
『
三
四
郎
』
、
一
そ
の
主
題
と

方
法

1
そ
の
人
物
像
を
中
心
と
し
て
・
諸
家
の
論
に
ふ
れ
つ
つ
一
、

佐

藤

泰

正

 
「
低
徊
趣
味
と
推
移
趣
味
の
一
致
」
 
（
談
話
「
文
学
雑
話
」
明
4
1
．
1
0
）
こ

そ
作
品
の
あ
る
べ
さ
姿
で
あ
る
と
は
『
三
四
郎
』
執
筆
中
の
作
者
の
言
葉
だ

が
、
し
か
し
こ
の
作
品
は
「
層
々
累
々
的
な
叙
述
」
と
い
う
「
低
徊
趣
味
」
の

い
さ
さ
か
勝
っ
た
、
い
や
勝
ち
す
ぎ
た
作
品
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
作
．

者
は
作
中
b
ば
し
ば
物
語
の
「
推
移
」
と
は
一
見
無
縁
な
「
抵
徊
」
を
試
み
、

そ
れ
が
ま
た
こ
の
作
品
の
面
白
味
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
な
か
に
も
精
養
軒
に

お
け
る
談
論
の
場
は
注
目
に
黒
い
し
よ
う
。
野
々
宮
さ
ん
の
光
線
の
圧
力
観
察

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
た
め
の
実
験
装
置
ハ
つ
ま
り
は
仕
掛
け
に
ふ
れ
て
の
論
議
で
あ
る
。
肉
眼
を

も
っ
て
観
察
し
え
ぬ
と
こ
ろ
を
仕
掛
け
を
ぽ
ど
こ
し
て
考
察
す
る
と
す
れ
ば
．

こ
れ
は
「
自
然
派
」
な
ら
ぬ
「
浪
漫
派
」
だ
と
広
田
先
生
が
言
い
、
仕
掛
け
を

、ふ

ﾜ
え
た
上
で
の
固
有
の
実
相
の
観
察
と
あ
れ
ば
「
浪
漫
的
自
然
派
」
だ
と
い

う
こ
と
に
も
な
る
。
た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
あ
る
装
置
、
「
あ
る
状
況
の
下
に

置
か
れ
た
人
間
は
、
反
対
の
方
向
に
働
き
得
る
能
力
と
権
利
と
を
有
し
て
み

る
」
ご
と
で
あ
り
、
な
ら
ば
「
あ
る
状
況
の
下
に
、
あ
る
人
間
が
、
ど
ん
な
所

作
を
し
て
も
自
然
だ
と
云
ふ
事
に
」
な
る
か
と
小
説
家
が
問
う
と
、
「
ど
ん
な

人
岡
を
・
ど
う
轡
て
も
世
界
に
天
位
は
み
る
」
ん
じ
ゃ
な
い
か
・
「
実
際

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ど

人
間
た
る
吾
々
は
、
人
間
ら
し
か
ら
ざ
る
行
為
動
作
を
、
何
う
し
た
っ
て
、
想

像
出
来
る
も
の
ち
や
な
い
。
た
ゴ
下
手
に
書
く
か
ら
人
間
と
思
は
れ
な
い
の
ち

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
れ
 
 
コ

や
な
い
」
か
と
広
田
先
生
が
答
え
る
と
、
「
小
説
家
は
夫
で
黙
っ
た
」
 
（
九
）

と
い
う
。
こ
の
あ
た
り
の
や
り
と
り
は
ま
こ
と
に
面
白
い
。

 
「
三
四
郎
」
連
載
中
（
明
4
1
・
9
・
1
～
1
2
・
2
9
）
、
田
山
花
袋
と
の
応
酬

は
周
知
の
通
り
だ
が
、
 
「
持
へ
も
の
を
苦
に
せ
ら
る
～
よ
り
も
、
活
き
て
居
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

と
し
か
思
へ
ぬ
人
間
や
、
自
然
と
し
か
思
へ
ぬ
脚
色
を
持
へ
る
方
を
苦
心
し
た

ら
、
ど
う
だ
ら
う
。
持
ら
へ
た
人
間
が
活
き
て
み
る
と
し
か
思
へ
な
く
っ
て
、

推
ら
へ
だ
脚
色
が
自
然
と
し
か
思
へ
ぬ
な
ら
ば
、
持
へ
た
作
者
は
一
種
の
ク
リ

 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

エ
ー
タ
ー
で
あ
る
。
持
へ
た
事
を
誇
り
と
心
得
る
方
が
当
然
で
あ
る
」
 
（
「
田

山
花
儲
君
に
答
ふ
」
明
4
1
・
狙
．
7
）
と
い
う
漱
石
の
反
論
は
、
よ
り
ヴ
ィ
ヴ

ィ
ッ
ド
に
こ
の
場
に
再
現
さ
れ
る
。
『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』
や
『
創
作
家
の

