す
る
十
九
世
紀
英
文
学
の
従

来
の
体
系
と
日
本
の
文
学
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
文
学
の
系
譜
を

構
築
し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
逍
遙
が
使
う
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、

の
ち
に
『
新
旧
過
渡
期
の
回
想
』（
一
九
二
五
）
の
中
で
も
、「
一
九
や
三
馬
や

春
水
を
比
較
的
今
人
が
喜
ぶ
の
は
、
主
と
し
て
彼
ら
の
写
実
味
を
、
す
な
わ
ち

生
の
観
察
と
そ
の
表
現
と
に
於
け
る
技ぎり
倆よう
を
買
う
の
だ
ろ
う
が
…
…
」
と
書
い

て
い
る９

）
。
村
上
静
人
の
略
史
の
二
年
後
に
出
版
さ
れ
た
こ
の
逍
遙
の
文
章
に
は
、
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「
模
写
小
説
」
と
書
い
て
「
ア
ー
チ
ス
チ
ッ
ク
ノ
ベ
ル
」
と
い
う
ふ
り
が
な
が

つ
い
て
お
り
、
言
葉
は
違
う
が
、「
写
実
派
」
と
い
う
村
上
の
人
情
本
の
描
写

が
、
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
『
小
説
神
髄
』
で
は
、「
現

実
派
は
前
の
二
派
に
異
な
り
。
現
に
在
る
人
を
主
公
と
す
る
な
り
。『
梅
暦
』

の
丹
次
郎
、『
源
氏
物
語
』
の
光
君
の
如
き
即
ち
是
な
り10

）
。」
と
書
い
て
い
る
。

「
模
写
小
説
」
に
せ
よ
、「
現
実
派
」
に
せ
よ
、「
写
実
」
に
近
く
、
二
人
の
評

者
が
同
じ
方
向
に
収
束
し
て
い
る
と
言
え
る
。
出
版
年
こ
そ
後
に
な
っ
て
い
る

が
、
逍
遙
が
『
小
説
神
髄
』
を
書
い
た
の
は
村
上
よ
り
前
だ
っ
た
こ
と
を
考
え

る
と
、
こ
の
評
価
を
し
た
の
は
逍
遙
の
方
が
先
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
村

上
は
さ
ら
に
そ
の
評
価
を
発
展
さ
せ
て
い
る
。「
彼か
の
平
安
朝
に
於
け
る
紫
式

部
の
『
源
氏
物
語
』
の
如
き
は
、
我
が
国
最
古
の
自
然
主
義
小
説
で
あ
る11

）
。」

と
い
っ
て
、
村
上
は
日
本
の
文
学
伝
統
に
ま
た
「
自
然
主
義
」
を
主
張
し
て
い

る
。
こ
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
人
情
本
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
分
析
す

る
と
き
に
、
も
う
一
度
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

そ
の
他
の
戦
前
の
人
情
本
観

村
上
の
非
常
に
肯
定
的
な
人
情
本
観
に
対
し
て
、
否
定
的
な
人
情
本
観
は
い

く
ら
で
も
あ
る
。
文
学
博
士
笹
川
種
郎
は
、
一
九
二
六
年
に
国
民
図
書
よ
り
刊

行
さ
れ
た
『
近
代
日
本
文
学
大
系
』
の
中
の
『
人
情
本
代
表
作
集
』
で
、
次
の

よ
う
に
書
い
て
い
る
。

人
情
本
は
男
女
間
の
恋
愛
を
主
と
し
、
市
井
に
於
け
る
色
恋
の
い
き
さ
つ
、

そ
れ
に
か
ら
ま
る
義
理
人
情
を
描
い
た
も
の
で
、
芸
娼
妓
、
囲
い
者
、
茶

屋
女
、
女
房
、
娘
等
を
環
り
て
、
遊
蕩
児
や
通
人
や
、
町
家
の
堅
気
者
、

番
頭
、
無
頼
漢
等
を
配
し
、
そ
の
間
に
生
じ
た
関
係
を
描
写
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
観
察
は
多
く
は
鋭
利
な
ら
ず
、
奇
警
な
ら
ず
、
深
刻
な

ら
ず
、
文
章
も
変
化
に
乏
し
く
、
趣
味
は
千

一
律
に
堕
し
て
、
そ
の
う

ち
二
三
編
を
読
ま
ば
、
他
は
類
推
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
浮
世
草
子
、
八

文
字
屋
本
に
及
ば
ず
、
洒
落
本
、
黄
表
紙
、
読
本
に
比
し
て
す
こ
ぶ
る
遜

色
が
あ
り
、
江
戸
文
芸
中
、
最
も
劣
っ
た
も
の
と
云
っ
て
も
、
け
っ
し
て

過
酷
な
評
で
は
あ
る
ま
い12

）
。

ま
た
、
そ
の
数
行
後
に
、

為
永
春
水
の
如
き
は
、
人
情
本
作
家
の
代
表
者
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

も
と
よ
り
な
の
実
に
過
ぎ
た
片へんぺ々ん
た
る
小
才
に
過
ぎ
な
い
。
人
情
本
唯
一

の
傑
作
は
春
水
の
春
色
梅
暦
や
そ
の
他
の
為
永
の
諸
編
で
な
く
し
て
、
む

し
ろ
曲
山
人
の
娘
節
用
で
あ
る
。
人
情
本
を
し
て
重
か
ら
し
む
る
も
の
は
、

こ
のひ
一とつ
娘
節
用
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
頗すこぶる
人
情
本
の
落らく
莫ばく
た
る
を
思

わ
ざ
る
を
得
な
い13

）
。

人
情
本
の
解
題
を
書
く
学
者
本
人
が
こ
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。

数
編
の
人
情
本
が
、
山
口
剛
に
よ
る
詳
し
い
注
釈
つ
き
で
収
め
ら
れ
て
い
る
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一
九
二
八
年
刊
行
の
『
日
本
名
著
全
集

江
戸
文
芸
之
部

第
十
五
巻

人
情
本
集
』
の
中
に
、
や
は
り
山
口
剛
の
手
に
な
る
人
情
本
の
略
史
が
載
っ
て

い
る
。
校
注
を
見
る
と
、
山
口
の
博
識
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、「
人

情
本
の
芸
術
的
価
値
は
あ
ま
り
に
低
い14

）
。」
と
い
う
ほ
ど
に
人
情
本
を
低
く
評

価
し
て
い
る
。「
人
情
本
に
好
色
の
漲みなぎっ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
愁しゆ
歎うたんの

溢あふ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る15

）
。」
と
い
う
文
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
人
情

本
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
山
口
は
好
色
と
愁
歎
の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は

村
上
静
人
の
い
う
、「
世
間
あ
る
一
部
に
於おい
て
、
人
情
本
を
以もつ
て
直ただ
ち
に
男なん
女によ

の
劣れつ
情じようを
説
く
愚ぐ
書しよ
な
り
、
淫いん
書しよ
な
り
と
い
う
説
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
は
僅わず

か
に
そ
の
一いつ
端たん
を
見
て
、
そ
の
全
部
を
評
す
る
も
の16

）
…
…
」
に
当
て
は
ま
る
だ

ろ
う
。
本
論
の
後
半
で
、
人
情
本
の
作
品
例
を
数
点
分
析
す
る
と
き
に
、
こ
の

よ
う
な
意
見
を
思
い
出
し
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

戦
前
の
人
情
本
研
究
を
ほ
ん
の
数
点
挙
げ
て
み
た
が
、
村
上
静
人
が
英
雄
的

な
努
力
を
し
て
読
者
を
説
得
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
的
に
評

価
は
否
定
的
で
あ
る
。
尾
崎
紅
葉
（
一
八
六
七
｜
一
九
〇
三
）
や
永
井
荷
風
（
一

八
七
九
｜
一
九
五
九
）
な
ど
と
い
っ
た
戦
前
の
小
説
家
の
中
に
は
人
情
本
を
大

い
に
賞
賛
し
た
人
た
ち
も
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
人
情
本
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
の
学
術
的
定
義
だ
け
に
し
ぼ
っ
て
い
る17

）
。

神じん
保ぼう
五かず
彌や
の
評
論

戦
後
に
な
る
と
、
情
勢
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
神
保
五
彌
（
一
九
二
二

生
）
は
こ
の
時
期
に
人
情
本
に
つ
い
て
活
発
に
研
究
を
発
表
し
た
学
者
で
、
彼

の
見
方
は
、
先
に
紹
介
し
た
学
者
の
だ
れ
よ
り
も
、
村
上
静
人
の
姿
勢
に
近
い

も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
神
保
の
『
為
永
春
水
の
研
究
』（
一
九
六
四
）
で

は
、
人
情
本
が
、
読
本
や
洒
落
本
・
滑
稽
本
と
は
っ
き
り
と
違
っ
た
、
新
し
い

物
語
の
世
界
を
造
形
し
た
、
と
認
め
ら
れ
る
と
書
い
て
い
る18

）
。
ま
た
神
保
は
、

一
九
六
七
年
の
『
日
本
文
学
の
歴
史
第
八
巻

文
化
繚
乱
』
の
、
戯
作
と
人

情
本
に
つ
い
て
の
章
「
瑣
末
主
義
と
好
色
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

少
し
長
く
な
る
が
引
用
し
て
み
る
。

人
情
本
と
は
、
年
若
い
女
性
の
読
者
の
関
心
の
的
で
あ
っ
た
男
女
の
恋

愛
の
相
を
描
く
小
説
で
あ
っ
た
。

人
情
本
の
流
行
は
、
封
建
社
会
も
末
期
に
近
づ
い
た
時
代
の
世
相
と
、

無
関
係
で
は
な
い
。「
源
氏
」
や
『
伊
勢
物
語
』
で
さ
え
も
、
男
女
の
愛

欲
を
描
い
て
い
る
か
ら
女
子
に
は
読
ま
せ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
い
う

『
女
大
学
』
式
の
封
建
婦
道
が
、
よ
う
や
く
ゆ
る
み
出
し
て
き
て
い
た
の

で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
、
人
情
本
の
流
行
は
寛
政
改
革
後
の
江
戸
小
説
の

変
貌
、
大
衆
文
学
へ
の
移
行
と
無
関
係
で
は
な
い
。
読
者
と
し
て
の
大
衆

の
う
ち
、
そ
れ
ま
で
忘
れ
ら
れ
て
い
た
女
性
の
読
者
を
つ
か
ま
え
る
こ
と

で
、
書
肆
は
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
を
計
算
し
た
の
で
あ
る
。

事
実
、
あ
と
で
述
べ
る
が
、
人
情
本
の
成
立
と
流
行
と
は
、
そ
の
よ
う

な
書
肆
の
商
業
主
義
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
ま
た
人

情
本
の
恋
愛
は
、
年
若
い
女
性
の
愛
欲
に
寄
せ
る
関
心
と
興
味
と
に
媚
び

て
、
情
趣
的
で
は
あ
る
が
い
ち
じ
る
し
く
扇
情
的
で
あ
る
。
西
鶴
の
『
好
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色
五
人
女
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
生
命
の
燃
焼
か
ら
発
す
る
純
粋
で
、

は
げ
し
い
恋
愛
は
ど
こ
に
も
見
い
だ
せ
な
い19

）
。

そ
の
数
ペ
ー
ジ
後
に
人
情
本
の
出
版
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。

た
び
た
び
い
う
よ
う
に
、
人
情
本
は
女
性
を
相
手
と
す
る
小
説
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
読よみ
本ほん
の
よ
う
に
む
ず
か
し
い
漢
字
を
使
用
し
、
い
ち
い
ち
振

り
が
な
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
合ごう
巻かん
の
よ
う
に
全

ペ
ー
ジ
挿
絵
を
用
意
す
る
と
い
う
必
要
も
な
け
れ
ば
、
文
字
も
大
き
く
て

す
む
、
と
い
う
わ
け
で
、
そ
の
出
版
費
用
は
読
本
や
合
巻
に
く
ら
べ
て
は

る
か
に
安
価
に
つ
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
出
版
す
る
側
か
ら
い
え
ば
、
売
れ
る

売
れ
な
い
の
計
算
を
こ
ま
か
に
考
慮
し
な
く
て
も
、
と
も
か
く
も
出
版
し

う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
…
…

そ
の
人
情
本
と
い
う
名
称
は
、
天
保
年
間
に
は
い
っ
て
為
永
春
水
が
代

表
作
者
の
位
置
に
つ
き
、
彼
が
そ
の
作
品
を
人にん
情じよ
本うものと
よ
ん
だ
こ
と
か
ら

固
定
化
し
た
名
称
で
、
一
般
に
は
そ
の
書
型
か
ら
滑
𥡴
本
同
様
、
中ちゆう
本ほん

と
よ
ば
れ
、
内
容
か
ら
文
政
年
間
に
泣なき
本ほん
、
書
肆
仲
間
の
公
的
名
称
と
し

て
は
一
貫
し
て
中
型
絵
入
り
読よみ
本ほん
と
呼
ば
れ
て
い
た20

）
。

人
情
本
に
つ
い
て
の
神
保
の
考
え
方
で
お
も
し
ろ
い
の
は
、
人
情
本
は
「
表

芸
」
で
あ
っ
て
、
春
本
や
わ
印
（
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
）
な
ど
の
よ
う
な
「
裏

芸
」
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
人
情
本
作
者
は
、
春
本
や
わ
印

も
書
い
て
い
て
、
春
水
の
『
春しゆん
色しよく
初はつ
音ね
之の
六う
女め
』
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

神
保
は
、
こ
こ
で
「
恋
愛
小
説
」
と
し
て
の
人
情
本
と
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

と
し
て
春
本
の
あ
い
だ
に
一
線
を
引
い
て
い
る21

）
。
神
保
の
い
う
「
表
芸
」
と

「
裏
芸
」
は
、
こ
の
後
で
紹
介
す
る
中
村
幸
彦
の
「
雅
」
と
「
俗
」
と
は
少
し

違
う
。
神
保
は
、
人
情
本
が
対
象
と
し
た
の
は
元
々
若
い
女
性
の
読
者
で
あ
っ

た
と
い
い
、
こ
れ
は
為
永
春
水
が
女
性
の
読
者
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
箇
所
が

多
く
あ
る
こ
と
で
も
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
江
戸
文
学
に
造
詣
の
深

い
ピ
ー
タ
ー
・
コ
ー
ニ
ツ
キ
に
よ
る
と
、「
人
情
本
が
男
性
に
も
同
様
に
人
気

が
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
が
い
く
つ
も
あ
る
。」
と
い
う22

）
。

神
保
の
次
の
コ
メ
ン
ト
は
、
な
か
な
か
意
味
深
く
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

「
恋
愛
描
写
を
重
視
し
て
、
安
易
に
結
末
を
用
意
す
る
た
め
に
、
春
水
人
情
本

は
し
ば
し
ば
妻さい
妾しよ
和うわ
合ごう
の
、
一
夫
多
妻
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
終
わ
っ
て
い
る

の
で
あ
る23

）
…
…
」
神
保
は
ま
た
、
人
情
本
の
性
質
を
分
析
す
る
の
に
「
風
俗
小

説
」
と
い
う
言
葉
も
使
っ
て
い
る
。「
し
か
し
、
一
方
で
は
ま
た
春
水
人
情
本

は
、
甘
美
な
江
戸
の
下
町
情
調
の
中
に
、
場
面
・
情
景
を
洗
練
さ
れ
た
会
話
と

写
実
的
な
筆
致
で
表
現
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
恋
愛
の
相
を
描
い
た
風
俗
小
説
と
し

て
完
成
し
て
い
る
事
も
事
実
で
あ
る24

）
。」
そ
し
て
、
最
後
に
、
最
終
期
の
人
情

本
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
…
…
幕
末
に
な
っ
て
金
水
の
門

人
、
梅ばい
亭てい
金きん
鵞が
や
、
ま
た
二
世
梅うめ
暮ぼ
里り
谷こく
峨が
、
山
々
亭
有
人
な
ど
の
作
者
が
、

春
水
流
の
人
情
本
、
そ
れ
も
よ
り
退
廃
の
色
濃
い
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。
し

か
し
、
質
量
と
も
に
著
し
く
低
調
で
（
あ
っ
た25

）
）
…
…
」
人
情
本
の
専
門
家
は

ほ
と
ん
ど
こ
の
見
地
に
賛
同
し
て
お
り
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
美
的
基
準
で
も
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っ
て
判
断
し
て
い
る
の
か
を
検
証
す
る
た
め
に
だ
け
で
も
一
読
し
て
み
る
価
値

は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

神
保
は
、
時
代
が
変
わ
っ
て
も
意
見
を
変
え
て
い
な
い
よ
う
で
、
一
九
九
一

年
の
新
潮
社
の
古
典
文
学
ア
ル
バ
ム
『
江
戸
戯
作
』
に
も
こ
う
書
い
て
い
る
。

人
情
本
は
女
性
を
読
者
と
し
て
江
戸
庶
民
の
恋
愛
の
種
々
相
を
描
く
も
の

で
あ
っ
た
か
ら
、
描
い
た
人
間
は
も
と
よ
り
、
構
想
も
類
型
的
で
あ
る
。

た
だ
会
話
を
主
と
し
た
恋
愛
場
面
の
的
確
な
描
写
、
背
景
に
な
る
江
戸
庶

民
の
日
常
生
活
の
描
写
の
み
ご
と
さ
な
ど
、
人
情
本
に
近
代
的
な
風
俗
小

説
の
性
格
を
与
え
て
（
い
る26

）
）
…
…

中
村
幸
彦
の
人
情
本
観

中
村
幸
彦
は
人
情
本
に
関
す
る
研
究
書
を
数
冊
書
い
て
い
る
。
こ
こ
で
こ
の

ジ
ャ
ン
ル
に
関
す
る
彼
の
総
合
的
な
評
価
を
み
き
わ
め
る
た
め
に
、
そ
の
サ
ン

プ
ル
を
い
く
つ
か
紹
介
し
よ
う
。
ま
ず
、
一
九
六
二
年
出
版
の
『
春
色
梅
児
誉

美
』
の
校
注
に
、『
梅
児
誉
美
』
に
限
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
書
い
て

い
る
。近

代
小
説
に
類
似
の
点
、
す
な
わ
ち
長
所
の
み
あ
げ
て
来
た
が
、
も
ち
ろ

ん
近
世
小
説
と
し
て
の
、
種
々
の
限
界
を
も
持
っ
て
い
る
。
作
中
人
物
の

性
格
を
述
べ
て
、
読
者
と
と
も
に
あ
っ
た
作
者
春
水
の
姿
勢
に
ふ
れ
た
が
、

春
水
は
、
も
ち
ろ
ん
近
代
作
家
と
違
う
。
当
時
の
戯
作
者
の
常
で
、
こ
と

に
読
者
を
念
頭
か
ら
離
し
た
こ
と
の
な
い
作
者
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
が

予
想
し
た
読
者
は
、
教
養
の
低
い
一
般
的
な
中
本
の
読
者
で
あ
っ
た
。
そ

の
読
者
の
影
響
で
得
た
長
所
は
前
述
し
た
が
、
そ
れ
は
少
な
く
短
所
の
方

が
多
か
っ
た
。
全
般
を
お
お
う
、
日
本
古
典
文
学
の
残
滓
で
で
も
あ
る
か

の
よ
う
に
、
よ
ど
ん
だ
情
趣
主
義
、
一
口
で
は
徳
川
封
建
的
と
も
い
う
べ

き
、
現
代
と
ち
が
っ
た
暗
さ
重
さ
は
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
マ
ニ
ヤ
は
と
も
か

く
と
し
て
、
現
代
人
に
は
甚
だ
異
質
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
最
も
時
代