態
度
』
な
ど
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
漱
石
の
自
然
主
義
文
学
観
は
こ
れ
を
否
定

す
る
も
の
で
は
な
ヌ
、
こ
れ
の
み
を
絶
対
と
し
て
一
党
一
派
に
齎
せ
ら
れ
る
こ

と
を
排
し
た
も
の
で
あ
り
、
〈
真
〉
を
時
代
の
中
心
的
理
念
と
し
な
が
ら
幽
も
、

な
お
こ
れ
の
み
に
着
せ
ら
れ
ぬ
く
真
・
善
・
美
・
壮
〉
の
統
合
的
表
現
を
こ
そ
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「
三
四
郎
」
一
そ
の
主
題
と
方
法
 
一
そ
の
人
物
嫁
を
中
心
と
し
て
・
諸
家
の
論
に
ふ
れ
つ
つ
ー



、

目
指
さ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
の
作
中
談
論
の
場
に
「
自
然
派
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
だ
け

を
肯
定
し
つ
つ
、
「
た
ゴ
一
派
と
し
て
存
在
を
認
め
ら
れ
る
丈
さ
」
と
い
う
言

葉
に
も
窺
い
と
れ
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
『
三
四
郎
」
自
体
が
、
生
き
た
人
間

と
は
ど
う
動
く
か
分
ら
ぬ
と
い
う
『
坑
夫
』
の
無
性
格
論
忙
続
く
作
者
の
文
学

観
と
方
法
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。
こ
れ
は
ま
た
そ
の
コ
予

告
文
」
の
語
る
と
こ
ろ
と
も
無
縁
で
は
な
い
。

 
「
田
舎
の
高
等
学
校
を
卒
業
し
て
東
京
の
大
学
に
這
入
っ
た
三
四
郎
が
新
し

い
空
気
に
触
れ
る
。
さ
う
し
て
同
輩
だ
の
先
輩
だ
の
若
い
女
だ
の
に
接
触
し
て

色
々
に
動
い
て
来
る
。
手
間
は
此
空
気
の
う
ち
に
是
等
の
人
間
を
放
す
丈
で
あ

る
。
あ
と
は
人
間
が
勝
手
に
泳
い
で
、
自
ら
波
瀾
が
出
来
る
だ
ら
う
と
思
ふ
。

．
さ
う
か
う
し
て
み
る
う
ち
に
読
者
も
作
者
も
此
空
気
に
か
ぶ
れ
て
是
等
の
人
間

を
知
る
様
に
な
る
事
と
信
ず
る
」
。
「
『
三
四
郎
』
の
予
告
」
の
言
葉
だ
が
、

日
露
戦
後
の
時
代
の
「
新
し
い
空
気
」
を
描
こ
う
と
す
る
文
明
批
判
の
意
図
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
「
人
間
が
勝
手
に
泳
い
で
」
云
々
の
語
に
、
無
性

格
論
の
反
映
も
ま
た
お
の
ず
か
ら
に
う
か
が
い
と
れ
よ
う
。
し
か
も
続
い
て
「

も
し
か
ぶ
れ
甲
斐
の
し
な
い
空
気
で
、
知
り
栄
え
の
し
な
い
人
間
で
あ
っ
た
ら

御
互
に
不
運
と
諦
め
る
よ
り
仕
方
が
な
い
」
と
も
言
う
が
、
「
か
ぶ
れ
甲
斐
」

の
あ
る
新
時
代
の
「
空
気
」
を
十
分
に
描
き
え
た
と
は
言
い
切
れ
ぬ
と
こ
ろ

に
、
こ
の
作
品
の
限
界
が
み
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
て
作
品
の
中
心
は
三
四
郎
と

美
禰
子
の
ラ
ブ
・
ス
ト
ー
リ
ー
に
お
の
ず
か
ら
移
り
、
こ
の
作
品
の
文
明
批
判

な
ら
ぬ
、
い
ま
ひ
と
つ
の
主
想
が
大
き
く
浮
か
び
上
っ
て
来
る
こ
と
と
な
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
ン
コ
ン
シ
ア
ス
 
ヒ
ポ
ク
リ
ツ
ト

言
う
ま
で
も
な
く
女
性
に
お
け
る
「
無
意
識
な
偽
善
家
」
の
問
題
で
あ
り
、
こ

れ
も
ま
た
同
じ
く
先
の
談
話
に
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
ズ
ー
デ
ル
」
マ
ン
の
『
ア
ン
ダ
イ
イ
ン
グ
、
バ
ス
ト
」
（
『
エ
ス
・
ヴ
ァ
ー
ル
』

の
英
訳
）
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
フ
ェ
リ
シ
タ
ス
と
い
う
女
の
「
殆
ど
無
意
識
に
天

性
の
発
露
の
ま
㌧
で
男
を
檎
に
す
る
所
」
が
、
ゴ
こ
ん
な
性
質
を
あ
れ
程
に
書

い
た
も
の
は
他
に
L
「
恐
ら
く
無
い
と
思
」
え
る
ほ
ど
見
事
に
書
け
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
ア
ン
コ
ン
シ
ア
ス
 