的
な
作
者
で
あ
っ
た
春
水
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る27

）
。

そ
し
て
、
一
九
八
二
年
出
版
の
『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る

「
人
情
本
と
為
永
春
水
｜
付
『
梅
ご
よ
み
』
へ
ん
ち
き
論
」
と
い
う
か
な
り
詳

し
い
研
究
論
文
に
、
先
に
紹
介
し
た
饗
庭
篁
村
の
人
情
本
論
に
対
し
て
、
饗
庭

は
西
洋
の
典
籍
評
論
法
を
日
本
土
着
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
ジ
ャ
ン
ル
に
使
っ
て

い
る
か
ら
非
常
に
低
い
評
価
に
な
る
の
だ
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

こ
れ
を
逆
に
い
え
ば
、
明
治
の
文
学
青
年
も
、
人
情
本
を
読
み
な
れ
て
い

た
れ
ば
こ
そ
、
西
欧
の
新
し
い
小
説
理
論
を
も
、
ど
れ
ほ
ど
正
確
で
あ
っ

た
か
に
問
題
は
残
る
が
、
一
応
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
そ
の
理

論
、
ま
た
そ
の
西
欧
の
作
品
に
模
し
て
、
新
し
い
作
品
が
書
け
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
坪
内
逍
遙
の
『
当
世
書
生
気
質
』
や
二
葉
亭
四
迷
の
『
浮

雲
』
に
も
、
人
情
本
の
余よ
燼じん
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
で
は
な
い
か28

）
。
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さ
ら
に
、
人
情
本
の
問
題
点
を
明
確
に
し
て
い
る
。

幕
末
の
雅
文
学
は
、
文
学
論
で
新
し
い
方
向
を
示
し
な
が
ら
、
作
品
は
こ

れ
に
追
従
し
え
な
か
っ
た
。
俗
文
学
の
方
は
作
品
の
表
現
は
早
く
も
新
し

い
試
み
を
し
な
が
ら
も
、
文
学
意
識
は
、
娯
楽
以
上
の
も
の
と
言
い
得
ず

低
迷
し
て
い
た29

）
…
…

全
体
的
に
み
る
と
、
中
村
は
人
情
本
を
あ
ま
り
高
く
評
価
し
て
い
な
い
と
見

受
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
文
学
を
「
雅
」
と
「
俗
」
に
は
っ
き
り
分
け
る
と

い
う
彼
の
美
的
評
釈
を
反
映
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
評
釈

を
使
え
ば
、
大
衆
文
学
な
ど
は
、
最
初
か
ら
「
高
雅
」
な
文
学
に
対
し
て
劣
る

こ
と
に
な
る
は
ず
だ
と
思
う
。

前
田
愛
と
人
情
本

前
田
愛
（
一
九
三
二
｜
八
七
）
は
、
い
く
つ
か
の
著
作
の
中
で
人
情
本
に
つ

い
て
触
れ
て
お
り
、
後
学
の
徒
に
か
な
り
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。
一
番
お
も

し
ろ
い
の
は
、
一
九
七
三
年
に
初
版
が
出
た
『
近
代
読
者
の
成
立
』
に
載
っ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

人
情
本
は
…
…
貸
本
屋
の
背
に
運
ば
れ
て
、
二
倍
三
倍
に
も
回
転
し
た
人

情
本
の
読
者
の
数
が
、
寛
政
度
の
洒
落
本
の
そ
れ
を
は
る
か
に
上
回
っ
て

い
た
こ
と
も
勿
論
で
あ
る
。
民
衆
教
化
を
も
く
ろ
む
改
革
当
事
者
が
神
経

を
尖
ら
せ
た
の
は
、
直
接
に
は
人
情
本
の
好
色
性
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
処

断
が
寛
政
の
改
革
の
場
合
よ
り
も
厳
し
さ
を
加
え
た
の
は
、
そ
の
通
俗

性
・
大
衆
性
を
無
視
し
得
な
か
っ
た
た
め
で
も
あ
っ
た30

）
。

ま
た
、
前
田
愛
は
、『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
の
中
で
、
為
永
春
水
の

『
春
色
袖
の
梅
』
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
。

春
水
の
意
図
が
こ
う
し
た
郊
外
生
活
の
実
体
を
リ
ア
ル
に
描
き
だ
す
よ
り

も
、
郊
外
の
自
然
で
美
化
さ
れ
た
二
人
だ
け
の
世
界
の
幻
想
を
紡
ぎ
だ
す

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い31

）
。

そ
し
て
、
春
水
の
人
情
本
に
つ
い
て
一
般
的
に
次
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
ソ
ー
プ
・
ド
ラ
マ
ふ
う
の
甘
い
隠
遁
の
幻
想
が
、
独

り
よ
が
り
な
ス
ノ
ビ
ズ
ム
の
産
物
で
あ
る
こ
と
も
た
し
か
な
の
で
、
郊
外

生
活
の
デ
ィ
テ
イ
ル
は
春
水
特
有
の
美
意
識
で
隙
間
な
く
裏
打
ち
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
そ
の
も
の
は
こ
の
う
え
も
な
く
退
屈
な
の

で
あ
る32

）
。

こ
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
の
ち
ほ
ど
も
う
一
度
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思

う
。
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最
近
の
研
究

丸
山
茂

人
情
本
に
つ
い
て
の
最
近
の
研
究
と
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
設
定
さ
れ

た
仮
説
の
一
例
と
し
て
、
丸
山
茂
の
一
九
九
四
年
に
出
版
さ
れ
た
『
春
水
人
情

本
と
近
代
小
説
』
と
い
う
著
書
を
調
べ
て
み
よ
う
。
丸
山
は
、「
近
世
小
説
」

と
「
近
代
小
説
」
に
は
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、「
近
世
小
説
の

単
な
る
延
長
線
上
に
近
代
小
説
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
く
」
と
い
う
た
だ
し
書
き
が
つ
い
て
い
る33

）
。「
春
水
人
情
本
」
は
近
代
小

説
の
母
胎34

）
で
あ
る
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
評
論
家
の
見
解
を
う
け
つ
ぎ
、
さ
ら

に
本
居
宣
長
と
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
影
響
を

と
り
あ
げ
て
、
ま
ず
、「
天
保
年
間
の
初
め
の
﹇
春
水
人
情
本
﹈
の
確
立
が
成

し
遂
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
の
﹇
人
情
﹈
が
恋
愛
中
心
で
あ
る35

）
…
…
」
と
し
、
さ
ら

に
、「﹇
梅
暦
物
﹈
五
部
作
（
が
）
…
…
江
戸
期
唯
一
の
写
実
的
・
長
編
﹇
恋
愛

小
説
﹈
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た36

）
。」
と
し
て
い
る
。

丸
山
は
、「
人
情
」
を
「
情
欲
」
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
で
、「
恋
愛
」
を
深

く
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
近
世
小
説
か
ら
近
代
小
説
へ
と
い
う

流
れ
が
で
き
た
と
い
う37

）
。
丸
山
は
「
恋
愛
」
に
そ
れ
ほ
ど
重
点
を
置
い
た
の
は

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
次
の
引
用
を
見
れ
ば
そ
れ
が
わ
か
る
か
と
思
う
。

恋
愛
は
個
の
感
情
の
解
放
、
個
の
自
由
の
確
立
を
志
向
す
る
特
性
を
有
す

る
と
さ
れ
よ
う
。
従
っ
て
そ
れ
は
自
分
自
身
と
、
さ
ら
に
は
自
身
を
取
り

巻
く
現
実
と
の
拮
抗
を
多
く
の
場
合
強
い
、
か
く
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
生

の
局
面
に
当
事
者
を
逢
着
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
人
間
性
の
真
実
性
が

試
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
間
と
現
実
と
の
関
わ
り
の
深
み
か
ら
個

我
の
自
立
を
企
図
し
、
人
間
性
を
表
出
せ
し
め
る
「
恋
愛
」
を
取
り
あ
げ

る
近
代
小
説
の
基
盤
に
、
封
建
制
度
下
、
恋
愛
を
肯
定
し
て
、
当
代
市
井

男
女
の
、
特
に
女
性
の
側
の
ひ
た
む
き
な
愛
（
人
情
の
ま
こ
と
）
を
描
い

た
為
永
春
水
の
人
情
本
が
あ
り
、（
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
ご
と
く
）
そ
の
展

開
線
上
に
『
当
世
書
生
気
質
』『
浮
雲
』『
舞
姫
』
が
位
置
（
し
て
）
…
…

自
身
を
新
し
い
時
代
の
新
し
い
表
現
の
文
学
た
ら
し
め
て
い
っ
た38

）
。

つ
ま
り
、
丸
山
は
、
最
も
よ
く
で
き
た
人
情
本
に
表
現
さ
れ
た
恋
愛
を
、
近

代
性
の
印
と
し
て
み
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
丸
山
は
鷗
外
の
『
舞
姫
』

を
近
世
小
説
の
流
れ
の
上
に
あ
っ
て
、
な
お
近
代
小
説
と
し
て
の
新
し
い
歩
み

を
刻
ん
だ
と
認
め
る
わ
け
で
あ
る39

）
。
し
か
し
、
丸
山
は
春
水
の
『
梅
暦
』
と

『
舞
姫
』
と
が
似
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
が
ら
も
、「﹇『
舞
姫
』の
﹈
豊
太
郎

と
エ
リ
ス
と
の
愛
の
、
悲
惨
な
結
末
に
つ
い
て
で
あ
る
。
春
水
人
情
本
が
、
ハ

ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
終
わ
る
の
に
対
し
、
…
…
こ
れ
は
あ
ま
り
に
大
き
な
違
い
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い40

）
。」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
書
い
て
い
る
。

丸
山
は
ま
た
、
樋
口
一
葉
（
一
八
七
二
｜
九
六
）
の
『
た
け
く
ら
べ
』（
一
八

九
五
｜
九
六
）
と
『
梅
暦
』
と
に
も
近
似
性
を
見
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ

れ
か
ら
人
情
本
と
、
恋
愛
と
、
近
代
小
説
の
関
係
を
見
て
い
く
上
で
、
も
う
一

度
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
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人
情
本
に
つ
い
て
の
評
論
の
ま
と
め

ジ
ャ
ン
ル
を
考
察
す
る
上
で
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
人
情
本

を
調
べ
る
の
で
は
な
く
、
人
情
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
形
成
さ
れ
た
時
期
に
つ

い
て
な
ぜ
考
察
し
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
か
と
思
う
。
こ
れ
に
は
理
由

が
あ
る
。
ま
ず
、
人
情
本
は
、
洒
落
本
や
読
本
と
は
別
に
、
十
九
世
紀
の
半
ば

ご
ろ
か
ら
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
異
議
を

は
さ
む
余
地
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
の
理
由
と
し
て
、
十
九
世
紀

末
、
明
治
と
い
う
新
し
い
時
代
と
日
本
文
学
と
い
う
概
念
の
確
立
の
一
端
と
し

て
、
日
本
文
学
の
「
正
典
」
と
み
な
さ
れ
る
作
品
群
が
生
れ
出
た
こ
と
で
あ
る
。

二
、
三
十
年
の
時
間
的
隔
た
り
が
あ
る
と
は
い
え
、
同
じ
よ
う
に
書
か
れ
た
ス

ト
ー
リ
ー
が
、
な
ぜ
片
方
は
「
人
情
本
」
で
、
も
う
一
方
は
「
小
説
」
と
し
て

は
っ
き
り
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
ら
れ
る
の
か
と
考
え
て
み
た
方
が
い
い

か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、「
小
説
」
は
日
本
文
学
の
伝
統
の
正
典
と
し
て
誰

も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
に
、「
人
情
本
」
は
な
ぜ
そ
う
で
は
な
い
の
か
。

逍
遙
や
一
葉
や
鷗
外
な
ど
の
作
家
が
書
く
恋
愛
に
つ
い
て
の
小
説
と
、
人
情
本

と
の
関
係
は
ど
ん
な
も
の
か
。

こ
れ
ら
の
疑
問
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
仮
説
が
、
先
に
紹
介
し
た
評
論
家
た

ち
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
と
く
に
最
近
二
十
年
ほ
ど
の
間
に
、

「
正
典
」（
英
語
で
は
「ca

n
o
n

」
で
カ
ノ
ン
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
と
い
う
概

念
や
、
ジ
ャ
ン
ル
の
成
立
過
程
と
い
う
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
で
は
鈴
木
貞
美
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ジ
ョ
ン
・
ビ

ロ
ン
グ
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
フ
ラ
ン
ク
・
カ
ー
モ
ー
ド
や
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
バ

ウ
ム
と
い
っ
た
学
者
た
ち
が
こ
れ
に
注
目
し
て
い
る41

）
。
こ
れ
ら
の
学
者
は
、
ジ

ャ
ン
ル
の
再
定
義
、
伝
統
の
創
出
、
カ
ノ
ニ
シ
テ
ィ
ー
（
正
典
性
）
の
概
念
と

い
う
観
点
か
ら
文
学
史
を
読
み
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
近
代
日
本

文
学
に
見
ら
れ
る
恋
愛
観
」
を
考
察
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
、
人
情

本
、
恋
愛
、
そ
し
て
近
代
性
に
適
用
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

人
情
本
の
定
義
あ
る
い
は
再
定
義

原
本

人
情
本
の
原
本
は
、
主
に
大
学
、
国
や
地
方
自
治
体
の
図
書
館
な
ど
に
保
存

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
を
完
全
に
網
羅
す
る
目
録
を
見
つ
け
る
こ
と
は

出
来
な
か
っ
た
。
一
番
手
に
し
易
い
の
は
『
国
書
総
目
録
』

一
九
六
三
｜
七

六
）
で
、
大
き
な
図
書
館
な
ら
必
ず
お
い
て
あ
る
と
思
う
。
九
冊
が
セ
ッ
ト
に

な
っ
た
こ
の
目
録
は
、
三
冊
セ
ッ
ト
の
『
古
典
籍
総
合
目
録
』

一
九
九
〇
）
に

よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い
る
。『
群
書
類
従
』
も
有
名
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
目
録
も
、
現
存
し
て
い
る
人
情
本
の
原
本
の
リ
ス
ト
と
な
る
と
、

完
全
と
は
い
え
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
個
人
の
蔵
書
と
し
て
は
人
情
本
の
原

本
が
保
存
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
目
録
に
は
載
っ
て
い
な
い42

）
。
も
う
一
つ
の

問
題
は
、
か
な
り
の
数
に
上
る
人
情
本
の
原
本
が
、
現
存
し
て
い
な
い
ら
し
い

こ
と
で
あ
る
。
目
録
で
も
、
翻
刻
だ
け
し
か
残
っ
て
い
な
い
人
情
本
が
か
な
り

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
通
常
「
翻
刻
」
と
い
う
と
、
再
版
と
か
、
復
刻
版

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
が
、
人
情
本
の
場
合
は
、
厳
密
に
は
必
ず
し
も
そ
う

で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、
原
本
が
あ
っ
て
も
、
木
版
刷
り
で
あ
る
た
め
、
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刷
り
に
よ
っ
て
、
か
な
り
違
い
が
あ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原

本
（
ａ
）
と
原
本
（
ｂ
）
は
、
同
じ
話
で
も
、
登
場
人
物
の
名
前
が
違
っ
て
い

た
り
、
題
名
が
違
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
、
つ
き
あ
わ
せ
て
比
べ
て
み

る
必
要
が
あ
る
ら
し
い43

）
。

こ
の
ご
ろ
は
、
ほ
と
ん
ど
の
図
書
館
の
カ
タ
ロ
グ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検

索
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
東
京
都
立
中
央
図
書
館
の
特
別

文
庫
室
に
あ
る
人
情
本
の
原
本
の
カ
タ
ロ
グ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
検
索

で
き
な
い
。
貴
重
な
資
料
で
あ
る
か
ら
、
貸
し
出
し
禁
止
な
の
は
当
然
で
あ
る

が
、
原
本
の
状
態
が
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
た
め
、
コ
ピ
ー
を
取
る
こ
と
も
制

限
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
有
名
な
人
情
本

の
唯
一
現
存
す
る
原
本
で
あ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
疑
問
に
思
う
の
は
、
読
者
の
こ
と
で
あ
る
。
い
つ
こ
れ
ほ
ど
ま
で

に
貴
重
な
も
の
に
な
っ
た
の
か
、
一
般
の
読
者
の
手
に
入
ら
な
く
な
っ
た
の
は

い
つ
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
読
者
は
、
貸
本
屋
を
通
し
て
人
情
本
を

読
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
原
本
の
損
傷
が
激
し
く
、
現
存
す

る
原
本
の
数
が
少
な
い
の
も
納
得
が
い
く
。
そ
れ
で
も
、
数
多
く
の
原
本
が
あ

る
は
ず
だ
と
期
待
し
て
い
た
だ
け
に
、『
国
書
総
目
録
』
に
載
っ
て
い
る
数
冊

し
か
原
本
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
驚
い
て
い
る
。
徳
川
幕
府
が
風
俗
取
締
り
と

し
て
人
情
本
な
ど
『
好
色
本
』
の
出
版
を
禁
止
し
た
と
き
、
一
斉
に
破
棄
し
た

と
い
う
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。
ピ
ー
タ
ー
・
コ
ー
ニ
ツ
キ
は
、
一
八
四
二
年

に
荷
車
五
台
分
の
人
情
本
が
没
収
さ
れ
、
破
棄
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
と

書
い
て
い
る44

）
。「
江
戸
の
華
」
と
い
わ
れ
た
火
事
や
、
一
九
二
三
年
の
関
東
大

震
災
、
そ
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
東
京
大
空
襲
も
一
つ
の
要
素
に
違
い
な

い
と
思
う
。

原
本
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
人
情
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
調
査
の

方
法
に
、
直
接
大
き
く
関
係
し
て
く
る
。

翻
刻

現
在
、
人
情
本
で
手
に
入
り
易
く
、
読
み
や
す
い
の
は
翻
刻
版
で
あ
る
。
原

本
は
手
書
き
の
テ
キ
ス
ト
を
木
版
に
し
て
刷
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
翻
刻
は
、

活
字
を
一
本
ず
つ
並
べ
組
ん
で
印
刷
し
て
い
る
の
で
読
み
易
く
な
っ
て
い
る
。

本
論
で
考
察
す
る
の
は
、
一
八
三
一
年
初
版
の
曲
山
人
（
一
八
三
六
？
）
作

『
小こ
三さん
金きん
五ご
郎ろう
仮か
名な
文まじ
章りむ
娘すめ
節せつ
用よう
』
と
い
う
人
情
本
で
あ
る
。
こ
の
人
情
本
の

テ
ー
マ
は
あ
と
で
検
討
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
こ
の
人
情
本
の
各
種

の
翻
刻
版
を
比
較
検
討
し
て
、
翻
刻
と
い
う
出
版
メ
デ
ィ
ア
に
ま
つ
わ
る
問
題

点
を
理
解
す
る
手
が
か
り
に
し
た
い
。
翻
刻
版
の
中
で
、
一
番
古
い
の
は
、
一

八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
東
京
都
立
中
央
図
書

館
で
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に
出
版
さ
れ
た
翻
刻
版
を
調
べ
て
み
た
。
百

八
ペ
ー
ジ
か
ら
な
る
こ
の
本
の
奥
付
に
は
、
翻
刻
出
版
人
・
廣
野
仲
助
、

発
兌
は
つ
だ

・
上
田
屋
栄
三
郎
、
そ
し
て
発
行
所
は
東
京
麴
町
の
栄
泉
堂
と
な
っ
て
い

る
。こ

の
翻
刻
と
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
に
保
管
さ
れ
て
い
る
原

本
を
つ
ぶ
さ
に
比
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
限
り
原
本
に
非
常

に
忠
実
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
挿
絵
が
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
や
や
色
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っ
ぽ
さ
が
増
し
て
い
る45

）
。
原
本
は
コ
ピ
ー
禁
止
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
翻
刻
版

を
原
本
と
同
じ
と
み
な
し
、
こ
れ
と
、
他
の
翻
刻
版
を
比
べ
て
み
た
。
調
べ
た

翻
刻
版
の
う
ち
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
数
年
前
の
も
の
は
、
文
章
の
一
部
が
割

愛
さ
れ
て
い
た
り
、
伏
せ
字
が
あ
っ
た
り
、
線
が
引
か
れ
て
い
た
り
、
別
の
言

葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
戦
前
に
は
ど
の
よ
う
な
文
章

が
、
読
者
に
と
っ
て
刺
激
的
す
ぎ
る
と
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
一
八
八
六
年
の
翻
刻
版
（
ａ
）
と
一
九
二
五
（
大
正
十
四
）
年
の
村

上
静
人
の
編
集
に
よ
る
人
情
本
刊
行
会
叢
書
の
再
版
（
ｂ
）
と
を
比
べ
て
み
よ

う
。【

比
較
例

一
】

ａ
）

下げ

女じよ
「
ハ
イ
ハ
イ
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
ト
（
枕
を
置
て
し
た
へ
ゆ

く
）
金きん
五ご

郎らう
ハ
目
を
明あけ
て
当
た
り
見み

回まわ
し
枕
を
取
て
ま
た
ね
転ころ
び

金

「
七
段
目
の
由
良
と
云
計
略
だ
サ
ア
も
っ
と
此
方
こ
つ
ち

へ
よ
ん
な
ト
（
小
三
の

手
を
と
り
ひ
き
よ
せ
る46

）
）

ｂ
）

下げ

女じよ
『
は
い
は
い
、か
畏しこまり
ま
し
た
。』
と
、
枕まくらを
置お

い
て
下した
へ
行ゆ

く
。
金きん
五ご
郎らう
は
目め
を
開あ
い
て
、
四あた
辺り
見み
回まわ
し
枕
を
取
っ
て
又また
寝ね
転ころ
び
、

金きん
五ご

郎らう
『
七
段だん
目め

の
由ゆ

良ら

と
い
ふ
計けい
略りやくだ
。
さ
あ
も
ッ
と
此
方
こ
つ
ち

へ
寄よ

ん

な
。』
と
、
小
三
の
手
を
取と
る47

）
。

引
用
部
分
を
検
討
す
る
前
に
、
こ
の
二
冊
の
翻
刻
版
の
全
体
的
な
特
徴
を
先

ず
比
較
し
て
み
る
と
お
も
し
ろ
い
。
一
八
八
六
年
版
は
、
表
紙
の
裏
側
に
、
読

者
の
興
味
を
そ
そ
る
た
め
に
内
容
の
広
告
を
載
せ
て
お
り
「
文
政
十
二
年
辛
卯

孟
陽

江
戸

文
盲
短
斎
し
る
す
」
と
書
い
て
あ
る
。
文
政
十
二
年
は
、
一
八

二
九
年
で
あ
る
。
両
開
き
一
頁
の
挿
絵
の
あ
と
、
題
名
の
あ
と
に
、「
江
戸

曲
山
人
補
綴
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
奥
付
に
は
、
著
者
と
し
て
、
為
永

春
水
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
る
教
訓
亭
為
永
の
名
が
見
え
る
。
先
に
書
い
た
よ
う

に
翻
刻
出
版
人
は
、
廣
野
仲
助
と
な
っ
て
い
る
。
曲
山
人
の
人
情
本
の
「
著

者
」
は
、
他
で
も
な
い
為
永
春
水
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
情
本
を
売
る
た

め
に
、
よ
く
用
い
た
手
で
あ
る
ら
し
い
が
、
翻
刻
版
で
も
同
じ
手
を
使
っ
て
い

る
。
一
九
二
五
年
の
翻
刻
版
は
、
非
常
に
分
か
り
易
く
、
村
上
静
人
に
よ
る
解

釈
が
つ
い
て
お
り
、
た
と
え
ば
な
ぜ
曲
山
人
を
著
者
で
な
く
、
補
綴
と
し
て
あ

る
の
か
な
ど
の
説
明
が
つ
い
て
い
る
。
村
上
に
よ
る
と
、
こ
の
人
情
本
は
間
違

い
も
な
く
曲
山
人
の
著
作
で
あ
り
、
こ
う
い
う
こ
と
は
当
時
よ
く
行
な
わ
れ
て

い
た
こ
と
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
村
上
は
、
初
版
の
緒
言
も
収
録
、
挿
絵
は

曲
山
人
の
絵
を
も
と
に
、
歌
川
国
直
が
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、
一
九
二
五
年
版
の
挿
絵
は
、
原
本
の
挿
絵
を
再
現
し
て
い
る
も
の
の
、

復
刻
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
引
用
文
の
あ
る
章
は
、
一
八
八
六
年
版
で
は
、

た
だ
「
第
三
回
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
一
九
二
五
年
版
で
は
「
初
編

下
の
巻
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

引
用
文
（
ａ
）
と
（
ｂ
）
で
は
、
句
読
点
な
ど
が
少
し
違
う
だ
け
で
、
大
き

な
差
は
な
い
。（
ａ
）
の
一
八
八
六
年
版
で
は
、
フ
リ
ガ
ナ
が
ま
ば
ら
に
付
け

ら
れ
て
い
る
が
、（
ｂ
）
の
一
九
二
五
年
版
に
は
ほ
と
ん
ど
の
漢
字
に
フ
リ
ガ
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ナ
が
打
た
れ
て
い
る
。
一
番
大
き
な
違
い
は
、（
ａ
）
に
は
あ
る
「
ひ
き
よ
せ

る
」
と
い
う
部
分
が
、（
ｂ
）
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
金
五
郎

が
小
三
を
ひ
き
よ
せ
て
次
の
ラ
ブ
シ
ー
ン
へ
移
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
言
葉
で

あ
る
。「
七
段
目
の
由
良
と
い
う
計
略
」
と
い
う
の
は
、
人
形
浄
瑠
璃
『
仮
名

手
本
忠
臣
蔵
』
の
主
人
公
、
大
星
由
良
之
助
が
、
仇
を
討
つ
計
略
を
相
手
に
悟

ら
れ
な
い
よ
う
に
遊
郭
に
上
が
っ
て
、
遊
女
と
戯
れ
る
段
に
言
及
し
て
い
る
の

で
あ
る
。（
ｂ
）
で
は
、「
小
三
の
手
を
と
り
ひ
き
よ
せ
る
」
の
代
わ
り
に
、

「
小
三
の
手
を
取
る
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
わ
ず
か
な
削
除
で
何
が
変
わ
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。
金
五
郎
が
横
に
な
っ
て
い
て
、
忠
臣
蔵
の
由
良
之
助
に
言

及
し
な
が
ら
小
三
の
手
を
取
る
と
い
う
情
景
だ
け
で
読
者
に
は
充
分
そ
の
シ
ー

ン
が
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。「
ひ
き
よ
せ
る
」
と
い
う
言
葉
が
猥
褻
で
あ

る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
は
不
思
議
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

【
比
較
例

二
】

ａ
）

小
三
「
ヲ
ホ
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
厭
で
ご
ざ
い
ま
す
ヨ

金
「
寝
る
の
が
厭

か

小
三
「
ど
う
だ
か
存
ま
せ
ん
と
か
ほ
を
あ
か
く
し
て
う
つ
む
く

金

「
ナ
ニ
し
ら
ね
へ
こ
と
が
有
も
の
か
誰たれ
か
に
お
そ
は
っ
て
御ご
座ぞん
じ
だ
ら
う

ド
ラ
一ちよ
寸つと
あ
ら
た
め
て
見
よ
う
ト
帯おび
も
心こゝ
ろも

打うち
解とけ
て
契ちぎ
り
染そめ
た
る
湯
か
た

び
ら
玉
の
汗あせ
を
や
し
ぼ
る
ら
ん
か
く
て
是
よ
り
金きん
五ご
郎らう
ハ
千
歳
ち
と
せ

屋や
へ
人
を

ハ
し
ら
せ48

）
…
…

ｂ
）

小
三
『
オ
ホ
ホ
ホ
ホ
、
厭いや
で
御ご

座ざ

い
ま
す
よ
。』
と
心こゝ
ろも

打う

ち
解と

け
て
、
契ちぎ
り
初そ
め
た
る
湯ゆ
帷かた
子びら
。

か
く
て
是これ
よ
り
金きん
五ご
郎らう
は
、
千
年
ち
と
せ

屋や
へ
人ひと
を
走はし
ら
せ49

）
…
…

（
ａ
）
の
一
八
八
六
年
版
で
は
は
っ
き
り
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、（
ｂ
）
の

一
九
二
五
年
版
で
は
、
二
、
三
行
割
愛
さ
れ
て
、
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
気
が
抜
け
た
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は

い
る
も
の
の
、
描
写
さ
れ
て
い
る
シ
ー
ン
自
体
は
か
な
り
色
っ
ぽ
い
。

【
比
較
例

三
】

ａ
）

金
「
甘うま
く
云
ぜ
し
っ
ぽ
り
と
し
ん
ね
こ
で
は
ま
ぐ
り
の
お
吸すい
物もの
を

〆しめ
て
る
人
が
の
ふ
お
菊
さ
ん50

）
…
…

ｂ
）

金きん
五ご
郎らう
『
う
ま
く
言い
ふ
ぜ
。
し
っ
ぽ
り
と
真しん
猫ねこ
で
、
の
う
お
菊きく
さ

ん51
）

。』

（
ａ
）
の
一
八
八
六
年
版
に
は
載
っ
て
い
る
お
菊
と
い
う
遊
女
の
性
的
な
描
写

が
、（
ｂ
）
の
一
九
二
五
年
版
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

【
比
較
例

四
】

ａ
）

金
「
違
へ
ね
へ
色
気
が
な
く
っ
て
も
汁
気
が
有
ハ
沢
山
だ
の
ふ

バ
ゝ
ア
ト
こ
え
を
か
く
れ
バ
う
バ
も
ふ
き
だ
し

う
バ
「
ヲ
ホ
ゝ
ゝ
ほ
ん

に
さ
よ
で
ご
ざ
い
升
私わたくし
の
や
う
に
色いろ
気け
も
汁
気
も
な
く
な
っ
て
ハ
い
け
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ま
せ
ん
が
「
御
新しん
造ぞ
さ
ん
な
ど
ハ52

）
…
…

ｂ
）

金きん
五ご
郎らう
『
違ちげ
え
ね
え
、
色いろ
気け
が
な
く
っ
て
も
艶つや
気け
が
あ
れ
ば
、
沢たく

山さん
だ
。
の
う
老
婆
ば
ば
あ

。』
と
、
声こえ
を
懸か
く
れ
ば
、
乳う
母ば
も
噴ふ
き
出だ
し
、

乳
母
『
オ
ホ
ホ
ホ
ホ
、
真ほん
に
左さ
様よう
で
御ご
座ざ
い
ま
す
。わ
私たくしの
様やう
に
な
っ
て
は

い
け
ま
せ
ん
が
、
御ご
新しん
造ぞ
さ
ん
な
ど
は53

）
…
…
』

金
五
郎
と
乳
母
が
性
的
な
冗
談
を
言
い
合
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。（
ａ
）

の
一
八
八
六
年
版
で
は
「
汁
気
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
（
ｂ
）
の
一
九
二

五
年
版
で
は
「
艶
気
」
と
な
り
、
ま
た
、「
色
気
も
汁
気
も
な
く
な
っ
て
ハ
」

と
い
う
部
分
も
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
の
情
景
を
壊
し
て
は
い
な
い
。

【
比
較
例

五
】

ａ
）

た
ぼ
「
ヲ
ヤ
お
ま
へ
さ
ん
そ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
が
炬こ
燵たつ
と

云いふ
者もの
ハ
能よい
も
の
で
云い

ふ
に
云
ハ
れ
ぬ
楽たの
し
み
が
有
升
よ
ね
へ
小
三
さ
ん

小
三
「
な
ん
だ
ね
お
た
ぼ
さ
ん
お
つ
な
事こと
を
お
云いひ
で
な
い
人
の
鼻はな
を
磨こするや

う
な
私わたしら
ア
そ
ん
な
事
ハ
嫌
サ
金
「
コ
ウ
お
た
ぼ
さ
ん
お
前めえ
も
余よつ
程ぽど
好
物

家
だ
ね
成なる
程ほど
一ちよ
寸つと
い
ち
ゃ
つ
く
に
ハ
ま
ん
ざ
ら
悪にくゝ
ね
へ
や
つ
さ
冬ふゆ
の
色
事

ハ
炬こ
燵たつ
で
出で
来き
る
や
つ
が
い
く
ら
も
有
も
の
さ

小
三
「
も
し
お
か
し
く

も
な
い
そ
ん
ナ
話はなし
ハ54

）…
…

ｂ
）

（
お
た
ぼ
）『
お
や
お
前まへ
さ
ん
、
そ
ん
な
事こと
を
被おつ
仰しや
る
が
、
炬こ
燵たつ
と

い
ふ
も
の
は
よ
い
も
の
で
、
ま
た
別べつ
な
楽たの
し
み
が
あ
り
ま
す
よ
。
ね
え
小こ

三さん
さ
ん
。』

小こ
三さん
「
何なん
だ
ね
、
お
た
ぼ
さ
ん
、
乙おつ
な
事こと
を
お
言い
ひ
で
な
い
、
人ひと
の
鼻はな
を

磨こす
る
様やう
な
。
私わたしら
ア
そ
ん
な
事こと
は
嫌きら
ひ
さ
。」

金きん
五ご
郎らう
『
こ
う
お
た
ぼ
さ
ん
、
お
前まへ
も
余よつ
程ぽど
好かう
物ぶつ
家か
だ
ね
。』

小こ
三さん
『
も
し
、
可を
笑か
し
く
も
な
い
そ
ん
な
話はなし
は55

）…
…
』

こ
こ
で
も
、
や
は
り
（
ａ
）
の
方
が
少
し
直
接
的
な
表
現
で
性
的
な
行
為
に

言
及
し
て
い
る
の
に
対
し
、（
ｂ
）
は
、
ほ
の
め
か
す
だ
け
に
と
ど
め
て
い
る
。

【
比
較
例

六
】

ａ
）

金
「
ハ
ゝ
ゝ
、
そ
ん
な
ら
乳
母
ば
ゞ
あ

の
所
へ
行
て
寝ね
ろ
今
目
を
覚さま
し
て

泣なき
出だ
す
と
お
っ
か
ア
の
何
の
か
邪
魔
に
な
る
さ
う
だ
ト56

）

ｂ
）

金きん
五ご

郎らう
『
ハ
ハ
ハ
ハ
、
そ
ん
な
ら
乳
母
ば
ゞ
あ

の
所ところへ
行い

っ
て
寝ね

ろ
。』

と57
）

、
…
…

（
ｂ
）
の
一
九
二
五
年
版
で
、「
今
目
を
覚さま
し
て
泣なき
出だ
す
と
お
っ
か
ア
の
何
の
か

邪
魔
に
な
る
さ
う
だ
ト
」
を
な
ぜ
削
除
し
た
の
か
、
理
解
し
が
た
い
。
一
八
八

六
年
頃
に
は
何
と
も
な
か
っ
た
文
章
が
、
一
九
二
五
年
に
は
、
母
親
の
子
供
に

対
す
る
愛
情
へ
の
冒
涜
と
し
て
看
過
で
き
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
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【
比
較
例

七
】

ａ
）

金
「
な
ん
の
事
た
お
か
し
く
も
ね
へ
そ
ん
な
つ
ま
ら
ね
へ
事
を
案

じ
ず
に
サ
ア
も
ふ
寝
ね
へ
か
寝
る
が
い
ゝ
ト
（
手
を
の
バ
し
ひ
き
よ
せ
る
）

小
三
「
ア
レ
ま
だ
着
物
き
も
の

も
着き
換かへ
ま
せ
ん
よ

金
「
い
ゝ
ハ
な
着き
物もの
ハ
そ
れ

で
も
大
事
ね
へ
ト
（
い
ひ
つ
ゝ
小
三
の
）
帯おび
を
解
バ
嬉うれ
し
げ
に
上
着
を
脱ぬぎ

下
着
の
儘まゝ
に
寄
添
て
」
顔
み
合
せ
て
互
に
（
に
っ
こ
り58

）
）
…
…

ｂ
）

金きん
五ご
郎らう
「
何なん
の
事こつ
た
、
可を
笑か
し
く
も
ね
え
。
そ
ん
な
つ
ま
ら
ね
え

事こと
を
案あん
じ
ず
と
、
さ
ア
も
う
寝ね

ね
え
か
、
寝ね

る
が
い
ゝ
。」
と
、
顔かほ
見み

合あは

せ
て
互たがひに
莞につ
爾こり
。59

）

こ
こ
で
も
、
一
八
八
六
年
版
の
方
が
少
し
あ
か
ら
さ
ま
で
あ
る
だ
け
で
、
一

九
二
五
年
版
も
ほ
ぼ
同
じ
情
景
を
描
写
し
て
い
る
。

【
比
較
例

八
】

ａ
）

（
金
）「
…
…
床
へ
侵
入
は
い
つ

て
又
い
ゝ
夢ゆめ
で
も
結むすぼト
（
ぐ
っ
と
引
よ
せ

ひ
と
つ
夜や
着ぎ
）
何
成
事
や
契ちぎ
る
ら
ん60

）

ｂ
）

（
金きん
五ご
郎らう
）『
…
…
床とこ
へ
侵へ
入え
っ
て
、
又また
い
ゝ
夢ゆめ
で
も
結むす
ば
う61

）
。』

一
八
八
六
年
版
で
著
者
が
読
者
に
対
し
て
「
ど
ん
な
こ
と
を
し
た
ん
で
し
ょ

う
ね
ぇ
」
と
い
う
感
じ
で
問
い
か
け
て
い
る
く
だ
り
を
、
一
九
二
五
年
版
で
村

上
が
割
愛
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
一
九
二
五
年
頃
の
読
者
の
繊
細
な
感
性

を
損
な
う
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
さ
ら
に
比
較
す
る
た
め
に
、
一
九
三
六
（
昭
和
十
一
）
年
に
出
版
さ

れ
た
同
じ
話
の
翻
刻
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
大
日
本
雄
辯
会
講
談
社
が
出

版
し
た
評
釈
江
戸
文
学
叢
書
の
中
の
一
冊
で
あ
る
。
翻
刻
本
と
い
う
よ
り
も
校

注
本
で
、
笹
川
種
郎
に
よ
る
校
注
が
つ
い
て
い
る
。
次
に
挙
げ
る
六
ヶ
所
が
直

線
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

一
、
ト
（
ぐ
っ
と
引
き
よ
せ
て
お
び
を
と
り62

）
）

こ
の
一
行
は
、
一
八
八
六
年
版
で
は
そ
の
ま
ま
だ
が
、
一
九
二
五
年
版
で
は
、

比
較
し
て
み
な
け
れ
ば
こ
の
行
が
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
分
か
ら

な
い
。
一
九
三
六
年
版
で
は
直
線
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
箇
所

に
削
除
さ
れ
た
文
章
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

二
、
寝
る
の

三
、
誰
か
に
お
そ
わ
っ
て

四
、
ド
ラ
ち
ょ
っ
と
あ
ら
た
め
て
見
よ
う
。

五
、
帯
も

六
、
玉
の
汗
を
や
し
ぼ
る
ら
ん
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こ
の
五
ヶ
所
は
、【
比
較
例

二
】
の
（
ａ
）
の
部
分
と
同
じ
部
分
で
あ
り
、

削
除
箇
所
が
直
線
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
再
現
し
て
み
よ
う
。