ヒ
ボ
ク
リ
ッ
ト

「
そ
こ
で
こ
の
「
『
無
意
識
な
る
偽
善
者
』
を
書
い
て
見
よ
う
」
と
い
う
わ
け
だ

が
、
「
実
際
何
ん
な
女
に
な
る
か
も
自
分
で
判
ら
な
い
。
」
「
出
来
経
っ
て
も

ズ
ー
デ
ル
マ
ン
饗
を
引
合
に
出
し
て
冷
か
し
ち
や
不
可
ま
せ
ん
」
と
い
う
。
 
「

知
り
栄
の
し
な
い
人
間
で
あ
っ
た
ら
御
互
に
不
運
と
諦
め
る
よ
り
仕
方
が
な
い

」
と
い
う
わ
け
だ
が
、
し
か
し
『
三
四
郎
』
一
篇
を
支
え
る
も
の
こ
そ
、
ま
さ

し
く
美
禰
子
と
い
う
存
在
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
彼
女
が
主
人
公
三
四
郎
と
殆
ど

 
「
等
価
の
人
物
像
と
し
て
」
、
こ
の
「
小
説
の
構
想
を
さ
さ
え
」
る
と
い
う
評

家
の
指
摘
（
三
好
行
雄
ゴ
登
四
郎
」
e
～
⇔
」
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
4
1
・
・
f
～

3
、
の
ち
『
作
品
論
の
試
み
」
所
収
）
の
頷
け
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。

 
た
し
か
に
三
四
郎
が
主
人
公
で
あ
り
．
、
視
点
人
物
で
あ
り
、
す
べ
て
は
彼
を

め
ぐ
り
彼
の
眼
を
通
し
て
語
ら
れ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
し
か
し
章
を
追
っ
て
美
彌

子
の
存
在
は
重
く
、
真
の
主
人
公
は
彼
女
か
と
も
み
え
る
。
先
に
も
ふ
れ
た

 
ア
ン
コ
ン
シ
ア
ス
ー
ヒ
ポ
ク
リ
ツ
ト

 
「
無
意
識
な
る
偽
善
者
」
と
日
露
戦
後
の
「
新
し
い
空
気
」
を
描
く
と
い
う
文

，
明
批
判
と
、
言
わ
ば
こ
の
二
つ
の
主
翼
の
結
節
点
に
美
禰
子
は
あ
る
と
言
っ
て

よ
い
。
当
然
な
が
ら
美
禰
子
像
の
解
釈
も
ま
た
分
れ
て
来
る
。
古
く
は
小
宮
豊

隆
の
論
（
「
夏
目
漱
石
』
）
以
来
、
こ
の
無
意
識
な
る
偽
善
ま
た
は
技
巧
に
重

点
が
か
け
ら
れ
て
来
た
が
、
近
来
漱
石
に
お
け
る
文
明
批
判
の
意
義
が
注
目
ざ
「

れ
る
と
と
も
に
、
戦
後
と
い
う
新
た
な
時
代
の
刻
印
を
帯
び
る
も
の
と
し
て
論

ぜ
ら
れ
る
面
が
多
い
。
「
全
く
西
洋
流
だ
」
「
イ
プ
セ
ン
の
女
は
露
骨
だ
が
、

 
 
 
ロ
し
ん

あ
の
女
は
心
が
乱
暴
だ
」
 
（
六
）
な
ど
と
評
さ
れ
る
彼
女
が
「
日
露
戦
後
の
新

女
性
を
代
表
す
る
こ
と
は
疑
い
な
く
」
、
「
二
十
世
紀
文
明
の
毒
を
浴
び
た
存

（ 124 ）

♂



在
」
、
言
わ
ば
「
戦
後
の
新
世
代
た
る
女
性
が
そ
こ
に
提
示
さ
れ
た
と
み
れ
ば

よ
い
の
で
、
「
無
意
識
な
偽
善
』
」
と
は
、
ひ
と
り
「
彼
女
の
み
の
も
の
で
は
な

」
い
（
越
智
治
雄
「
『
三
四
郎
」
の
青
春
」
「
共
立
女
子
大
学
短
期
大
学
部
紀
'

要
」
九
、
昭
4
0
・
1
2
、
の
ち
『
漱
石
私
論
』
所
収
）
ど
い
う
。
ま
た
広
凪
の
い

う
戦
後
の
新
た
な
人
種
一
「
極
め
て
神
経
の
鋭
敏
に
な
っ
た
文
明
人
種
」
、

「
利
他
本
位
の
内
容
を
利
己
本
位
で
示
す
」
 
「
尤
も
優
美
」
な
「
露
悪
家
一

，
（
七
〉
の
ひ
と
り
と
し
て
美
禰
子
は
あ
り
、
斯
く
見
れ
ば
「
三
四
郎
を
罰
す
る

の
は
美
禰
子
の
愛
で
は
な
く
、
自
意
識
」
で
あ
り
、
「
美
禰
子
は
優
美
な
露
悪

家
と
し
て
三
四
郎
を
傷
つ
け
た
の
で
あ
っ
て
、
無
意
識
な
偽
善
家
と
し
て
で
は

な
い
」
-
（
三
好
行
雄
）
と
も
い
う
。

 
さ
ら
に
は
こ
の
論
の
延
長
上
に
「
無
意
識
な
る
偽
善
家
」
と
は
「
外
見
か
ら

の
観
察
に
す
ぎ
ず
、
事
実
は
む
し
ろ
、
す
べ
て
が
い
わ
ゆ
る
自
意
識
家
に
固
有

な
そ
の
心
と
肉
体
、
意
識
と
行
動
と
の
分
裂
と
い
ヶ
彼
女
の
内
実
に
こ
そ
帰
せ

ら
る
べ
き
」
で
あ
・
り
、
「
愛
そ
う
と
し
て
愛
し
え
ず
、
か
え
っ
て
相
手
を
傷
つ

け
て
ゆ
く
新
し
い
自
意
識
人
の
悲
劇
」
は
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
、
『
彼
岸
過

迄
』
の
須
永
、
さ
ら
に
は
『
行
人
』
の
一
郎
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
「
美
禰
子

は
い
わ
ば
そ
の
主
人
公
た
ち
の
遠
い
先
縦
を
な
す
も
の
」
 
（
猪
野
謙
二
「
夏
目

漱
石
集
』
皿
解
説
、
『
日
本
近
代
文
学
大
系
』
2
6
）
と
も
論
ぜ
ら
れ
る
ゆ
美
禰

子
の
本
性
を
よ
り
無
意
識
に
於
て
見
る
か
、
意
識
に
於
て
見
る
か
が
、
論
の
分

か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
．
眼
目
は
作
者
が
注
目
し
て
や
ま
ぬ
A
女
性
の

謎
V
そ
の
も
の
に
あ
ろ
う
。
「
ヒ
ポ
ク
リ
ツ
ト
と
は
謂
ふ
所
の
偽
善
者
で
は
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

い
。
」
「
つ
ま
り
自
ら
識
ら
ず
し
て
別
の
人
に
な
る
と
い
ふ
意
味
だ
」
 
（
森
田

草
平
『
続
夏
目
漱
石
』
と
は
、
作
者
自
身
の
注
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
美
禰

子
の
意
識
、
無
意
識
裡
の
演
技
、
ま
た
挑
発
は
三
四
郎
の
み
な
ら
ぬ
、
野
々
宮

に
対
し
て
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
池
の
端
の
出
会
い
で
の
美
禰
子
の
充
分
に
意
識

的
（
挑
発
的
な
ふ
る
ま
い
も
、
背
後
の
自
分
を
注
視
す
る
野
々
宮
を
意
識
し
て

の
挑
発
と
み
れ
ば
（
助
川
筆
洗
「
漱
石
・
避
け
て
通
っ
た
も
の
」
「
解
釈
と
鑑

賞
」
昭
5
3
・
1
1
、
さ
ら
に
こ
れ
を
修
正
、
敷
黙
し
た
も
の
と
し
て
重
松
泰
雄
「

評
釈
『
三
四
郎
』
 
「
国
文
学
」
昭
5
4
・
5
が
あ
る
）
さ
ら
に
納
得
が
ゆ
く
。

二

 
恐
ら
く
こ
の
作
品
に
ド
ラ
マ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
三
四
郎
な
ら
ぬ
美

禰
子
の
も
の
で
あ
り
、
美
禰
子
の
結
婚
を
主
体
的
な
選
択
、
断
念
と
み
る
か
、

挫
折
と
み
る
か
を
含
め
て
、
近
時
美
禰
子
論
を
主
題
と
し
た
論
の
多
く
見
ら
れ

る
の
も
故
な
き
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
「
小
説
の
脈
絡
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、

美
禰
子
は
自
分
の
行
き
た
い
と
こ
ろ
へ
嫁
ぎ
、
夫
と
し
て
尊
敬
で
き
る
男
を
選

ん
だ
の
」
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
野
々
宮
や
三
四
郎
へ
の
「
痛
烈
な

批
評
」
、
で
あ
り
、
美
禰
子
の
選
ん
だ
「
立
派
な
号
し
と
は
「
〈
市
に
生
き
る
も

の
V
の
ひ
と
り
に
ま
ぎ
れ
も
な
」
く
、
「
美
禰
子
は
野
々
宮
や
三
四
郎
を
拒
否

し
て
、
か
れ
と
と
も
に
第
三
の
世
界
か
ら
身
を
ひ
る
が
え
し
て
去
」
る
。
「
彼

女
は
ま
さ
し
く
第
三
の
世
界
を
見
切
り
、
青
春
を
見
切
っ
た
の
で
あ
る
」
 
（
三

好
行
雄
）
ど
い
う
指
摘
、
さ
ら
に
は
「
三
四
郎
の
『
自
惚
れ
』
を
罰
し
た
の

は
」
 
「
美
禰
子
そ
の
人
」
な
ら
ぬ
「
彼
女
が
選
ん
だ
『
立
派
な
」
世
間
人
ら
し

 
 