小
三
「
ヲ
ホ
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
厭
で
ご
ざ
い
ま
す
ヨ

金
「

が
厭
か

小

三
「
ど
う
だ
か
存
ま
せ
ん
と
か
ほ
を
あ
か
く
し
て
う
つ
む
く

金
「
ナ
ニ

し
ら
ね
へ
こ
と
が
有
も
の
か

御ご

座ぞん
じ
だ
ら
う

ト

心ごゝ
ろも

打うち
解とけ
て
契ちぎ
り
染そめ
た
る
湯
か
た
び
ら

か
く
て
是
よ
り
金きん
五ご

郎らう
ハ
千ち

歳とせ
屋や

へ
人
を
ハ
し
ら
せ63

）

…
…

線
が
引
か
れ
て
い
る
部
分
を
補
う
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

小
三
「
ヲ
ホ
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
厭
で
ご
ざ
い
ま
す
ヨ

金
「
寝
る
の
が
厭
か

小

三
「
ど
う
だ
か
存
ま
せ
ん
と
か
ほ
を
あ
か
く
し
て
う
つ
む
く

金
「
ナ
ニ

し
ら
ね
へ
こ
と
が
有
も
の
か
誰たれ
か
に
お
そ
は
っ
て
御ご
座ぞん
じ
だ
ら
う
ド
ラ
一ちよ

寸つと
あ
ら
た
め
て
見
よ
う
ト
帯おび
も
心ごゝ
ろも

打うち
解とけ
て
契ちぎ
り
染そめ
た
る
湯
か
た
び
ら
玉

の
汗あせ
を
や
し
ぼ
る
ら
ん
か
く
て
是
よ
り
金きん
五ご
郎らう
ハ
千ち
歳とせ
屋や
へ
人
を
ハ
し
ら

せ
…
…

一
九
三
六
年
版
に
は
、
一
九
二
五
年
版
で
は
完
全
に
割
愛
さ
れ
て
い
た
り
、

書
き
換
え
ら
れ
て
い
た
文
章
の
う
ち
の
一
部
分
だ
け
を
直
線
に
置
き
換
え
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
大
正
時
代
に
は
削
除
さ
れ
て
い
た
「
は
ま
ぐ
り
の
お
吸
物

を
〆しめ
て
る
人
が
」
は
、
こ
こ
で
は
原
文
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
も
う
一
つ
、
今
度
は
も
う
少
し
古
い
鼻
山
人
に
よ
る
一
八
一
七
年
の

『
娼けい
妓せい
美び
談だん

籬まがきの
花
』
に
つ
い
て
、
原
本
と
翻
刻
を
比
べ
て
み
た
。
原
本
の

題
は
『
青せい
楼ろう
籬
の
花
』
に
な
っ
て
い
る
が
、
同
じ
話
で
あ
る
。
中
央
図
書
館
に

原
本
の
複
写
が
あ
る
数
少
な
い
人
情
本
の
う
ち
の
一
冊
で
あ
る
。

比
べ
た
翻
刻
版
は
、
村
上
静
人
が
翻
刻
に
あ
た
っ
た
一
九
一
五
年
出
版
の
人

情
本
刊
行
会
叢
書
の
一
冊
で
あ
る
。
編
集
者
の
村
上
静
人
は
、
こ
の
作
品
に
つ

い
て
の
解
題
に
、「『
娼
妓
美
談

籬
の
花
』
は
、
人
情
本
の
祖
た
る
蒟
蒻
本
、

即
ち
洒
落
本
の
一
種
で64

）
…
…
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
作
は
、
人
情
本
よ
り
も

古
い
こ
ん
に
ゃ
く
本＝

洒
落
本
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
。
も
う
一
度
、
い
っ
た

い
人
情
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ん

で
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
話
を
読
ん
で
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
人
情
本
と
は
少

し
違
っ
た
種
類
の
「
小
説
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
意
味

で
も
、
翻
刻
と
原
本
を
つ
き
あ
わ
せ
て
、
ど
れ
ほ
ど
変
え
ら
れ
て
い
る
か
を
調

べ
て
み
る
価
値
が
あ
る
と
思
う
。

隅
か
ら
隅
ま
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た
結
果
、
変
え
ら
れ
て
い
た
の
は
た
っ
た

の
一
ヶ
所
、
一
九
一
五
年
の
翻
刻
版
で
は
、「
ト
夜
着
の
中
へ
は
い
り
笑
い
な

が
ら
二
人
と
も
に
夜
着
を
す
っ
ぽ
り
か
ぶ
る65

）
」
と
い
う
ト
書
き
が
削
除
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
武
藤
元
昭
が
翻
刻
編
集
し
て
い
る
一
九
九
五
年
の
叢

書
江
戸
文
庫
の
中
の
第
三
十
六
巻
「
人
情
本
集
」
を
は
じ
め
、
戦
後
の
翻
刻
は

す
べ
て
原
本
に
忠
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
六
二
年
刊
行
の
為
永
春
水
に
よ
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る
人
情
本
『
春
色
梅
児
誉
美
』（
中
村
幸
彦
校
注
）
と
二
〇
〇
〇
年
の
『
風ふう
月げつ
花かじ

情よう
春はる
告つげ
鳥どり
』（
前
田
愛
校
注
）
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
原
本
に
忠
実
な
上
に
、
詳

し
い
学
術
的
な
情
報
が
満
載
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
原
本
は
失
わ
れ
、
戦
前
の
翻
刻
し
か
現
存
し
な
い
作
品
が
多
い
今
、

人
情
本
を
研
究
す
る
と
き
、
書
き
換
え
や
削
除
の
程
度
を
知
っ
た
上
で
戦
前
の

翻
刻
を
活
用
す
る
意
義
は
大
き
い
と
感
じ
る
。

ま
と
め
と
テ
キ
ス
ト
の
分
析

人
情
本
を
最
も
多
く
集
め
た
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、
人
情
本
刊
行
会
叢
書
の
二

つ
の
シ
リ
ー
ズ
が
あ
る
。
初
版
シ
リ
ー
ズ
は
、
一
九
一
五
〜
一
七
年
に
わ
た
っ

て
刊
行
さ
れ
、
赤
い
表
紙
の
本
二
十
二
冊
と
、
人
情
本
世
話
小
説
刊
行
会
叢
書

と
呼
ば
れ
る
青
い
表
紙
の
二
冊
の
合
計
二
十
四
冊
で
、
非
売
品
で
あ
っ
た
。
非

売
品
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
現
在
は
非
常
に
手
に
入
り
に
く
く
、
幻
の
シ
リ
ー
ズ

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
一
九
二
五
〜
二
六
年
に
わ
た
っ
て
編
集

し
直
し
た
再
版
シ
リ
ー
ズ
は
、
初
版
シ
リ
ー
ズ
の
二
十
四
冊
を
配
本
順
序
だ
け

入
れ
替
え
て
再
印
刷
し
た
も
の
に
第
一
巻
と
第
二
巻
、
そ
し
て
第
二
十
七
巻
を

補
足
し
た
赤
い
表
紙
の
合
計
二
十
七
冊
で
あ
る
。
人
情
本
ま
た
は
江
戸
文
学
の

専
門
家
の
間
で
は
、
都
合
の
良
く
な
い
箇
所
が
削
除
さ
れ
て
い
る
た
め
、
研
究

材
料
と
し
て
信
用
で
き
な
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
持
た
れ
て
い
る
。

収
録
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
人
情
本
に
つ
い
て
、
原
本
と
つ
き
あ
わ
せ
て
調
べ

て
み
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
通
念
に
つ
い
て
、
何
と
も
い
う
こ
と
は
出

来
な
い
が
、
今
回
調
べ
て
み
た
限
り
か
ら
判
断
す
る
と
、
変
更
さ
れ
て
い
る
部

分
は
、
ほ
ん
の
二
、
三
の
文
章
だ
け
で
、
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思

え
る
。
削
ら
れ
た
り
置
き
換
え
ら
れ
た
り
し
た
文
章
や
言
葉
は
、
す
べ
て
遠
回

し
に
性
的
な
行
動
に
言
及
し
て
い
る
も
の
で
、
た
と
え
こ
れ
ら
の
文
章
が
削
ら

れ
て
い
て
も
、
読
者
は
文
脈
か
ら
何
か
色
っ
ぽ
い
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
推
察
で
き
る
。

村
上
静
人
は
、
各
巻
共
通
の
緒
言
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

泥でい
中ちゆうの
白びやく
蓮れん
は
、
泥
中
に
お
き
、
濁だく
水すい
中ちゆうの
鯉り
魚ぎよ
は
、
必
ず
濁
水
中
に

捨
て
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
必
要
は
な
い
。
汚お
泥でい
を
洗
い
清
め
て
玉
ぎよく

盤ばん
に
移
し
、
濁だく
水すい
か
ら
洗
い
去
っ
て66

）
…
…

校
訂
者
と
し
て
村
上
静
人
は
、
汚
い
と
判
断
す
る
表
現
を
削
除
す
る
姿
勢
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
戦
前
の
人
情
本
翻
刻
版
校
訂
者
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
な
ど

か
ら
、
明
治
中
期
か
ら
第
二
次
大
戦
前
ま
で
、
人
情
本
は
、
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
文

章
で
不
道
徳
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
受
け
取
り
方
を
さ
れ
て
い
た

ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
翻
刻

版
で
削
ら
れ
た
表
現
は
、
現
代
の
読
者
に
と
っ
て
は
刺
激
的
と
い
え
る
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
直
接
的
な
性
的
表
現
を
避
け
な
が
ら
男
女
の
人
間
関
係
を
描

い
た
も
の
と
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。

人
情
本
は
扇
情
的
な
き
わ
ど
い
描
写
は
す
る
が
、
具
体
的
に
は
描
か
な
い
。

読
者
の
想
像
を
か
き
立
て
る
思
わ
せ
ぶ
り
な
描
写
の
線
で
筆
を
と
め
て
い

275

十九世紀末における恋愛文学の編成



る
。
彼
女
は
静
か
に
体
を
開
い
た
と
い
っ
た
叙
述
が
ふ
つ
う
に
な
り
、
彼

女
が
何
度
失
心
し
た
と
か
と
臆
面
も
な
く
書
く
失
心
派
の
現
代
作
家
の
小

説
に
く
ら
べ
れ
ば
、
江
戸
小
説
の
方
が
健
全
で
あ
る67

）
。

と
神
保
五
彌
が
書
い
た
通
り
で
あ
る
。

近
世
の
読
者
が
「
人
情
本
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
の
も
と
に
読
ん
だ
読
み
物
と
は

ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
知
る
上
で
、
こ
の
よ
う
な
考
察
は
重
要
で
あ
る
と

思
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
み
る
と
、
村
上
静
人
が
編
集
し
た
人
情

本
刊
行
会
叢
書
に
よ
る
一
九
二
五
〜
二
六
年
出
版
の
再
版
シ
リ
ー
ズ
は
、
奥
付

に
非
売
品
と
書
い
て
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
か
な
り
の
量
が
流
通
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。
非
売
品
と
書
い
て
あ
る
の
は
、
人
情
本
刊
行
会
の
会
員
に
月
ご
と
に
配

本
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
か
ら
か
と
考
え
ら
れ
る
。
貸
本
屋
と
貸
し
出
し
を

す
る
戦
前
の
公
共
図
書
館
の
存
在
と
が
あ
っ
て
、
か
な
り
の
量
が
流
通
し
た
よ

う
で
あ
る
。
今
回
の
執
筆
の
た
め
に
数
多
く
の
翻
刻
版
を
見
て
み
た
が
、
そ
の

中
で
も
読
み
や
す
さ
で
は
人
情
本
刊
行
会
叢
書
が
一
番
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

こ
の
叢
書
の
改
行
の
仕
方
や
レ
イ
ア
ウ
ト
が
、
我
々
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
近

代
小
説
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
書
式
を
使
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
八
五
年
に
出
版
さ
れ
た
坪
内
逍
遙
の
『
当
世
書
生
気
質
』
の
岩
波
文
庫

版
は
、
そ
の
改
行
の
仕
方
と
レ
イ
ア
ウ
ト
が
、
初
版
の
仕
様
に
忠
実
な
た
め
、

人
情
本
の
原
本
の
そ
れ
に
近
い68

）
。
そ
の
た
め
、
刊
行
会
叢
書
に
収
録
さ
れ
て
い

る
人
情
本
の
翻
刻
は
、
逍
遙
の
小
説
よ
り
も
近
代
的
に
見
え
る
。

さ
て
こ
こ
で
、
何
が
「
近
代
小
説
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
、
そ
し
て
「
近
世
小

説
」
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
疑
問
に
も
う
一
度
戻
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問

題
を
深
く
検
討
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
戦
前
と
戦
後
の
評

論
家
に
よ
る
論
述
に
見
ら
れ
る
人
情
本
観
が
肯
定
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
は
修
正

さ
れ
る
の
か
を
考
え
る
た
め
に
、
い
よ
い
よ
テ
ー
マ
別
に
選
ん
だ
人
情
本
を
分

析
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

『
娼
妓
美
談

籬
の
花
』（
一
八
一
七
）

村
上
静
人
は
、
こ
の
作
品
の
解
題
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

此この
『
籬まがきの
花はな
』
は
、
そ
の
形けい
式しき
こ
そ
洒
落
し
や
れ

本ぼん
で
あ
る
が
、
内ない
容よう
は
既すで
に
後こう

世せい
の
人にん
情じよ
本うぼんの
性せい
質しつ
を
帯お
び
て
い
る
大おお
蒟
蒻
本

こ
ん
に
や
く

で
あ
る
。
…
…
此この
種しゆ
の
も

の
は
、
洒しや
落れぼ
本んち
中ゆう
で
も
多おお
く
後
期
こうき

の
も
の
で
、
そ
の
形けい
式しき
内ない
容よう
共とも
に
、
す

で
に
人にん
情じよ
本うぼんに
近ちか
く
な
っ
た
も
の
が
多おお
い
。
が
、
特とく
に
こ
の
『
籬まがきの
花はな
』

と
、
此この
前ぜん
年ねん
に
出で
た
振しん
鷺ろ
亭てい
の
『
寒かん
紅こう
梅ばい
丑うし
の
日ひ
待まち
』
と
は
、
最もつとも
人にん
情
じよう

本ぼん
に
近ちか
い
も
の
で
、
こ
れ
が
一いつ
転てん
し
て
、
文ぶん
政せい
に
入はい
っ
て
、
人にん
情じよ
本うぼんと
な

っ
た
萌ほう
芽が
の
一ひと
つ
と
見み
る
こ
と
の
出で
来き
る
も
の
で
、
こ
の
点てん
か
ら
も
、
こ

の
『
籬まがきの
花はな
』
は
、
特とく
に
注ちゆ
目うもくす
べ
き
価か
値ち
の
あ
る
も
の
で
あ
る69

）
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、『
籬
の
花
』
が
大
変
面
白
い
人
情
本
と
言
え
る
と
思

う
。
洒
落
本
か
ら
人
情
本
へ
と
い
う
過
渡
期
を
示
す
人
情
本
の
一
例
で
、
人
情

本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
定
義
あ
る
い
は
再
定
義
す
る
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
考
察
す

べ
き
作
品
で
あ
る
。
ま
た
、
鼻
山
人
と
い
う
作
者
に
つ
い
て
の
い
わ
ゆ
る
「
定
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説
」
を
検
討
す
る
上
で
も
こ
の
人
情
本
に
は
意
義
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
神
保

五
彌
が
『
為
永
春
水
の
研
究
』（
一
九
六
四
）
と
い
う
書
で
鼻
山
人
を
こ
の
よ

う
に
評
価
し
て
い
る
。

し
か
し
、
洒
落
本
の
読
者
と
人
情
本
の
読
者
が
明
ら
か
に
異
な
る
以
上
、

そ
こ
に
作
者
の
通
人
と
し
て
の
姿
勢
が
露
骨
に
看
取
さ
れ
る
の
で
は
、
郭

の
描
写
は
人
情
本
に
あ
っ
て
は
無
意
味
で
あ
る70

）
。

洒
落
本
の
読
者
と
違
っ
て
、
人
情
本
の
読
者
は
主
と
し
て
女
性
で
あ
っ
た
た

め
、
遊
郭
を
よ
く
知
る
者
の
視
点
か
ら
の
詳
し
い
描
写
な
ど
に
は
興
味
が
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
六
頁
の
後
、
神
保
は
、
鼻
山
人
の
『
言

語
光
沢

合
せ
鏡
』
に
つ
い
て
、「
こ
う
し
た
春
水
流
の
鼻
山
人
の
人
情
本
は
、

実
は
こ
の
一
作
で
終
っ
て
い
た71

）
。」
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
保
は
鼻
山

人
に
次
の
よ
う
な
最
終
評
価
を
与
え
て
い
る
。

鼻
山
人
が
伝
奇
的
構
想
を
重
視
す
る
態
度
を
捨
て
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
そ

れ
は
そ
れ
と
し
て
、
な
お
戯
作
者
と
し
て
生
き
残
る
こ
と
は
不
可
能
で
は

な
か
っ
た
。
春
水
に
比
較
す
れ
ば
、
所
詮
は
二
流
の
作
者
に
す
ぎ
な
い
と

私
は
見
る
の
で
あ
る
が
、
二
流
は
二
流
な
り
の
活
躍
は
可
能
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
趣
味
的
な
生
活
、
通
人
と
し
て
の
彼
の
姿
勢
が
戯
作
者
た
る
こ
と

を
失
格
せ
し
め
た
の
で
あ
る
…
…
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
、
鼻
山
人
は
し
ょ
せ

ん
は
二
流
の
作
者
で
あ
る72

）
。

神
保
は
ど
の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
い
て
鼻
山
人
を
こ
の
よ
う
に
評
価
し
た
の

だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、『
籬
の
花
』
の
内
容
を
要
約
す
る
。
花
魁
の
梅
川
と
中
の
島
屋
の
客

の
八
右
衛
門
の
会
話
か
ら
始
ま
る
。
梅
川
の
金
の
無
心
に
対
し
て
八
右
衛
門
は

冷
た
い
顔
を
し
て
い
る
。
八
右
衛
門
は
、
忠
兵
衛
と
い
う
男
が
梅
川
の
隠
れ
男

で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
抱
い
て
い
る
の
で
梅
川
の
無
心
を
断
ろ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
梅
川
は
八
右
衛
門
に
対
す
る
忠
誠
を
誓
う
証
文＝

起
請
を
書

く
と
約
束
す
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
梅
川
は
忠
兵
衛
に
恋
し
て
い
る
の
だ
が
、
次

に
引
用
す
る
文
に
梅
川
の
企
み
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

鏡きや
台うだいの
抽ひき
出だし
か
ら
剃かみ
刀そり
を
出いだ
し
、
八
右
衛え

門もん
が
目め
の
前まへ
に
て
、
薬くす
指りゆびの
爪つめ

の
下した
を
思おも
ひ
切き
っ
て
切き
り
、
血ち
の
ぽ﹅
た﹅
ぽ﹅
た﹅
落お
ち
る
を
紅べに
猪
口
ち
よ
こ

の
中なか
へ
受う

け
て
起きし
請やう
を
書か
く
。
こ
れ
を
血ち
起ぎし
請やう
と
い
う
。
又また
墨すみ
に
て
書か
く
と
き
は
己おの

れ
が
名な
の
所ところへ
血ち
を
つ
け
る
な
り
。
…
…
（
中
略
）
…
…
若も
し
背そむ
か
ば
、

あ
ら
ゆ
る
神かみ
神がみ
の
御おん
名な

を
記しる
し
て
、
御おん
罰ばつ
を
蒙かうむら
ん
と
認したゝ
む
る
な
り
。

…
…
（
中
略
）
…
…
御おん
ば
つ
を
蒙かうむら
ん
と
書か
き
し
は
誠まことな
り
。
ま
た
御おん
ば

つ
う
を
蒙かうむら
ん
と
認したゝ
め
し
は
、
皆みな
噓うそ
な
り
。
何な
故ぜ
と
い
ふ
に
、
御おん
ば
つ
う

と
認したたむ
れ
ば
、
文も
字じ
に
当あた
ら
ざ
る
故ゆえ
、
仮
令
た
と
へ

誓ちかひを
破やぶ
り
て
も
、
罪つみ
に
な
ら

ず
と
言い
ひ
伝つた
ふ
。
諸しよ
客きやくこ
の
心
得
こゝ
ろえ

あ
る
べ
し
。
梅うめ
川がは
が
こ
の
時とき
の
起きし
請やう
も
、

定さだ
め
て
御おん
ば
つ
う
と
認したため
し
に
疑うたがひ
な
し73

）
。
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忠
兵
衛
は
あ
る
商
家
の
養
子
で
金
が
自
由
に
な
ら
ず
、
女
郎
で
あ
る
梅
川
を