 
 
 
 
 
 
り

い
そ
の
男
を
も
含
め
た
、
 
『
市
に
生
き
る
人
々
」
の
存
在
そ
れ
自
体
で
あ
っ

た
」
 
（
猪
野
謙
二
）
と
い
う
論
に
対
し
、
こ
れ
を
「
三
四
郎
ら
の
世
界
を
痛
烈

に
批
評
し
た
と
す
る
」
に
は
、
「
漱
石
の
暗
い
結
婚
認
識
」
は
「
は
る
か
に
遠

い
」
 
（
平
岡
敏
夫
「
美
禰
子
の
結
婚
1
〈
立
派
な
人
V
の
読
み
i
」
 
（
「
日
本

文
学
」
昭
5
0
・
1
2
）
と
い
う
反
論
、
さ
ら
に
は
「
金
縁
の
眼
鏡
を
掛
け
」
た
「

『
三
四
郎
与
1
そ
の
主
題
と
方
法
 
1
そ
の
人
物
像
を
中
心
と
し
て
・
諸
家
の
論
に
ふ
れ
つ
つ
一
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つ
や

色
光
沢
の
好
い
」
云
々
の
男
の
描
写
に
、
こ
れ
を
相
対
化
す
る
作
者
の
「
反

語
」
的
眼
差
を
見
る
論
（
秋
山
公
男
「
『
三
四
郎
」
小
考
1
『
露
悪
家
」
美
禰

子
と
そ
の
結
婚
の
意
味
一
」
 
「
日
本
近
代
文
学
」
第
2
4
集
、
昭
5
2
・
1
0
、
．
さ
ら

．
に
は
同
じ
論
旨
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
佐
々
木
充
「
『
三
四
郎
』
論
」
「
千
葉

大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
」
第
2
9
巻
第
」
部
、
昭
5
5
・
1
2
）
の
あ
る
こ
と
も
ま

た
頷
け
よ
う
。

 
い
ず
れ
に
せ
よ
「
青
春
の
出
口
に
い
た
一
人
の
女
が
、
ふ
と
青
春
を
振
り
返

 
つ
た
ど
き
に
、
人
口
に
立
っ
て
い
た
三
四
郎
と
「
い
う
青
春
が
見
え
た
」
 
（
越
智

治
雄
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
1
4
夏
目
漱
・
石
』
学
生
社
、
昭
5
0
・
1
1
）
と
い

う
評
家
の
卓
抜
な
指
摘
に
見
る
構
図
は
動
か
な
い
が
、
こ
れ
を
青
春
の
見
切

り
、
生
活
者
へ
の
揚
棄
、
断
念
と
み
よ
う
と
も
、
な
お
美
禰
子
と
い
う
存
在
の

孕
む
課
題
は
重
い
。
そ
こ
に
は
戦
後
の
新
女
性
の
み
な
ら
ぬ
、
肉
の
存
在
そ
の

も
の
の
孕
む
課
題
ぺ
の
作
者
の
注
視
が
あ
る
。
別
離
の
場
面
に
眩
く
詩
篇
の
言

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
が

葉
は
、
そ
の
所
在
を
明
ら
か
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
「
わ
れ
は
我
が
憲
を
知

る
。
我
が
罪
は
常
に
我
が
前
に
あ
り
」
と
は
、
美
禰
子
が
三
四
郎
と
の
別
離
に

あ
た
っ
て
眩
く
一
句
で
あ
り
、
旧
約
詩
篇
五
十
一
篇
三
節
の
言
葉
で
あ
る
。
こ

'
の
く
罪
V
の
告
白
を
「
無
意
識
の
偽
善
者
」
と
レ
て
「
犯
し
て
き
た
罪
と
い
う

よ
り
は
、
む
し
ろ
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
に
ま
つ
わ
る
罪
の
自
覚
に
ほ
か
な
」

ら
ず
（
猪
野
謙
二
）
、
 
コ
義
的
に
は
、
優
美
な
露
悪
家
で
あ
っ
た
罪
と
し
て

・
理
解
し
て
お
く
べ
き
」
 
（
三
好
行
雄
）
だ
と
い
う
指
摘
も
う
な
ず
け
る
と
こ
ろ

で
賎
あ
る
。
し
か
し
ま
た
こ
の
一
句
の
示
す
と
こ
ろ
は
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。

 
 
こ
の
詩
篇
五
十
一
篇
の
前
書
に
「
ダ
ビ
デ
が
バ
テ
セ
バ
に
か
よ
ひ
し
の
ち
預

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
た
の
か
み

言
者
ナ
タ
ン
の
来
れ
る
と
き
よ
み
て
伶
長
に
う
た
は
し
め
た
る
歌
」
と
あ
る
。

そ
の
仔
細
は
旧
約
『
サ
ム
エ
ル
後
書
』
十
一
、
十
二
章
に
．
あ
る
が
、
ダ
ビ
デ
は

ヘ
テ
び
と
ウ
リ
ャ
の
妻
バ
テ
シ
バ
に
子
を
孕
ま
せ
、
そ
の
夫
ウ
憂
や
を
激
戦
の

最
前
線
に
や
っ
て
戦
死
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
彼
は
バ
テ
シ
バ
を
妻
と
す
る
が
、

ナ
タ
ン
の
予
言
通
り
や
が
て
生
ま
れ
た
子
は
七
日
目
で
死
ぬ
。
こ
の
詩
篇
は
ダ

ビ
デ
が
罪
を
告
白
し
、
そ
の
許
し
を
神
に
乞
う
た
も
の
だ
が
、
恐
ら
く
漱
石
が

．
こ
の
詩
篇
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
充
分
に
承
知
の
上
で
引
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
、
美
禰
子
像
の
描
写
か
ら
も
推
測
で
き
よ
う
。
 
「
オ
ラ
プ
チ
ユ
ア
ス
1
」

一
i
「
池
の
女
の
此
時
の
眼
付
を
形
容
す
る
に
は
是
よ
り
外
に
言
葉
が
な
い
」
ゆ

 
 
 
 
ま
さ

そ
れ
は
「
正
し
く
官
能
に
訴
へ
」
 
「
官
能
の
骨
を
透
し
て
髄
に
徹
す
る
訴
へ

方
」
で
あ
り
、
「
見
ら
れ
る
も
の
、
方
が
是
非
媚
び
た
く
な
る
程
に
残
酷
な
眼

付
で
あ
る
」
 
（
四
）
と
い
う
。
ま
た
あ
る
時
は
「
霊
の
疲
れ
」
「
肉
の
弛
み
」

「
苦
痛
に
近
き
訴
へ
」
 
（
五
）
を
示
す
。
三
四
郎
は
最
初
に
こ
の
．
「
池
の
女
」

に
出
会
っ
た
時
、
ふ
と
彼
を
「
一
目
見
た
」
そ
の
女
の
「
黒
眼
の
動
く
刹
那
」

に
、
あ
の
汽
車
の
女
に
「
似
通
」
う
も
の
を
感
じ
て
「
恐
ろ
し
く
な
」
る
へ

二
）
。

 
す
で
に
語
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
優
美
な
露
悪

家
」
が
無
意
識
の
う
ち
に
や
ど
す
、
い
や
彼
女
自
身
か
ら
本
然
的
に
に
じ
み
出

る
肉
の
訴
え
は
馬
最
初
の
誘
惑
者
と
し
て
の
汽
車
の
女
、
さ
ら
に
は
後
に
広
田

先
生
の
語
る
不
義
な
る
母
親
の
物
語
を
前
後
の
伏
線
と
し
て
見
事
に
生
き
る
。

こ
こ
に
い
う
く
罪
V
と
は
単
な
る
無
意
識
の
偽
善
、
技
巧
や
近
代
人
と
し
て
の

自
我
の
主
張
や
自
意
識
の
罪
の
み
な
ら
ぬ
、
ダ
ビ
デ
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
ご

と
く
、
根
源
な
る
肉
の
存
在
そ
の
も
の
の
孕
む
そ
れ
と
し
て
示
さ
れ
る
。
こ
の

ダ
ビ
デ
物
語
の
語
る
七
日
目
に
し
て
死
ぬ
罪
の
子
の
挿
話
が
、
後
の
『
門
」
の

悲
劇
に
つ
な
が
る
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
の
旧
約
に

つ
な
が
る
罪
の
問
題
に
つ
い
て
は
釘
宮
久
雄
「
漱
石
と
旧
約
聖
書
と
の
触
れ
合
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い
一
『
三
四
郎
』
を
中
心
に
一
」
 
（
「
近
代
文
学
試
論
」
八
号
、
昭
和
4
5
・

8
）
に
、
「
イ
ザ
ヤ
書
」
五
十
三
章
を
も
か
ら
ま
せ
た
論
が
あ
り
、
ま
た
坂
本

浩
「
『
三
四
郎
』
の
視
点
と
透
視
」
 
（
「
成
城
国
文
学
論
集
」
第
三
輯
、
昭

46

E
3
、
の
ち
「
夏
目
漱
石
i
作
品
の
深
層
世
界
1
」
所
収
）
に
旧
約
詩
篇
に
ふ

れ
、
さ
ら
に
ヒ
ポ
ク
リ
シ
イ
の
原
義
を
ギ
リ
シ
ャ
語
の
み
な
ら
ぬ
聖
書
に
お
け

る
「
偽
信
」
 
「
宗
教
的
偽
善
」
と
も
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
考
察
し
た
重
厚
な