請
け
出
せ
な
い
。
彼
を
助
け
る
た
め
に
、
梅
川
が
八
右
衛
門
か
ら
金
を
巻
き
上

げ
よ
う
と
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

明
く
る
日
に
八
右
衛
門
が
、
忠
兵
衛
と
梅
川
が
会
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
彼

女
に
対
す
る
疑
い
を
つ
の
ら
せ
、
金
を
出
す
こ
と
を
渋
る
。

八
右え
衛も
門ん
『
理り
屈くつ
と
い
ふ
も
の
ア
何ど
う
で
も
付つ
き
易やす
い
も
の
で
、
何なん
だ
か

虚こ
仮け
に
さ
れ
た
や
う
で
根ね
ッ
か
ら
う﹅
ま﹅
ら﹅
ね﹅
ぇ
。
よ
し
ん
ば
忠ちう
兵べ
衛え
は
酒さけ

の
上うへ
が
悪わる
い
に
も
し
ろ
、
思おも
う
存ぞん
分ぶん
な
こ
と
を
し
て
心こゝ
ろも

晴は
れ
よ
う
が
、

此
方
こ
つ
ち

の
身み
の
上うへ
は
、
べら

棒ぼう
に
は
ね
て
い
や
す
。』
と
、
段だんだ々ん
話はなしが
か﹅

ら﹅

ん﹅

で﹅
き
て
、
か
の
十じゆ
五うご
両りやうの
無
心
む
し
ん

も
わ
き
の
け
と
な
り
、
節せつ
句く
の
し
ま
ひ
も

覚おぼ
束つか
な
け
れ
ば
、
梅うめ
川がは
は
こ
ゝ
ぞ
大だい
事じ
な
場ば
所しよ
と
心ごゝ
ろを

定さだ
め
、
屛びや
風うぶ
の
外そと

へ
出で
て
鏡きや
台うだいの
抽ひき
出だし
よ
り
剃かみ
刀そり
を
出いだ
し
、
勝かつ
山やま
の
髷わげ
を
、
根ね
元もと
よ
り
ぷ
っ

つ
り
と
切き
り
落おと
し
、
屛びや
風うぶ
の
う
ち
へ
侵は
入い
り
、
何なん
に
も
云い
は
ず
に
忍しの
び
泣な

き
。八

右え
衛も
門ん
は
、
梅うめ
川がは
が
髪かみ
の
乱みだ
れ
た
る
を
見み
て
吃びつ
驚くり
、

八
右え
衛も
門ん
『
此こ
の
頭あたまは
、
ど
う
し
た
の
だ
。』

梅うめ
川がは
『
お
帰かへ
り
な
ん
す
道みち
で
、
お
捨す
て
な
ん
す
ま
で
も
、
ど
う
ぞ
、
持も
っ

て
ッ
て
お
く
ん
な
ん
し
。』

八
右え
衛も
門ん
『
や
り
て
に
で
も
知し
れ
た
ら
、
ど
う
す
る
。』

梅うめ
川がは
『
其そ
様ん
な
事こと
は
厭いと
ひ
い
せ
ん
。』

八
右え
衛も
門ん
『
そ
ん
な
ら
、
忠
兵
衛

ち
う
べ
え

を
つ
き
出だ
す
心こゝ
ろか

。』

梅うめ
川がは
『
綺き
麗れい
に
突つ
き
出だ
し
て
、
主ぬし
の
お
顔かほ
を
た
て
え
す
。』

八
右え
衛も
門ん
『
左さ
様う
い
ふ
心こゝ
ろな

ら
、
何なに
も
彼か
も
云い
ふ
事こと
は
ね
え
。
す﹅
っ﹅
ぱ﹅
り﹅
、

俺おれ
が
世せ
話わ
を
し
て
や
る
か
ら
、
必かならず
苦く
労ろう
に
し
ね
え
が
い
ゝ
。
節せつ
句く
の
し

ま
い
も
呉ご
服ふく
屋や
の
注ちゆ
文うもんも
、
思おも
う
通とお
り
に
す
る
が
い
い
。』
と
、
胴どう
巻まき
か

ら
十じゆ
五うご
両りやうの
金かね
を
出だ
し
て
、
梅うめ
川がは
に
渡わた
す
。

梅うめ
川がは
『
有あり
難がた
う
お
ざ
り
い
す
。』
と
、
包つゝ
み
の
儘まゝ
煙
草
た
ば
こ

盆ぼん
の
上うえ
に
載の
せ
る
。

八
右え
衛も
門ん
『
何なん
ぞ
ま
だ
、
不ふ
自
由
じ
い
う

な
も
の
が
あ
る
な
ら
、
さ
う
云い
っ
て
、

寄よ
越こ
す
が
い
ゝ
。』
と
、
切き
っ
た
髪かみ
を
鬼おに
の
首くび
で
も
取と

っ
た
や
う
に
、
鼻はな

紙がみ
を
出だ
し
て
包つゝ
む
な
り
。
梅うめ
川がは
は
も
う
占し
め
た
も
の
と
、
漸やうやう
心こゝ
落ろお
ち
つ

き
、

梅うめ
川がは
『
あ
れ
さ
、
そ
れ
ぢ
ゃ
ア
窮きう
屈くつ
で
お
ざ
り
い
す
。』
と
、
後あと
は
ぽ
ち

ぽ
ち
の
話はな
声しごえも
と
ゞ
ま
る
所ところは
、
た
ゞ
い
と
し
い
と
可
愛
か
あ
い

い
の
、
二ふた
つ
枕
まくら

に
し
ば
し
夢ゆめ
を
結むす
ぶ74

）。

髪
を
切
っ
て
う
ま
く
金
を
せ
し
め
た
梅
川
は
、
カ
ツ
ラ
を
つ
け
て
何
食
わ
ぬ

顔
で
座
敷
に
出
て
い
る
。
そ
こ
へ
忠
兵
衛
が
や
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
作
者
は
ユ

ー
モ
ア
を
入
れ
て
話
を
締
め
く
く
り
に
か
か
っ
て
い
る
。

忠ちう
兵べ
衛え
『
久ひさ
し
振ぶ
り
だ
。
一ひと
つ
や
ろ
う
。』
と
、さ
盃かずきを
投な

げ
て
や
り
、
ぐ﹅

っ﹅
と﹅
立た
っ
て
梅うめ
川がは
が
髷まげ
ぷ﹅
し﹅
を
む﹅
ず﹅
と
摑つか
み
、
ぐ﹅
い﹅
と﹅
引ひ
き
抜ぬ
け
ば
、
も

と
よ
り
入いれ
髪がみ
故ゆえ
、
す﹅
っ﹅
ぽ﹅
り﹅
と
抜ぬ
け
る
。
皆みなみ々な
吃びつ
驚くり
。75

）
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そ
し
て
、
最
後
。

か
ね
四よ
ツ
の
拍ひや
子うし
木ぎ
、
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
。

こ
れ
よ
り
、
梅うめ
川がは
忠ちう
兵べ
衛え
八
右え
衛も
門ん
が
仕し
打うち
如
何
い
か
ゞ

な
る
か
。
後こうへん
を
待ま
ち

て
見み
る
べ
し76

）
。

村
上
は
、
こ
の
話
に
続
編
が
あ
る
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
人
情

本
で
あ
る
印
で
、
洒
落
本
で
は
な
い
。
こ
の
話
は
ほ
と
ん
ど
世
に
知
ら
れ
て
お

ら
ず
、
神
保
も
鼻
山
人
に
つ
い
て
の
章
で
、
こ
の
作
品
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

神
保
が
な
ぜ
鼻
山
人
を
二
流
と
断
定
し
た
の
か
。
こ
の
作
品
は
そ
れ
ほ
ど
質
が

低
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
作
品
の
文
体
と
構
成
上
の
特
徴
、
た
と
え
ば
、
作
者
が
直
接
読
者
に
語

り
か
け
て
い
る
こ
と
や
、
コ
メ
デ
ィ
ー
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、

十
八
世
紀
の
英
国
の
作
家
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
（
一
七
〇
七
｜
五

四
）
の
『T

h
e H

istory of T
om
 
Jon

es,
A
 
F
ou
n
d
lin
g

』（
一
七
四
九
）
と

よ
く
似
て
い
る
。
効
果
的
に
口
語
体
が
使
わ
れ
、
芝
居
の
様
相
を
呈
し
て
い
る

こ
と
は
、
歌
舞
伎
が
人
情
本
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
思
え
ば
、
驚
く

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
現
代
小
説
の
「
写
実
的
な
会
話
」
に
非
常
に
近
い
。
ま

た
、
作
者
が
直
接
読
者
に
語
り
か
け
る
手
法
も
、
現
代
小
説
で
は
珍
し
く
な
い
。

あ
る
意
味
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
遊
郭
文
化
の
解
説
に
な
っ
て
い
る
、
短
い

漫
画
的
な
注
釈
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
作
品
が
人
情
本
の
最
初
の
作
品
で

は
な
い
に
し
て
も
、
ご
く
初
期
の
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
は
、
感
動
的

な
愛
の
宣
言
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
を
「
恋
愛
小
説
」

と
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
言
葉
の
意
味
を
よ
ほ
ど
曲
げ
て
解
釈

し
な
い
で
は
ロ
マ
ン
ス
小
説
と
も
い
え
な
い
。
と
は
言
っ
て
も
、
人
情
本
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
の
創
始
期
に
あ
た
る
一
八
一
七
年
の
こ
の
作
品
に
、
成
熟
し
完
成

し
た
人
情
本
を
期
待
す
る
と
い
う
の
は
無
理
な
こ
と
で
あ
る
。

た
か
が
四
十
八
ペ
ー
ジ
（
翻
刻
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
）
の
こ
の
「
短
編
」
は
、

な
か
な
か
お
も
し
ろ
く
、
私
見
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
悪
い
作
品
と
は
思
え
な
い
。

鼻
山
人
は
、
登
場
人
物
の
人
物
描
写
を
試
み
て
お
り
、
近
代
の
作
家
、
た
と
え

ば
永
井
荷
風
な
ど
の
一
九
二
〇
年
代
の
作
家
の
短
編
作
品
と
比
べ
る
に
足
る
作

品
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
日
固
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
人
情
本
に
対

す
る
観
念
を
覆
す
こ
と
の
で
き
る
ほ
ど
で
は
な
い
。
次
に
、
も
う
少
し
内
容
の

あ
る
作
品
を
見
て
み
よ
う
。

『
小
三
金
五
郎
仮か
名な
文まじ
章りむ
娘すめ
節せつ
用よう
』

こ
の
作
品
は
、
人
情
本
の
専
門
家
の
ほ
と
ん
ど
が
高
く
評
価
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
戦
前
の
評
論
家
で
は
、
山
口
剛
と
笹
川
種
郎
が
挙
げ
ら
れ
る
。
山
口

は
と
く
に
情
熱
的
な
よ
う
で
、
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
由
緒
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
態

の
文
学
か
ら
た
ど
り
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

小
三
金
五
郎
と
い
う
名
は
、
元
禄
の
昔
か
ら
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
。
額

の
小
三
と
歌
舞
伎
役
者
金
屋
金
五
郎
の
か
な
し
い
恋
は
、
小
唄
、
祭
文
、

浄
瑠
璃
な
ど
と
い
ろ
い
ろ
の
形
で
謡
は
れ
て
い
る77

）
。
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山
口
は
、
小
三
と
金
五
郎
の
恋
を
描
く
他
の
先
行
作
品
と
比
べ
て
、
曲
山
人

の
人
情
本
が
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

戦
後
の
評
論
家
の
中
で
は
、
中
村
幸
彦
の
評
価
が
興
味
深
い
。

主
人
公
の
一
人
小
三
が
、
置
き
手
紙
を
し
て
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己

の
信
念
を
つ
ら
ぬ
こ
う
と
す
る
行
き
方
な
ど
は
、
近
代
小
説
に
於
け
る

「
自
我
」
を
さ
え
思
い
出
さ
れ
る
と
も
評
さ
れ
、
人
情
本
の
発
生
を
こ
こ

に
置
く
べ
し
と
す
る
説
も
あ
る78

）
。

『
娘
節
用
』
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
よ
う
。
主
人
公
は
、
金
五
郎
と
お
亀
と
い

う
恋
人
た
ち
で
あ
る
。
鎌
倉
の
武
家
、
仮
名
屋
文
字
之
進
に
は
二
人
の
息
子
が

い
て
、
長
男
は
文
之
丞
、
次
男
は
文
次
郎
と
い
う
。
文
之
丞
は
、
大
名
の
側
室

と
恋
を
し
て
駆
け
落
ち
を
し
、
京
都
で
商
売
を
始
め
て
成
功
す
る
。
一
人
息
子
、

金
五
郎
を
授
か
る
が
、
愛
妻
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
、
あ
る
貧
し
い

夫
婦
が
い
て
、
年
老
い
て
か
ら
二
人
の
娘
を
授
か
っ
た
が
、
母
親
は
亡
く
な
り
、

幼
い
二
人
の
娘
を
育
て
ら
れ
な
い
で
い
る
男
を
助
け
る
た
め
に
、
文
之
丞
は
二

人
の
う
ち
妹
お
亀
を
引
き
取
っ
て
、
金
五
郎
と
兄
妹
の
よ
う
に
育
て
る
。
弟
の

文
次
郎
は
家
を
継
い
で
結
婚
し
、
お
雪
と
い
う
一
人
娘
を
も
う
け
る
。
金
五
郎

と
お
亀
は
、
兄
妹
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
互
い
に
恋
心
を
抱
い
て
い
る
が
、
金

五
郎
が
十
七
歳
の
と
き
、
祖
父
で
あ
る
仮
名
屋
文
字
之
進
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
、

鎌
倉
へ
行
く
こ
と
に
な
る
。
文
字
之
進
は
、
ゆ
く
ゆ
く
は
、
い
と
こ
同
士
の
金

五
郎
と
お
雪
を
結
婚
さ
せ
て
家
を
継
が
せ
た
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
一
方
、

金
五
郎
が
鎌
倉
へ
行
っ
て
か
ら
六
ヶ
月
後
に
、
お
亀
は
人
買
い
に
拉
致
さ
れ
て
、

鎌
倉
の
遊
郭
に
売
り
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
。

金
五
郎
は
、
鎌
倉
の
遊
郭
で
、
小
三
と
呼
ば
れ
る
遊
女
に
な
っ
た
お
亀
に
再

会
し
、
夫
婦
の
契
り
を
固
め
、
金
之
助
と
い
う
息
子
が
生
ま
れ
る
。
文
字
之
進

は
、
金
五
郎
と
遊
女
と
の
関
係
を
知
り
、
金
五
郎
が
お
雪
と
結
婚
で
き
る
よ
う

に
、
小
三
に
金
五
郎
と
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
関
係
を
断
ち
、
結
婚
後
は
密
か
に

妾
と
し
て
会
っ
て
も
よ
い
と
直
談
判
す
る
。

小
三
は
、
金
五
郎
が
お
雪
と
結
婚
し
て
幸
せ
に
な
れ
る
よ
う
、
昔
は
同
じ
く

遊
女
で
あ
っ
た
が
今
は
紫
雲
と
い
う
尼
に
な
っ
て
い
る
姉
に
息
子
の
金
之
助
を

預
け
て
自
殺
す
る
。
小
三
の
亡
骸
を
発
見
し
た
金
五
郎
は
嘆
き
悲
し
み
な
が
ら

も
お
雪
と
結
婚
す
る
が
、
悲
し
み
を
乗
り
越
え
ら
れ
ず
に
自
暴
自
棄
に
な
っ
て

行
く
。
文
字
之
進
は
、
金
五
郎
の
嘆
き
方
が
普
通
で
な
い
の
を
怪
し
ん
で
調
べ
、

小
三
が
金
五
郎
と
兄
妹
の
よ
う
に
し
て
育
っ
た
お
亀
で
あ
る
こ
と
を
知
る
に
至

る
。
文
字
之
進
は
、
事
実
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
別
の
仕
方
も
あ
っ
た
も
の
を
と

小
三
の
死
を
悼
み
、
紫
雲
が
世
話
を
し
て
い
る
金
之
助
を
引
き
取
っ
て
金
五
郎

と
お
雪
が
育
て
る
よ
う
に
計
ら
い
、
二
人
は
大
い
に
喜
ぶ
。
お
雪
は
、
小
三
が

金
五
郎
に
宛
て
た
遺
書
を
発
見
し
、
小
三
の
心
根
に
感
激
し
て
金
五
郎
に
見
せ

る
。
金
五
郎
は
、
そ
れ
を
読
ん
で
小
三
の
遺
志
を
大
切
に
し
て
、
自
暴
自
棄
の

生
き
方
を
や
め
、
良
き
夫
、
良
き
父
親
に
な
る
。
め
で
た
し
、
め
で
た
し
。

最
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
の
有
名
な
恋
物
語
は
、
い
わ
ば
、
十
九
世
紀

の
日
本
の
恋
愛
小
説
の
典
型
で
、
次
の
引
用
は
、
恰
好
の
サ
ン
プ
ル
を
提
供
し
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て
く
れ
る
。

お
亀かめ
『
何なん
の
ま
あ
勿もつ
体たい
な
い
。
夢ゆめ
に
も
そ
ん
な
心こころは
持も
ち
ま
せ
ん
。
仮
令
た
と
へ

業なり
平ひら
さ
ん
が
生う
ま
れ
代かは
っ
て
参まい
り
ま
し
て
も
、わ
私たくしは
貴
郎
あ
な
た

に
見み
か
へ
る
心
こころ

は
、
爪つめ
の
垢あか
程ほど
も
ご
ざ
り
ま
せ
ん
よ
。』

金きん
五ご
郎らう
『
い
ゝ
加
減
か
げ
ん

な
事こと
を
い
ふ
。
見み
か
へ
る
心こゝ
ろは

富ふ
士じ
の
山やま
程ほど
あ
る
だ

ら
う
。』

お
亀かめ
『
も
う
も
う
、
貴
郎
あ
な
た

は
何な
故ぜ
其そ
の
様やう
に
、わ
私たくしが
申まを
す
こ
と
を
、
お
疑
うたが

ひ
遊あそ
ば
し
ま
す
え
。』

金きん
五ご
郎らう
『
疑うたぐり
や
ァ
し
ね
え
け
れ
ど
、
噓うそ
ら
し
い
云い
ひ
様やう
だ
か
ら
、
そ
れ

が
真しん
実じつ
誠まことな
ら
、
必かならず
短たん
気き
を
出だ
さ
ね
え
で
、
便たよ
り
を
す
る
の
を
待ま
っ
て

居い
な
よ
。』
と
、
背せな
を
さ
す
れ
ば
、
お
亀かめ
は
嬉うれ
し
く
、

お
亀かめ
『
私わたくし
は
ど
の
様やう
に
も
、
待ま

っ
て
居を

る
気き

で
御ご

座ざ

り
ま
す
か
ら
、

何
卒
ど
う
ぞ

吃きつ
度と
お
便たよ
り
を
、
早はや
く
な
す
っ
て
下くだ
さ
り
ま
し
。』
と
互たがひに
つ
き
ぬ

名
残
な
ご
り

の
涙なみだ、
い
と
し
可
愛
か
あ
い

も
ま
だ
知し
ら
ぬ
、
明あけ
の
烏からすの
な
く
な
く
も
、
お

亀かめ
は
金きん
五ご
郎らう
が
支
度
し
た
く

す
る
、
傍かたへに
持もち
物もの
な
ど
取と
り
揃そろ
へ
る
中うち
、
用よう
意い
こ
と

ご
と
く
整ととのひ
し
か
ば
、
い
ざ
出しゆ
立つたつと
さ
ざ
め
く
を
、
金きん
五ご
郎らう
は
流
石
さ
す
が

に
も
、

後あと
に
心こゝ
ろの

残のこ
れ
ど
も
、
詮せん
方かた
な
け
れ
ば
気き
を
と
り
直なお
し
、
父ちち
と
お
亀かめ
に
別わか

れ
を
告つ
げ
て
、
迎むか
ひ
の
者もの
と
諸もろ
共とも
に
、
心ここ
強ろづよく
も
旅たび
立だち
を
、
今いま
が
名
残
な
ご
り

と

文
之
丞

ぶんのじよう
、
お
亀かめ
も
共とも
に
門
辺
か
ど
べ

ま
で
、
送おく
り
出い
で
つ
つ
金きん
五ご
郎らう
の
、
影かげ
見み
ゆ

る
ま
で
見み
送おく
れ
ば
、
あ
な
た
も
見み
返かへ
る
別わかれの
涙なみだ、
互たがひに
胸むね
の
う﹅
や﹅
も﹅
や﹅
に
、

隠かく
れ
て
姿すがたは
見み
え
ず
な
り
ぬ79

）
。

こ
の
引
用
文
の
会
話
は
か
な
り
写
実
的
で
あ
り
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
語
り

口
で
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
翻
刻
の
肝
心
な
部
分
は
、
原
本
に
忠
実
で
あ
る
。

先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
削
除
や
書
き
換
え
が
見
ら
れ
る
の
は
、
性
行
為
を
ほ

の
め
か
し
て
い
る
個
所
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
も
、
現
代
の
日
本
の
小
説
の
あ
か

ら
さ
ま
な
も
の
と
は
ほ
ど
遠
く
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
『T

om
 
Jon

es

』

な
ど
の
よ
う
な
近
世
の
英
語
の
小
説
と
比
べ
て
も
、
何
で
も
な
い
表
現
な
の
で

あ
る
。

行
き
場
の
な
い
恋
人
た
ち
の
悲
し
い
運
命
は
、
小
三
の
自
殺
で
さ
ら
に
悲
劇

的
に
な
り
、
こ
の
点
こ
そ
、
こ
の
作
品
以
前
に
同
じ
題
材
で
書
か
れ
た
も
の
と

違
う
点
で
あ
る
と
多
く
の
評
論
家
が
評
し
て
い
る
。
愛
の
た
め
に
自
己
を
犠
牲

に
す
る
小
三
は
、
ロ
メ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
や
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
な
ど

の
西
洋
の
伝
統
的
な
悲
恋
を
彷
彿
さ
せ
、
日
本
の
伝
統
で
は
、
和
泉
式
部
や
小

野
小
町
の
和
歌
や
、
近
松
門
左
衛
門
（
一
六
五
三
｜
一
七
二
四
）
の
『
心
中
天

の
網
島
』（
一
七
二
〇
）、
六
十
年
後
に
書
か
れ
た
森
鷗
外
の
『
舞
姫
』
の
エ
リ

ス
と
豊
太
郎
の
悲
恋
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
丸
山
茂
は
、
一
九
九
四
年
出
版
の

『
春
水
人
情
本
と
近
代
小
説
』
と
い
う
著
書
で
『
舞
姫
』
と
春
水
の
『
梅
暦
』

と
の
類
似
性
、
と
く
に
お
長
と
エ
リ
ス
の
お
も
か
げ
が
似
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
お
長
は
丹
次
郎
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
幸
せ
に
な
る
が
、
小
三
は

金
五
郎
と
結
婚
で
き
ず
に
死
ぬ
。『
舞
姫
』
の
エ
リ
ス
は
、
豊
太
郎
と
結
婚
で

き
な
い
と
い
う
同
じ
理
由
で
気
が
狂
う
。
豊
太
郎
が
ロ
シ
ア
を
旅
し
て
い
る
と

き
に
受
け
と
る
エ
リ
ス
か
ら
の
悲
し
い
ラ
ブ
レ
タ
ー
は
、
小
三
が
自
殺
す
る
前
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に
金
五
郎
に
宛
て
た
手
紙
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
丸
山
の
い
う
『
舞
姫
』
と

『
梅
暦
』
と
の
類
似
性
よ
り
も
、『
娘
節
用
』
の
方
に
類
似
点
が
多
い
か
も
し
れ

な
い80

）
。
鷗
外
が
『
梅
暦
』
を
読
ん
だ
と
い
う
証
拠
が
あ
る
か
ら
に
は
『
娘
節

用
』
も
読
ん
で
い
て
不
思
議
で
は
な
い81

）
。

人
情
本
が
近
世
文
学
ま
た
は
江
戸
文
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
の
か
、
そ

れ
と
も
近
代
文
学
に
属
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
『
娘
節
用
』

の
存
在
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
の
、
そ
し
て
ジ
ャ
ン
ル

間
の
区
別
が
、
少
な
く
と
も
流
動
的
か
つ
曖
昧
な
も
の
で
あ
り
、
ま
か
り
ま
ち

が
え
ば
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
強
力
な
証
拠
を
提
供
し
て
い
る
。
人
物

描
写
、
筋
書
き
、
そ
し
て
語
り
方
な
ど
か
ら
は
、『
娘
節
用
』
と
『
舞
姫
』
な

ど
の
明
治
の
有
名
な
ロ
マ
ン
小
説
と
の
違
い
が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『
春
色
江
戸
紫
』（
一
八
六
四
）

先
に
検
討
し
た
人
情
本
と
同
じ
く
、
こ
の
作
品
も
多
く
の
他
の
作
品
を
融
合

し
て
で
き
た
混
合
種

ハイブリツド
で
あ
る
。
翻
刻
版
に
書
か
れ
て
い
る
解
題
に
よ
る
と
、

『
江
戸
紫
』
は
、
著
者
不
詳
で
あ
っ
た
も
の
を
、
書
肆
文
永
堂
の
依
頼
で
、
そ

の
当
時
の
洒
落
を
ま
じ
え
、
蛇
足
を
省
き
、
足
ら
な
い
と
こ
ろ
を
補
う
形
で
、

山さんさ々ん
亭てい
有あり
人んど
（
一
八
三
二
｜
一
九
〇
二
）
が
補
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
プ

ロ
セ
ス
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
情
本
の
制
作
が
そ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

現
在
「
著
者
」
と
い
わ
れ
て
い
る
人
物
が
書
き
下
ろ
し
た
も
の
は
珍
し
い
の
で
、

表
紙
に
「
補
作
」
や
「
補
綴
」
な
ど
と
書
か
れ
た
も
の
が
多
い
。
著
者
と
い
う

考
え
方
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
曖
昧
で
、
と
く
に
先
の
『
春
色
梅
児
誉
美
』
の

成
功
に
あ
や
か
っ
て
為
永
春
水
作
と
さ
れ
る
「
春
色
」
シ
リ
ー
ズ
の
人
情
本
に

は
こ
れ
が
当
て
は
ま
る
。
春
水
が
、
春
色
シ
リ
ー
ズ
の
会
話
の
部
分
や
そ
の
他

の
部
分
に
他
の
作
家
を
用
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
書
肆
・
版
元

（
春
水
自
身
、
越
前
屋
長
次
郎
と
い
う
書
肆
の
主
人
で
あ
っ
た
）
が
指
揮
し
て
人
情

本
を
作
り
上
げ
る
過
程
は
、
北
斎
な
ど
の
画
家
の
木
版
画
を
多
く
の
職
人
が
刷

り
上
げ
る
過
程
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

一
八
四
二
年
の
天
保
の
改
革
で
、
為
永
春
水
が
風
紀
を
乱
し
た
罪
で
手
鎖
の

刑
に
処
せ
ら
れ
て
か
ら
は
、
当
局
の
と
が
め
を
受
け
な
い
よ
う
に
、
無
名
の
作

者
名
の
ま
ま
出
版
す
る
こ
と
も
多
く
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

村
上
は
、
こ
の
作
品
の
解
題
に
、「
当
時
非
常
に
愛
読
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。」
と
書
い
て
い
る82

）
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
惣
次
郎
は
江
戸

の
裕
福
な
商
人
松
坂
屋
善
兵
衛
の
息
子
で
、
善
兵
衛
の
妻
お
貞
の
姪
、
お
く
み

と
婚
約
し
て
い
る
。
お
貞
は
作
品
の
冒
頭
で
、
惣
次
郎
が
自
分
の
子
で
は
な
い

こ
と
を
告
げ
て
病
死
す
る
。
善
兵
衛
に
は
善
次
郎
と
い
う
も
う
一
人
の
息
子
が

あ
る
が
、
彼
も
お
貞
の
子
で
は
な
く
、
お
牧
と
い
う
妾
の
子
で
あ
る
。
お
貞
の

死
後
、
性
悪
女
の
お
牧
が
別
宅
か
ら
来
て
善
兵
衛
の
妻
の
座
に
つ
く
。
善
次
郎

は
お
く
み
に
思
い
を
寄
せ
て
お
り
、
お
牧
は
、
自
分
の
息
子
の
善
次
郎
に
店
を

継
が
せ
よ
う
と
企
む
。
惣
次
郎
は
、
自
分
が
養
子
で
あ
る
こ
と
を
悩
ん
で
店
か

ら
出
て
遊
興
に
ふ
け
る
よ
う
に
な
り
、
お
く
み
に
善
次
郎
と
結
婚
す
る
よ
う
に

勧
め
る
。

惣
次
郎
は
、
花
魁
お
楽
と
恋
に
落
ち
る
が
、
お
く
み
の
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
な

い
。
お
く
み
も
惣
次
郎
へ
の
想
い
を
持
ち
続
け
、
善
次
郎
の
も
の
に
は
な
ら
な
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い
と
い
う
決
意
を
し
て
い
る
。
惣
次
郎
の
荒
ん
だ
生
活
が
、
善
兵
衛
の
店
の
大

坂
の
本
家
に
知
れ
て
、
善
兵
衛
は
本
家
の
手
前
、
惣
次
郎
を
勘
当
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
り
、
勘
当
さ
れ
た
惣
次
郎
は
、
お
楽
か
ら
も
お
く
み
か
ら
も
離
れ

て
、
一
人
で
出
奔
す
る
。
お
く
み
は
、
実
家
を
助
け
る
た
め
に
、
善
兵
衛
の
店

か
ら
多
額
の
借
金
を
し
て
い
た
た
め
、
お
牧
か
ら
そ
の
形
の
代
わ
り
に
善
次
郎

と
結
婚
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
断
る
。
お
く
み
の
実
家
は
店
と
家

財
を
売
り
払
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

上
方
の
絹
問
屋
で
働
い
て
い
た
惣
次
郎
は
、
大
金
を
稼
い
で
江
戸
へ
戻
っ
て

く
る
。
そ
こ
で
主
を
亡
く
し
た
元
側
室
の
智
清
と
い
う
女
隠
居
と
い
い
仲
に
な

る
。
智
清
と
の
関
係
が
続
い
て
い
る
の
に
、
惣
次
郎
は
彼
を
待
ち
続
け
て
い
た

お
楽
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
一
緒
に
住
も
う
と
誘
う
が
、
花
魁
の
身
で
な
か
な
か

自
由
に
は
な
ら
な
い
。
お
く
み
は
姉
の
お
絹
と
一
緒
に
住
ん
で
い
た
が
、
あ
る

日
惣
次
郎
と
お
く
み
は
ば
っ
た
り
出
会
う
。
し
ば
ら
く
し
て
惣
次
郎
は
お
く
み

に
一
緒
に
住
も
う
と
誘
い
、
智
清
と
の
関
係
を
断
っ
て
二
度
と
会
わ
な
い
こ
と

を
誓
う
。

お
く
み
が
惣
次
郎
の
家
に
来
て
、
初
め
て
夫
婦
の
契
り
を
結
ん
だ
次
の
日
の

朝
、
惣
次
郎
は
お
く
み
へ
の
愛
を
宣
言
す
る
。
お
く
み
の
実
家
の
店
を
買
い
戻

し
、
お
楽
と
智
清
を
訪
れ
る
。
智
清
は
惣
次
郎
の
浮
気
を
な
じ
る
が
、
お
く
み

と
の
い
き
さ
つ
を
聞
い
て
、
気
を
直
し
、
二
人
の
友
達
に
な
る
。
惣
次
郎
は
買

っ
た
店
を
守
り
た
て
て
繁
盛
さ
せ
る
。
弟
の
善
次
郎
は
、
店
が
う
ま
く
行
か
ず
、

惣
次
郎
に
謝
っ
て
店
の
経
営
を
依
頼
す
る
。
惣
次
郎
は
両
方
の
店
を
繁
盛
さ
せ
、

お
く
み
を
正
妻
に
、
お
楽
を
妾
に
し
て
三
人
仲
良
く
い
っ
し
ょ
に
幸
せ
に
暮
ら

す
。同

時
代
の
読
者
は
、
為
永
春
水
の
『
春
色
梅
児
誉
美
』
と
の
相
似
に
す
ぐ
気

が
つ
い
た
は
ず
で
あ
る
。
惣
次
郎
と
お
楽
と
お
く
み
と
の
関
係
は
、『
春
色
梅

児
誉
美
』
の
前
半
の
、
丹
次
郎
と
芸
者
の
米
八
と
許
婚
者
の
お
長
と
の
関
係
に

並
行
し
て
い
る
。
山
々
亭
有
人
の
三
人
の
主
人
公
は
、
春
水
の
主
人
公
た
ち
と

あ
ま
り
に
似
て
い
る
の
で
、
ほ
と
ん
ど
丸
写
し
の
観
が
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
に
人

気
を
博
し
た
「
春
色
」
と
い
う
言
葉
を
つ
け
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
三
十
年
ほ

ど
前
に
出
た
春
水
の
有
名
な
人
情
本
を
非
常
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。

こ
の
作
品
を
喜
ん
で
読
み
、
三
年
後
の
一
八
六
七
か
ら
六
八
年
に
か
け
て
書

か
れ
た
山
々
亭
有
人
の
次
の
作
品
『
春
色
玉たま
襷だすき』
が
出
る
の
を
待
ち
か
ね
て
買

い
に
走
っ
た
読
者
た
ち
は
、
失
望
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
『
江

戸
紫
』
と
『
玉
襷
』
の
二
作
に
は
共
通
点
が
多
い
。

『
江
戸
紫
』
の
表
現
法
と
文
体
は
、
分
か
り
易
く
、
お
そ
ら
く
こ
の
作
品
の
モ

デ
ル
で
あ
っ
た
『
春
色
梅
児
誉
美
』
を
含
む
他
の
人
情
本
よ
り
も
、
日
常
語
や

現
代
の
小
説
の
文
体
に
近
い
。
文
学
的
に
は
『
娘
節
用
』
の
熱
情
の
パ
ワ
ー
に

は
と
う
て
い
及
ば
な
い
が
、
半
世
紀
ほ
ど
し
て
出
回
る
よ
う
に
な
る
大
衆
的
な

恋
愛
小
説
ジ
ャ
ン
ル
に
非
常
に
似
て
、
大
正
時
代
の
大
衆
小
説
に
さ
き
が
け
て

も
い
る
。
こ
の
点
で
、
こ
の
作
品
に
は
、
一
般
に
「
モ
ダ
ン
」
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
て
い
る
大
衆
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
へ
つ
な
が
る
点
が
い
く
つ
か
見
ら
れ

る
。
近
代
性
と
い
う
も
の
を
歴
史
化
す
る
と
い
う
の
は
難
し
い
が
、
文
学
的
価

値
に
乏
し
い
と
は
い
え
、『
江
戸
紫
』
は
、
の
ち
に
大
衆
的
人
気
を
博
し
た
恋
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愛
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。『
春
色
梅
児
誉
美
』
と
比
較
す
る
と
、
丹
次
郎
は
正
妻
と
妾
二
人
を
得

て
め
で
た
く
話
が
終
る
の
に
対
し
、
惣
次
郎
は
正
妻
と
妾
一
人
を
得
る
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
、
一
夫
多
妻
の
男
性
天
国
か
ら
、
少
し
離
れ
て
行
っ
た
読
者
の
好

み
の
移
り
変
わ
り
を
反
映
し
て
い
る
。
所
詮
、
山
々
亭
有
人
も
、
他
の
人
情
本

作
者
達
も
、
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
れ
、
プ
ロ
で
あ
れ
、
市
場
の
需
要
の
ま
ま
に
書

い
て
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
の
で
あ
る
。

原
本
は
も
う
少
し
冒
険
的
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が83

）
、
次
の
シ
ー
ン
は
、

惣
次
郎
と
お
く
み
が
初
め
て
夫
婦
の
契
り
を
結
ぶ
場
面
で
、
と
く
に
日
常
会
話

の
使
い
方
を
見
る
と
、
人
情
本
が
い
か
に
「
モ
ダ
ン
」
に
近
づ
い
て
い
る
か
が

示
さ
れ
て
い
る
。

惣そう
次じ
郎らう
『
ナ
ニ
間ま
の
悪わる
い
事こと
が
あ
る
も
の
か
。』

お
く
み
『
左さ
様う
い
ふ
訳わけ
ぢ
ゃ
ァ
、
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
唯ただ
間ま
が
悪わる
い