論
が
あ
る
。

 
ま
た
こ
こ
に
、
〈
罪
〉
あ
る
い
は
瞭
罪
と
は
ひ
と
り
美
禰
子
の
み
な
ら
ぬ
、

三
四
郎
の
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
評
家
の
論
も
あ
る
。
蓮
実
重
彦
「
「
三
四

郎
』
を
読
む
」
 
（
『
夏
目
漱
石
論
」
）
が
そ
れ
だ
が
、
美
禰
子
の
本
体
と
は
「

池
の
女
」
、
あ
る
い
は
「
森
の
女
」
な
ら
ぬ
、
〈
水
の
女
V
で
あ
る
と
い
う
。

三
四
郎
は
「
自
分
が
『
水
」
・
に
誘
わ
れ
、
や
が
て
は
水
辺
へ
と
誘
い
だ
さ
れ
、

そ
こ
で
決
定
的
な
遭
遇
を
演
じ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
無
自
覚
で
あ
る
」
と

い
う
。
「
女
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
水
を
配
置
し
、
そ
の
近
く
へ
と
男
を
誘
い
だ

し
な
が
ら
、
男
は
水
の
遍
在
性
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
。
「
美
禰
子
の

投
身
へ
の
誘
い
」
も
「
演
技
者
と
し
て
」
の
「
水
の
戯
れ
」
も
、
つ
い
に
三
四

郎
に
届
き
え
ぬ
と
知
っ
た
時
、
彼
女
は
も
は
や
「
命
令
」
も
「
挑
発
」
も
棄
て

て
「
寡
黙
な
女
へ
と
変
貌
す
る
」
。
「
『
三
四
郎
』
で
何
が
感
動
的
で
あ
る
と

い
っ
て
、
こ
の
美
禰
子
の
変
容
ぶ
り
ほ
ど
感
動
的
な
も
の
は
ま
た
と
な
い
」

と
、
こ
の
評
家
は
い
う
。

 
「
美
禰
子
は
漱
石
的
『
作
品
』
に
あ
っ
て
の
最
も
感
動
的
な
犠
牲
者
で
あ

り
、
招
く
仕
草
を
池
の
『
水
の
女
』
に
仮
託
し
て
身
を
引
い
て
ゆ
く
。
そ
の
最

後
の
贈
り
物
が
雨
な
の
だ
」
と
い
う
。
第
八
章
末
尾
の
展
覧
会
場
を
出
た
二
人

を
包
む
濃
密
な
雨
の
中
に
寄
り
添
い
つ
つ
立
ち
つ
く
す
場
面
に
ふ
れ
て
だ
が
、
．

 
「
「
池
の
女
』
で
は
な
い
、
自
分
は
『
水
の
女
』
な
の
だ
と
い
う
声
に
な
ら
な

い
、
そ
の
声
は
、
湿
っ
た
微
細
な
粒
子
が
三
四
郎
の
存
在
を
湿
ら
せ
な
が
ら

徐
々
に
濃
密
な
雨
と
な
っ
て
ゆ
く
と
き
、
完
成
さ
れ
た
絵
画
に
ふ
さ
わ
し
い
唯

一
の
、
だ
が
遂
に
言
語
化
ざ
れ
え
な
い
題
名
と
し
て
、
彼
の
言
動
を
操
作
す
る

負
の
核
心
と
い
つ
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
 
『
森
の
女
と
云
ふ
題
が
悪
い
』
と

口
に
し
な
が
ら
あ
と
は
口
ご
も
る
ほ
か
は
な
い
三
四
郎
の
失
語
意
識
で
『
作

品
」
が
途
切
れ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
」
と
い
う
。
す
で
に
「
森
の
女
」

 
 
 
 
 
か
た
み

と
は
青
春
の
記
念
な
ら
ぬ
、
「
絵
画
の
表
面
に
身
を
塗
り
こ
め
る
美
禰
子
の
選

．
ん
だ
自
己
抹
殺
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
か
く
し
て
こ
の
「
肖
像
」
が
「
『
池
の

女
」
の
完
壁
な
再
現
と
し
て
あ
り
な
が
ら
、
水
面
が
視
堺
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た

結
果
、
『
森
の
女
」
と
題
さ
れ
て
い
る
の
を
目
に
す
る
と
き
、
三
四
郎
は
は
じ

め
て
自
分
が
無
意
識
に
犯
し
た
か
ず
か
ず
の
罪
に
思
い
い
た
り
、
そ
れ
を
黙
っ

て
う
け
い
れ
な
が
ら
絵
画
と
な
っ
た
女
の
犠
牲
の
大
き
さ
に
改
め
て
言
葉
を
失

っ
て
し
ま
う
」
。

 
こ
う
し
て
こ
の
評
者
は
い
う
一
「
か
り
に
漱
石
文
学
の
罪
の
意
識
が
う
き

ま
と
い
、
ま
た
自
己
抹
殺
へ
の
志
向
が
語
ら
れ
う
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
『