と
申まを
し
た
ん
で
す
わ
ね
。
は﹅
ら﹅
さ﹅
ん﹅
ざ﹅
人ひと
に
苦く
労らう
さ
せ
て
置お
い
て
、
其そ
様ん

な
に
お
い
ぢ
め
遊あそ
ば
さ
ず
と
、
宜よ
い
ぢ
ゃ
ア
御ご
座ざ
い
ま
せ
ん
か
。』

惣そう
次じ
郎らう
『
い
ぢ
め
る
所どころか
、
自
己
お
い
ら

は
可
愛
か
は
ゆ

く
っ
て
可
愛
か
は
ゆ

く
っ
て
、
天
窓
あ
た
ま

か

ら
食く
っ
て
仕し
舞ま
ひ
た
い
や
う
だ
。』
此こ
の
時とき
お
く
み
は
莞につ
爾こり
笑わら
ひ
、

お
く
み
『
巧うま
く
被おつ
仰しや
い
ま
す
ね
ぇ
。』

惣そう
次じ

郎らう
『
俺おいらは
少すこ
し
も
巧うま
く
言い

や
ァ
し
ね
ぇ
が
、
お
前まへ
こ
そ
巧うま
く
言い

は

ァ
。』

お
く
み
『
何なに
が
。』

惣そう
次じ
郎らう
『
そ
れ
で
も
昨
夕
ゆ
う
べ

、
こ
れ
で
死し
ん
で
も
本ほん
望まう
だ
と
言い
っ
た
癖くせ
に
し

て
、
間ま
が
悪わる
い
な
ん
ぞ
と
言い
ふ
か
ら
よ
。』

お
く
み
『
存ぞん
じ
ま
せ
ん
よ
。
憎にく
ら
し
い
。』
と
、
惣そう
次じ
郎らう
を
抓つめ
る
。

惣そう
次じ
郎らう
『
ア
イ
タ
タ
タ
。
其そ
様ん
な
可
愛
か
は
ゆ

ら
し
い
指ゆび
で
、
ひ
ど
く
痛いた
い
の
。

此こ
の
様やう
子す
ぢ
ゃ
ァ
善ぜん
公こう
を
抓つね
り
つ
け
て
居い
る
と
見み
え
る
の
。』

お
く
み
『
又また
あ
ん
な
憎にく
ら
し
い
こ
と
ば
か
り
。』

惣そう
次じ
郎らう
『
も
う
も
う
抓つね
る
の
は
御ご
免めん
だ
。』

お
く
み
『
そ
れ
ぢ
ゃ
ァ
、
最も
う
其そ
様ん
な
事こと
を
被おつ
仰しや
い
ま
す
な
よ
。』

惣そう
次じ

郎らう
『
ハ
イ
ハ
イ
、か
畏しこまり
ま
し
た
。
中なか
直なほ
り
に
一
服ぷく
つ
け
て
お
呉く

れ

な
。』

お
く
み
『
最も
う
起お
き
ま
せ
う
か
。』

惣そう
次じ
郎らう
『
最も
う
起お
き
よ
う84

）
。』

こ
れ
よ
り
前
の
シ
ー
ン
に
人
情
本
に
典
型
的
な
コ
メ
デ
ィ
ー
（
原
本
は
こ
れ

よ
り
も
も
う
少
し
つ
や
っ
ぽ
い
可
能
性
が
あ
る
）
の
例
が
見
え
る
。

金きん
太た
郎らう
（
下
僕
）『
オ
イ
、
お
前めえ
、
何ど
方こ
か
ら
来き
た
。』
と
、
金きん
太た
が
艶つや
な

き
挨あい
拶さつ
を
、
惣そう
次じ
郎らう
は
気き
の
毒どく
さ
う
に
、

惣そう
次じ
郎らう
『
コ
レ
サ
、
他
人
様

ひ
と
さ
ま

に
何なん
と
い
ふ
物もの
の
言い

ひ
様やう
だ
。』
と
、
金きん
太た

を
しか

り
て
、
そ
れ
へ
出い
で
、

惣そう
次じ
郎らう
『
何
方
ど
ち
ら

か
ら
、
お
出い
で
な
せ
え
や
し
た
。』

女をんな
『
イ
エ
、わ
私たくしは
往わう
来らい
の
者もの
で
御ご
座ざ
い
ま
す
が
、
何なん
と
も
申まを
し
に
く
い
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ご
無
心
む
し
ん

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、は
憚ゞか
所りじよを
拝はい
借しや
致くいたし
た
う
御ご
座ざ
い
ま
す
。』

惣そう
次じ
郎らう
『
夫それ
は
何なに
よ
り
お
易やす
い
御ご
用よう
ぢ
ゃ
ァ
あ
り
ま
す
が
、
ホ
ン
に
ま
だ

仮
住
居

か
り
ず
ま
ひ

で
御ご
座ざ
い
ま
す
か
ら
、
む
さ
く
る
し
く
と
も
宜よろ
敷し
く
ば
、
御ご
遠えん
慮りよ

な
く
。』

女をんな
『
有あり
難がた
う
存ぞん
じ
ま
す
。』
と
、
云い
ひ
つ
ゝ
女をんなは
表おもてへ
出い
で
、
主しゆ
人じん
と
お

ぼ
し
く
年とし
の
頃ころ
、
三み
十そ
路ぢ
の
上うへ
を
越こ
し
て
は
あ
れ
ど
、
美
麗
う
つ
く

し
き
ゆ
え
二

十
四
五
か
と
思おも
は
る
ゝ
、
故こ
人じん
粂くめ
三さ
半はん
四し
郎らう
丸まる
出だ
し
と
い
ふ
年とし
増ま
盛ざか
り
、

明
石
縮

あかしちゞ
み

に
絽ろ
の
重かさね、
鳩
羽
鼠

はとばねずみ
の
被ひ
布ふ
を
着き
た
る
は
、
言い
は
で
も
し
る
き
武ぶ

家け
の
後こう
室しつ
、
前さき
の
女をんなは
小こ
腰ごし
を
屈かゞ
め
、

女をんな
『
い
ざ
此
方
こ
ち
ら

へ
。』
と
言い
ひ
さ
ま
に
、
彼か
の
後こう
室しつ
を
初はじ
め
と
し
、
附つ
き

添そ
ふ
女じよ
中ちう
七
八
人にん
、
ど
や
ど
や
と
入い
り
来く
る
に
、
金
太
き
ん
た

は
益
ゝ
ますます

呆あき
れ
果は
て
、

金きん
太た
郎らう
『
モ
シ
旦だん
那な
、
と
ん
だ
者もの
が
舞まひ
込こ
ん
で
来き
や
し
た
ね
。
ア
ノ
同どう
勢せい

がみ
皆んな
小せう
便べん
を
た
れ
た
ら
、
後こう
架か
が
刎は
ね
て
い
け
や
す
め
ぇ
。』

惣そう
次じ
郎らう
『
コ
レ
コ
レ
、
滅めつ
多た
な
事こと
を
言い
ふ
な
。』
と
、
眼め
付つき
で
知し
ら
せ
る85

）
。

こ
れ
は
、
典
型
的
な
戯
作
の
ユ
ー
モ
ア
で
あ
り
、
後
に
近
代
的
な
小
説
に
生

ま
れ
変
わ
っ
て
行
く
素
地
と
な
る
要
素
で
は
あ
る
も
の
の
、
ス
ト
ー
リ
ー
自
体

が
馬
鹿
げ
て
い
る
た
め
、
一
見
近
い
よ
う
に
見
え
る
明
治
の
小
説
も
ま
だ
ま
だ

遠
い
よ
う
で
あ
る
。

『
春
色
玉
襷

たまだすき
』

こ
の
作
品
が
今
ま
で
見
て
き
た
人
情
本
の
な
か
で
最
も
年
代
的
に
現
代
に
近

い
。
原
本
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
村
上
の
解
題
に
頼
る
し
か
な
い
が
、
一
八

六
七
〜
六
八
年
の
出
版
と
な
っ
て
い
て
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
書
か
れ
た

人
情
本
と
し
て
は
最
古
の
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
物
語
の
時
代
設
定
は

一
八
五
六
〜
五
七
年
ご
ろ
で
あ
る
。
村
上
は
こ
の
作
品
の
解
題
で
、
物
語
の
当

時
、
実
際
に
各
界
で
活
躍
し
て
い
た
人
物
を
描
い
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
こ

の
作
品
（
実
は
、
人
情
本
全
体
に
つ
い
て
）
の
写
実
性
を
強
調
し
て
い
る86

）
。
挿
絵

に
つ
い
て
は
、
各
巻
共
通
の
凡
例
に
、
五
十
点
あ
れ
ば
、
や
む
を
得
ず
一
、
二

点
を
省
く
以
外
は
、
全
部
を
収
め
る
こ
と
を
目
指
し
、
鮮
明
を
期
す
る
た
め
に

原
本
か
ら
そ
の
ま
ま
製
版
す
る
こ
と
は
避
け
、
画
工
に
平
均
一
枚
に
一
日
を
費

や
し
て
原
本
そ
の
ま
ま
に
浄
写
し
て
製
版
に
回
し
た
、
と
あ
る87

）
。
原
本
が
残
っ

て
い
る
作
品
に
つ
い
て
つ
き
あ
わ
せ
て
検
討
し
て
み
た
限
り
で
は
、
村
上
が
書

い
た
よ
う
に
挿
絵
は
原
本
に
忠
実
で
あ
る
。

前
田
愛
な
ど
、
挿
絵
は
人
情
本
を
読
む
と
い
う
行
為
の
必
要
不
可
欠
な
部
分

で
あ
る
と
主
張
す
る
研
究
者
も
あ
れ
ば
、
人
情
本
を
朗
読
す
る
と
き
の
音
の
方

が
大
切
で
あ
る
と
主
張
す
る
研
究
者
も
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
何
点
か
の
原

本
を
調
べ
て
み
た
結
果
、
挿
絵
の
与
え
る
視
覚
的
イ
ン
パ
ク
ト
よ
り
も
、
文
字

に
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
方
が
、
か
な
り
比
重
が
大
き
い
と
い
う
私
見
を
持
っ
た
。

こ
の
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
鎌
倉
の
裕
福
な
呉
服
屋
、

萬
右
衛
門
に
は
子
が
な
く
、
そ
れ
だ
け
が
悩
み
の
種
だ
っ
た
所
へ
、
番
頭
の
忠

兵
衛
が
関
西
へ
仕
入
れ
に
行
っ
た
帰
り
に
、
十
歳
の
三
吉
と
い
う
み
な
し
子
を

連
れ
て
帰
っ
て
来
た
の
で
、
自
分
た
ち
の
子
の
よ
う
に
習
い
事
を
さ
せ
て
育
て

て
い
た
が
、
二
年
し
て
妻
の
お
貞
に
子
が
で
き
る
が
、
出
産
の
と
き
に
お
貞
は
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亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
子
は
千
代
と
名
付
け
ら
れ
る
。
三
吉
は
、
二
十
一

歳
の
と
き
に
三
十
郎
と
名
を
変
え
、
店
の
支
配
人
の
一
人
と
し
て
働
く
よ
う
に

な
る
。
萬
右
衛
門
は
関
西
の
本
家
の
末
の
子
、
駒
三
郎
を
養
子
と
し
て
迎
え
、

ゆ
く
ゆ
く
は
お
千
代
の
婿
に
し
て
店
を
継
が
せ
よ
う
と
考
え
る
。
そ
こ
へ
お
牧

と
い
う
美
し
い
が
性
悪
の
後
妻
が
来
る
。
お
牧
は
新
十
郎
と
い
う
子
を
産
む
。

お
牧
は
、
自
分
の
子
に
店
を
継
が
せ
た
い
と
策
略
を
練
る
。
お
千
代
は
大
名
の

女
中
奉
公
に
出
さ
れ
千
代
次
と
名
が
変
わ
り
、
駒
三
郎
に
は
遊
蕩
の
生
活
に
ふ

け
る
よ
う
に
仕
向
け
る
。
駒
三
郎
は
白
綾
と
い
う
花
魁
と
昵
懇
に
な
る
。
お
牧

が
駒
三
郎
を
本
家
へ
返
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
へ
、
三
十
郎
が
動
い
て
、
駒
三
郎

と
千
代
次
を
結
婚
さ
せ
、
白
綾
を
妾
に
し
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
が
、
白
綾
が

妊
娠
し
た
こ
と
か
ら
話
は
こ
じ
れ
、
駒
吉
と
い
う
息
子
を
産
ん
だ
あ
と
、
白
綾

は
自
殺
し
て
息
子
を
駒
三
郎
と
千
代
次
に
託
す
。
こ
こ
で
読
者
は
、
必
ず
白
綾

と
『
娘
節
用
』
の
小
三
を
重
ね
て
読
む
は
ず
で
、
白
綾
も
す
べ
て
を
説
明
す
る

書
き
置
き
を
残
し
て
い
る
。

大
名
屋
敷
で
奉
公
し
て
い
る
千
代
次
は
主
人
に
気
に
入
ら
れ
、
側
室
に
さ
れ

そ
う
に
な
る
が
拒
否
し
て
萬
右
衛
門
亡
き
後
の
店
へ
戻
っ
て
く
る
。
千
代
次
と

の
結
婚
を
勧
め
る
三
十
郎
に
従
わ
ず
に
、
駒
三
郎
は
番
頭
の
娘
お
清
と
恋
に
落

ち
て
一
子
を
儲
け
る
。
番
頭
は
奉
公
人
と
し
て
そ
れ
を
許
す
わ
け
に
行
か
ず
、

二
人
の
仲
を
裂
こ
う
と
す
る
が
、
二
人
は
駆
け
落
ち
し
て
し
ま
う
。

病
床
に
あ
る
千
代
次
の
所
へ
三
十
郎
が
見
舞
い
に
行
き
、
千
代
次
の
回
復
の

た
め
に
は
自
分
の
命
を
捧
げ
て
も
い
い
と
い
う
想
い
を
口
に
す
る
。
そ
し
て
千

代
次
が
昔
か
ら
三
十
郎
に
恋
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
が
、
奉
公
人
の
身
の
程
を

わ
き
ま
え
て
千
代
次
の
想
い
を
受
け
入
れ
な
い
。
そ
こ
へ
関
西
の
本
家
の
主
人

が
現
れ
、
お
牧
の
企
み
を
暴
き
、
お
牧
を
出
家
さ
せ
る
。
ま
た
、
孤
児
と
思
わ

れ
て
い
た
三
十
郎
の
生
い
立
ち
を
調
べ
た
結
果
、
自
分
の
息
子
で
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
っ
た
と
告
げ
る
。
本
家
の
息
子
で
あ
る
三
十
郎
は
、
晴
れ
て
千
代
次
と

結
婚
し
て
店
を
継
ぎ
、
駒
三
郎
は
お
清
と
結
婚
し
独
立
し
て
店
を
持
ち
、
ハ
ッ

ピ
ー
エ
ン
ド
と
な
る
。

こ
の
人
情
本
は
、『
娘
節
用
』
と
『
江
戸
紫
』
か
ら
借
り
て
き
て
い
る
点
が

多
々
あ
る
も
の
の
、
愛
の
幸
福
な
結
末
と
し
て
一
夫
一
婦
の
結
婚
を
設
定
し
て

い
る
点
で
、
こ
れ
ら
前
作
と
は
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
会
話
や
手

紙
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
の
作
品
は
、
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
口
語
体
で
書
か
れ

て
い
る
。
三
十
郎
が
本
家
の
息
子
と
分
か
っ
て
初
め
て
お
千
代
と
結
婚
で
き
る

こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
見
て
、
こ
の
人
情
本
で
、
当
時
の
階
級
意
識
、
身
分
構

造
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
検
討
し
た
人
情
本
の
ほ
と
ん
ど
で
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
義
理
と
人
情
（
愛
）
の
葛
藤
と
い
う
江
戸

時
代
の
典
型
的
な
ジ
レ
ン
マ
に
苦
し
む
女
性
を
描
く
こ
と
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

次
の
引
用
は
、
二
人
の
主
人
公
が
互
い
に
対
す
る
愛
を
表
現
し
て
お
り
、
理

想
化
さ
れ
た
恋
愛
が
こ
の
作
品
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
個
所

で
あ
る
。
駒
三
郎
の
お
清
へ
の
愛
は
、
す
ぐ
に
性
的
な
情
熱
に
移
り
、
巧
み
な

表
現
で
そ
の
テ
ー
マ
を
読
ま
せ
る
所
で
あ
る
が
、
流
れ
が
切
ら
れ
て
い
る
感
じ

が
す
る
の
を
否
め
な
い
。
調
べ
た
限
り
、
こ
の
人
情
本
に
つ
い
て
は
原
本
が
存

在
し
な
い
の
で
、
こ
の
翻
刻
版
が
唯
一
現
存
の
テ
キ
ス
ト
の
よ
う
で
あ
る
。
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駒こま
三さぶ
郎らう
『
自
己
わ
た
し

も
此
家
こ
ゝ

へ
来き
た
時とき
か
ら
、
温おと
厚なし
や
か
で
愛あい
嬌きやうが
あ
っ
て
、

風ふう
流りう
気ぎ
が
あ
る
と
云い
ふ
も
の
だ
か
ら
、
死し
ぬ
程ほど
惚ほ
れ
ち
ゃ
ア
居い
る
も
の
ゝ
、

恩おん
人じん
の
一
人
娘

ひとりむすめ
。
若も
し
間まち
違がひ
で
も
あ
っ
ち
ゃ
ア
、
恩おん
を
仇あだ
だ
と
、
胸むね
を
摩さす

っ
た
の
は
毎まい
日にち
の
こ
と
。
も
う
も
う
、
義ぎ
理り
も
糸
瓜
へ
ち
ま

も
入い
ら
ね
ぇ
。
ダ
ガ
、

お
清せい
さ
ん
、
何ど
様う
せ
何
時
迄

い
つ
ま
で

も
知し
れ
ず
に
や
ア
居い
な
い
か
ら
、
万ひよ
一つと
忠ちう
兵べ

衛え
の
耳みみ
へ
侵は
入ひ
っ
て
、
引ひ
き
離はな
さ
る
ゝ
其そ
の
時とき
は
、
死し
ぬ
気き
で
居い
な
い
ぢ

ゃ
ア
行い
け
な
い
ぜ
。』

お
清せい
『
貴
君
あ
な
た

と
い
っ
し
ょ
に
死し
ぬ
の
な
ら
、
今いま
で
も
否いや
と
は
申まを
し
ま
せ
ん

が
、
憮さぞ
お
千ち
代よ
さ
ん
が
。』

駒こま
三さぶ
郎らう
『
彼あ
様ん
な
者もの
は
、
何ど
様う
で
も
宜い
い
や
ね
。』

お
清せい
『
余あんまり
左さ
様う
で
も
あ
り
ま
す
ま
い
。』

駒こま
三さぶ
郎らう
『
其そ
様ん
な
こ
と
を
言い
ふ
と
、
斯か
様う
す
る
よ
。』

お
清せい
『
ア
レ
、
こ
そ
ぐ
っ
ち
や
ぁ
否いや
で
す
よ
。』

駒こま
三さぶ
郎らう
『
な
ん
ぞ
と
言い
っ
て
、
逃に
げ
出だ
す
癖くせ
に
。』

お
清せい
『
左さ
様う
ぢ
ゃ
ア
あ
り
ま
せ
ん
。』

駒こま
三さぶ
郎らう
『
ソ
レ
、
大おほ
き
な
鼬いたちが
。』

お
清せい
『
オ
ゝ
否いや
だ
。』
と
、
ぴ
ッ
た
り
寄よ
り
添そ
ふ88

）
。

先
に
書
い
た
よ
う
に
、
作
者
の
山
々
亭
有
人
に
よ
る
お
も
し
ろ
い
コ
メ
ン
ト

が
、
第
二

初
回
に
あ
る
の
で
紹
介
し
よ
う
。

嗚あ

呼あ

粋すい
な
る
か
三さん
十じふ
郎らう
。
貞てい
な
る
か
白しら
綾あや
。
遊いう
里り

に
恋こひ
な
し
と
い
ふ
廃
すたれ

儒じゆ
者しや
。
傾けい
城せい
に
誠まことな
し
と
云い
ふ
不ふ
通つう
作さく
者しや
。
未いま
だ
駒こま
三さぶ
郎らう
が
如ごと
き
を
身み
に

知し
ら
ざ
れ
ば
、
然さ
も
あ
る
べ
し89

）
。

有
人
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。
愛
は
遊
郭
で
も
生
き
て
い
る
、
芸
者
も
恋

に
落
ち
る
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
白
綾
を
自
殺
さ
せ
て
い
る
の
は
、
こ
の
作

品
の
雰
囲
気
を
『
娘
節
用
』
以
上
の
文
学
的
な
高
み
へ
引
き
上
げ
る
た
め
の
有

人
の
試
み
な
の
だ
ろ
う
が
、
必
ず
し
も
成
功
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
た
く

さ
ん
魅
力
の
あ
る
作
品
で
あ
る
。
人
情
本
が
恋
愛
小
説
に
最
も
近
づ
い
た
作
品

と
も
言
え
る
が
、
現
実
性
の
欠
如
や
三
十
郎
の
素
性
の
種
明
か
し
な
ど
、
非
常

に
姑
息
な
メ
ロ
ド
ラ
マ
風
で
、
明
治
時
代
の
作
品
を
彷
彿
さ
せ
な
が
ら
も
樋
口

一
葉
や
森
鷗
外
の
作
品
に
見
ら
れ
る
写
実
性
に
は
ほ
ど
遠
い
。

伊
藤
整
の
『
日
本
文
壇
史

明
治
思
潮
の
転
換
期

第
六
巻
』
に
よ
る
と
、

山
々
亭
有
人
は
永
井
荷
風
の
作
文
の
先
生
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
明
治
の
作
家
た

ち
が
い
か
に
こ
の
人
情
本
作
家
を
尊
敬
し
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る90

）
。

人
情
本
か
ら
小
説
へ

本
論
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
証
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
近
代
と
前
近
代
と
の
一

線
を
ど
こ
に
ひ
く
か
は
、
検
討
す
る
作
品
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
と
く
に
言
葉

に
関
し
て
は
、
古
い
人
情
本
よ
り
も
、
新
し
い
人
情
本
に
こ
れ
が
当
て
は
ま
る
。

も
っ
と
多
く
の
人
情
本
と
、
幸
堂
得
知
（
一
八
四
三
｜
一
九
一
三
）
な
ど
の

明
治
初
期
の
作
家
の
作
品
、
た
と
え
ば
一
八
九
九
年
の
人
情
本
に
非
常
に
近
い

『
目め
出で
度たし
心んじ
中ゆう
』
な
ど
の
作
品
を
検
討
し
て
、
ど
こ
に
こ
の
一
線
を
引
く
べ
き
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か
研
究
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る91

）
。
人
情
本
は
、
大
衆
小
説
の
初
期
形
態
で
あ
る

と
決
め
る
な
ら
、
鷗
外
な
ど
の
純
文
学
に
そ
の
類
似
性
や
流
れ
を
探
す
の
で
は

な
く
、
明
治
の
大
衆
小
説
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
そ
れ
を
探
す
べ
き
だ
ろ
う
が
、

そ
の
境
界
線
も
う
つ
ろ
い
や
す
く
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
坪
内

逍
遙
の
『
当
世
書
生
気
質
』、
二
葉
亭
四
迷
の
『
浮
雲
』、
そ
し
て
『
舞
姫
』
と

為
永
春
水
の
『
春
色
梅
児
誉
美
』
と
を
結
び
つ
け
た
丸
山
茂
の
コ
メ
ン
ト
な
ど
、

明
治
の
小
説
と
人
情
本
の
結
び
つ
き
は
た
ま
に
指
摘
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る92

）
。

『
目
出
度
心
中
』
な
ど
は
、
近
代
小
説
と
い
う
よ
り
も
、
近
代
的
ま
た
は
明
治

の
人
情
本
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
作
品
で
、
そ
の
境
界
線
の
あ
い
ま
い
さ
を
示

し
て
い
る
。

も
し
明
治
時
代
初
期
に
書
か
れ
た
人
情
本
は
、
後
に
大
衆
小
説
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
る
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
と
、
た

と
え
ば
い
わ
ゆ
る
「
続
き
物
」
と
呼
ば
れ
る
明
治
の
大
衆
小
説
の
理
解
と
分
類

を
考
え
直
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
作
品
は
、
鷗

外
や
一
葉
な
ど
と
い
う
作
家
の
高
尚
な
作
品
で
は
な
く
、
大
衆
小
説
と
同
一
線

上
に
お
く
方
が
、
役
に
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
人
情

本
と
大
衆
小
説
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
再
評
価
す
る
必
要
が
出
て
く

る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
人
情
本
の
再
定
義
に
関
わ
る
諸
問
題
点
に
つ
い
て
予
備
調

査
を
し
て
み
て
得
た
、
い
わ
ば
仮
の
結
論
で
あ
る
。

注１
）

こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
筆
者
の
他
の
論
文
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

・“A
k
ik
o
,
T
o
m
ik
o a

n
d H

iro
sh
i:
T
a
n
k
a a

s C
o
n
v
ersa

tio
n in F

in
-d
e

-siecle Ja
p
a
n
”,
Japan

ese S
tu
d
ies:

B
u
lletin

 
of th

e Japan
ese S

tu
d
ies

 
A
ssociation

 
of A

u
stralia

,
14: 3

(1994),
p
p
.
35-50.

・“L
o
v
e
 
a
s L

itera
ry
 
C
o
n
stru

ct:
E
ro
tic
 
T
ro
p
es in

 
th
e
 
P
o
etry

 
o
f

 
A
k
ik
o
,T
ek
k
a
n a
n
d T

o
m
ik
o
”,P

roceed
in
gs of th

e M
id
w
est A

ssoci-

ation
 
for

 
Japan

ese
 
L
iterary

 
S
tu
d
ies:

L
ove

 
an
d
 
S
exu

ality
 
in

 
Japan

ese L
iteratu

re
,
v
o
l. 5,

(S
u
m
m
er
1999),

p
p
. 101-111.

・“C
o
u
rtly L

o
v
e in F

ra
n
ce a

n
d Ja

p
a
n
:
a
n In

tro
d
u
cto

ry S
tu
d
y
”
in

 
V
ariete:

P
erspectives in

 
F
ren

ch
 
L
iteratu

re,
S
ociety

 
an
d
 
C
u
ltu
re
,

ed
.
b
y M

a
rie R

a
m
sla
n
d
(F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
:
P
eter L

a
n
g
,
1999)

p
p
.
307-324.

・“T
h
e
 
A
esth

etics
 
o
f
 
M
o
d
ern

ism
:
T
h
e
 
C
a
se
 
o
f
 
F
in
-d
e -siecle

 
Ja
p
a
n
ese P

o
etry

”
in F

ron
tiers of T

ran
scu
ltu
rality in

 
C
on
tem

po
-

rary
 
A
esth

etics
(T
u
rin
:
T
ra
u
b
en
,
2001)

ed
s.
G
ra
zia
 
M
a
rch

ia
n
o

 
a
n
d R

a
ffa
ele M

ila
n
i,
p
p
.
235-251.

・“T
h
e B

irth o
f th

e M
o
d
ern

:
Y
o
sa
n
o A

k
ik
o a

n
d T

ek
k
a
n
’s V

erse
 

R
ev
o
lu
tio
n
”,
C
h
a
p
. 1
o
f M

o
rto
n
,
L
eith M

od
ern

ism
 
in P

ractice:
A
n

 
In
trod

u
ction to P

ostw
ar Japan

ese P
oetry

(H
o
n
o
lu
lu
:
U
n
iv
ersity o

f
 

H
a
w
a
ii P

ress,
2004).

・「
鉄
幹
・
晶
子
・
登
美
子
の
歌
垣
」『
言
語
文
化
論
叢
』
第
十
二
巻
（
東
京
工
業

大
学
外
国
語
研
究
教
育
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
八
）
一
〜
二
十
頁

２
）

こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
筆
者
の
小
論
も
参
照
さ
れ
た
い
。“T

h
e C

a
n
o
n
-
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iza
tio
n o

f Y
o
sa
n
o A

k
ik
o
’s M

id
aregam

i”
Japan

ese S
tu
d
ies V

o
l. 20,

n
o
.
5
(D
ec.

2000)
p
p
.
237-55.

３
）

R
o
m
a
n
tic F

ictio
n
＝

恋
愛
小
説
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
多
数

の
研
究
書
が
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
に
、
佐
伯
順
子
『「
色
」
と
「
愛
」
の
比

較
文
化
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
）、
小
谷
野
敦
『「
男
の
恋
」
の
文
学
史
』

（
朝
日
選
書
﹇
五
九
〇
﹈
一
九
九
七
）
が
あ
る
。

４
）

こ
の
人
情
本
の
一
部
分
を
英
訳
し
た
も
の
に
、C

h
ris D

ra
k
e in E

arly
 

M
od
ern Japan

ese L
iteratu

re:
A
n A

n
th
ology 1

6
0
0
-1
9
0
0 ed

.H
a
ru
o

 
S
h
ira
n
e
(N
ew
 
Y
o
rk
:
C
o
lu
m
b
ia U

n
iv
ersity P

ress,
2002)

p
p
. 762-99

が
あ
る
。

５
）

中
村
幸
彦
『
中
村
幸
彦
著
述
集
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
）
第
四
巻
、

四
八
七
｜
四
八
八
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

６
）

村
上
静
人
「
人
情
本
略
史
」『
人
情
本
刊
行
会
叢
書

第
一
輯
』（
人
情
本

刊
行
会
、
一
九
二
三
）
一
頁

７
）

同
右
、
二
〇
頁
。

８
）

坪
内
逍
遙
『
坪
内
逍
遙
集
』『
日
本
近
代
文
学
大
系

全
六
十
巻
』
第
三

巻
（
角
川
書
店
、
一
九
七
四
）
八
〇
頁
。

９
）

坪
内
逍
遙
『
逍
遙
選
集
』（
第
一
書
房
、
一
九
七
七
）
第
一
二
巻
、
三
二

六
頁
。

10
）

坪
内
逍
遙
『
坪
内
逍
遙
集
』
一
五
九
頁
。

11
）

村
上
静
人
「
人
情
本
略
史
」
五
三
頁
。

12
）

国
民
図
書
株
式
会
社
（
編
）『
近
代
日
本
文
学
大
系

人
情
本
代
表
作

集
』
第
二
十
一
巻
（
国
民
図
書
、
一
九
二
六
）
五
｜
六
頁
。

13
）

同
右
、
六
頁
。

14
）

山
口
剛
（
編
）『
日
本
名
著
全
集

江
戸
文
芸
の
部

第
十
五
巻

人

情
本
集
』（
日
本
名
著
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
八
）
一
〇
八
頁
。

15
）

同
右
、
九
〇
頁
。

16
）

村
上
静
人
「
人
情
本
略
史
」
三
六
頁
。

17
）

神
保
五
彌
「
瑣
末
主
義
と
好
色
」『
日
本
文
学
の
歴
史

文
化
繚
乱
』

第
八
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
六
七
）
三
八
一
頁
に
あ
る
尾
崎
紅
葉
と
永
井
荷
風

に
つ
い
て
の
記
述
を
参
照
。

18
）

神
保
五
彌
『
為
永
春
水
の
研
究
』（
白
日
社
、
一
九
六
四
）
三
〇
六
頁
。

19
）

神
保
五
彌
「
瑣
末
主
義
と
好
色
」
三
七
二
頁
。

20
）

同
右
、
三
七
四
｜
三
七
五
頁
。

21
）

同
右
、
三
七
五
頁
。

22
）

K
o
rn
ick

i,
P
eter T

h
e B

ook in Japan
:
A
 
C
u
ltu
ral H

istory from
 

th
e B

egin
n
in
gs to th

e N
in
eteen

th C
en
tu
ry
(H
o
n
o
lu
lu
:
U
n
iv
ersity

 
o
f H

a
w
a
ii P

ress,
2001)

p
. 263.

23
）

神
保
五
彌
「
瑣
末
主
義
と
好
色
」
三
八
〇
頁
。

24
）

同
右
、
三
八
一
頁
。

25
）

同
右
、
三
八
一
｜
三
八
二
頁
。

26
）

神
保
五
彌
『
江
戸
戯
作
』﹇
新
潮
古
典
文
学
ア
ル
バ
ム

二
十
四
﹈（
新
潮

社
、
一
九
九
一
、
再
版
一
九
九
五
）
六
五
頁
。

27
）

中
村
幸
彦
（
校
注
）『
春
色
梅
児
誉
美
﹇
日
本
古
典
文
学
大
系
﹈』
第
六
十

四
巻
、（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
）
一
八
頁
。

28
）

中
村
幸
彦
「
人
情
本
と
為
永
春
水

付
『
梅
ご
よ
み
』
へ
ん
ち
き
論
」

『
中
村
幸
彦
著
述
集
第
十
一
巻
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
）
四
九
〇
頁
。

29
）

同
右
、
四
九
〇
頁
。
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30
）

前
田
愛
『
近
代
読
者
の
成
立
』（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
一
）
三
頁
。

31
）

前
田
愛
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
二
）

一
一
七
頁
。

32
）

同
右
。

33
）

丸
山
茂
『
春
水
人
情
本
と
近
代
小
説
』﹇
新
典
社
研
究
叢
書
七
三
﹈（
新
典

社
、
一
九
九
四
）
七
頁
。

34
）

同
右
。

35
）

同
右
、
一
二
頁
。

36
）

同
右
、
一
三
頁
。

37
）

同
右
、
三
三
頁
。

38
）

同
右
、
三
五
頁
。

39
）

同
右
、
四
三
頁
。

40
）

同
右
、
五
四
頁
。

41
）

鈴
木
貞
美
『
日
本
の
「
文
学
」
概
念
』（
作
品
社
、
一
九
九
八
）、G

u
il-

lo
ry
,
Jo
h
n
 
C
u
ltu
ral

 
C
apital:

T
h
e
 
P
roblem

 
of
 
L
iterary

 
C
an
on

 
F
orm

ation
(C
h
ica
g
o a

n
d L

o
n
d
o
n
:
U
n
iv
ersity o

f C
h
ica
g
o P

ress,

1993);
K
erm

o
d
e,
F
ra
n
k
 
T
h
e C

lassic:
L
iterary Im

ages of P
erm

a
-

n
en
ce an

d
 
C
h
an
ge

(C
a
m
b
rid
g
e,
M
A
:
H
a
rv
a
rd U

n
iv
ersity P

ress,

1983);
E
ric H

o
b
sb
a
w
m
 
a
n
d T

eren
ce R

a
n
g
er
(ed

s ),
T
h
e In

ven
tion

 
of T

rad
ition

(N
ew
 
Y
o
rk
:
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
1983).

42
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
広
尾
に
あ
る
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
の

司
書
の
方
々
に
お
世
話
に
な
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま

す
。

43
）

東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
の
司
書
の
話
。

44
）

K
o
rn
ick

i,
T
h
e B

ook in
 
Japan

,
p
. 344.

45
）

原
本
、
翻
刻
版
と
も
に
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
所
蔵
。

46
）

廣
野
仲
助
（
翻
刻
）
教
訓
亭
為
永
『
小
三
金
五
郎

娘
節
用

全
』（
栄

泉
堂
、
一
八
八
六
）
三
六
頁
。

47
）

村
上
静
人
（
編
）『
人
情
本
刊
行
会
叢
書

第
十
七
輯

清
談
松
の
調
、

仮
名
ま
じ
り
娘
節
用
』（
人
情
本
刊
行
会
、
一
九
二
五
）
三
二
六
頁
。

48
）

教
訓
亭
為
永
『
小
三
金
五
郎

娘
節
用

全
』（
一
八
八
六
）
四
二
頁
。

49
）

村
上
『
娘
節
用
』
三
三
四
頁
。

50
）

教
訓
亭
『
娘
節
用
』
四
三
頁
。

51
）

村
上
『
娘
節
用
』
三
三
六
頁
。

52
）

教
訓
亭
『
娘
節
用
』
五
二
｜
五
三
頁
。

53
）

村
上
『
娘
節
用
』
三
五
七
頁
。

54
）

教
訓
亭
『
娘
節
用
』
五
四
頁
。

55
）

村
上
『
娘
節
用
』
三
六
〇
｜
三
六
一
頁
。

56
）

教
訓
亭
『
娘
節
用
』
六
六
頁
。

57
）

村
上
『
娘
節
用
』
三
八
六
頁
。

58
）

教
訓
亭
『
娘
節
用
』
六
七
頁
。

59
）

村
上
『
娘
節
用
』
三
八
八
頁
。

60
）

教
訓
亭
『
娘
節
用
』
六
七
頁
。

61
）

村
上
『
娘
節
用
』
三
九
〇
頁
。

62
）

笹
川
種
郎
『
評
釈
江
戸
文
学
叢
書

洒
落
本
草
双
紙
集
』（
大
日
本
雄
辯

会
講
談
社
、
一
九
三
六
）
七
五
二
頁
。

63
）

笹
川
種
郎
『
洒
落
本
草
双
紙
集
』（
一
九
三
六
）
七
五
二
頁
。

64
）

村
上
静
人
（
編
）
鼻
山
人
（
作
）「
娼
妓
美
談

籬
の
花
」『
人
情
本
刊
行
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会
叢
書

第
二
輯
』（
人
情
本
刊
行
会
、
一
九
一
五
）
七
頁
。「
蒟
蒻
本
」
と
は
、

こ
ん
に
ゃ
く
の
大
き
さ
の
本
の
こ
と
。

65
）

村
上
『
籬
の
花
』
四
三
六
頁
。

66
）

同
右
、
三
頁
。

67
）

神
保
五
彌
「
瑣
末
主
義
と
好
色
」
三
七
五
頁
。

68
）

坪
内
逍
遙
『
当
世
書
生
気
質
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
三
七
、
再
版
一
九
八

五
）。

69
）

村
上
『
籬
の
花
』
七
頁
。

70
）

神
保
五
彌
『
為
永
春
水
の
研
究
』（
一
九
六
四
）
三
一
六
頁
。

71
）

同
右
、
三
二
二
頁
。

72
）

同
右
、
三
一
六
頁
。

73
）

村
上
『
籬
の
花
』
四
四
四
｜
四
四
五
頁
。

74
）

同
右
、
四
五
九
｜
四
六
〇
頁
。

75
）

同
右
、
四
七
〇
頁
。

76
）

同
右
、
四
七
一
頁
。

77
）

山
口
剛
「
解
説
」『
日
本
名
著
全
集

江
戸
文
芸
の
部

人
情
本
集
』（
日

本
名
著
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
八
）
九
頁
。

78
）

中
村
『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
四
巻
、
四
七
九
頁
。

79
）

村
上
『
娘
節
用
』
二
八
〇
｜
二
八
二
頁
。

80
）

丸
山
茂
『
春
水
人
情
本
と
近
代
小
説
』
四
三
｜
六
三
頁
。

81
）

鷗
外
の
小
説
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』（
一
九
〇
九
）
に
『
梅
児
誉
美
』

の
名
が
見
え
る
。

82
）

村
上
静
人
（
編
）「
春
色
江
戸
紫
・
花
の
志
摩
台
」『
人
情
本
刊
行
会
叢
書

第
十
八
輯
』（
人
情
本
刊
行
会
、
一
九
一
六
）
二
頁
。

83
）

『
江
戸
紫
』
の
原
本
の
存
在
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
。

84
）

村
上
『
江
戸
紫
』
一
六
三
｜
一
六
四
頁
。

85
）

村
上
『
江
戸
紫
』
一
一
五
｜
一
一
六
頁
。

86
）

村
上
静
人
（
編
）「
鶯
塚
千
代
の
初
声
・
春
色
玉
襷
」『
人
情
本
刊
行
会
叢

書
第
二
十
輯
』（
人
情
本
刊
行
会
、
一
九
一
六
）
五
｜
六
頁
。

87
）

村
上
『
春
色
玉
襷
』
一
頁
。

88
）

村
上
『
春
色
玉
襷
』
三
五
五
｜
三
五
六
頁
。

89
）

村
上
『
春
色
玉
襷
』
二
九
五
頁
。

90
）

伊
藤
整
『
日
本
文
壇
史

明
治
思
潮
の
転
換
期

第
六
巻
』（
講
談
社

文
芸
文
庫
、
一
九
九
五
）
二
二
三
｜
二
二
六
頁
。

91
）

こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
ス
・
モ
ー
ト
ン
「
総
合
雑
誌
『
太
陽
』
と

『
女
學
雑
誌
』
に
見
ら
れ
る
恋
愛
観

一
八
九
五
年
〜
一
九
〇
五
年

」

鈴
木
貞
美
（
編
）『
雑
誌
「
太
陽
」
と
国
民
文
化
の
形
成
』（
思
文
閣
出
版
、
二

〇
〇
一
）
五
一
三
｜
五
五
三
頁
を
参
照
。

92
）

丸
山
茂
『
春
水
人
情
本
と
近
代
小
説
』
七
｜
九
五
頁
。
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