，
三
四
郎
」
を
お
い
て
は
な
い
だ
ろ
う
」
。
こ
れ
は
「
無
意
識
の
殺
人
者
の
物

語
」
で
あ
り
、
「
触
れ
え
な
い
彼
方
へ
と
逃
れ
去
っ
た
異
性
と
、
と
り
残
さ
れ

た
青
年
の
物
語
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
残
酷
を
そ
れ
と
自
覚
し
な
い
ま
ま
に

女
に
犠
牲
を
し
い
る
殺
人
者
の
物
語
な
の
だ
」
と
い
う
。
こ
の
い
ざ
さ
か
飛
躍

に
過
ぎ
、
ま
た
評
者
自
身
の
く
表
層
V
的
戯
れ
と
も
み
え
る
批
評
は
、
作
品
自

体
や
人
物
自
体
の
枠
ぐ
み
を
超
え
、
無
限
の
変
容
へ
と
作
品
自
体
を
解
体
す
る

か
と
み
え
、
安
易
な
肯
定
を
許
さ
ぬ
も
の
だ
が
、
し
か
し
「
無
意
識
な
偽
善
」

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

な
ら
ぬ
、
無
意
識
の
罪
を
告
発
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
単
な
る
〈
表
層
批
評
〉

『
三
四
郎
』
1
そ
の
主
題
と
方
法
 
1
そ
の
人
物
像
を
回
心
と
し
て
・
諸
家
の
論
に
ふ
れ
つ
つ
一
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φ

な
ら
ぬ
、
．
漱
石
作
品
の
深
部
を
つ
ら
ぬ
く
、
す
ぐ
れ
て
倫
理
的
な
批
評
と
も
見

え
て
来
る
。
ま
た
別
の
評
者
に
も
美
禰
子
こ
そ
「
む
し
ろ
三
四
郎
に
見
捨
て
ら

れ
た
」
存
在
と
し
て
、
そ
の
疎
外
の
「
淋
し
」
さ
と
「
寒
」
さ
を
指
摘
し
た
論

が
あ
る
（
角
田
旅
人
「
『
三
四
郎
』
覚
書
き
」
「
文
学
年
誌
」
4
、
昭
5
3
．
1
2
）
。

こ
れ
ら
評
家
の
指
摘
す
る
三
四
郎
に
お
け
る
無
意
識
の
く
罪
V
と
は
何
か
。
恐

ら
く
そ
れ
は
、
作
者
の
述
べ
る
「
低
徊
家
」
と
い
う
字
義
と
無
縁
で
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。

三

 
『
三
四
郎
』
を
目
し
て
一
篇
の
教
養
小
説
と
す
る
見
方
も
あ
る
が
、
む
し
ろ

我
々
は
彼
が
あ
ま
り
に
も
変
ら
ぬ
こ
と
に
驚
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
、
作
者

自
身
に
よ
っ
て
「
低
徊
家
」
 
（
四
）
乏
規
定
さ
れ
た
人
物
は
、
終
始
変
る
と
こ

ろ
が
な
い
。
礫
死
レ
た
女
の
無
残
な
姿
を
前
に
し
て
は
、
「
人
生
と
云
ふ
丈
夫

さ
う
な
命
の
根
が
、
知
ら
ぬ
間
に
、
ゆ
る
ん
で
、
何
時
で
も
暗
闇
へ
浮
き
出
し

て
行
き
さ
う
に
思
は
れ
る
（
三
）
の
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
深
く
問
い
つ
め
て
ゆ

こ
う
と
は
し
な
い
。
ま
た
夜
半
の
火
事
を
眺
め
な
が
ら
「
三
四
郎
の
頭
に
は
運

命
が
あ
り
く
と
赤
く
映
」
る
の
だ
が
、
そ
の
「
赤
い
運
命
の
な
か
で
狂
ひ
廻

る
多
く
の
人
の
身
の
上
」
は
「
忘
れ
」
 
（
九
）
て
い
た
。
。
と
も
に
一
夜
あ
け

れ
ば
「
常
の
人
で
あ
る
）
 
（
同
）
．
。
た
レ
か
に
コ
ニ
四
郎
は
切
実
に
生
死
の
問

題
を
考
へ
た
事
の
な
い
男
で
あ
る
」
 
（
十
）
と
同
時
に
、
 
「
市
に
生
き
る
も

の
」
の
苦
し
み
も
ま
た
そ
の
慮
外
に
あ
る
。
「
考
へ
る
に
は
、
青
春
の
血
が
あ
ま

り
に
暖
か
過
ぎ
る
」
（
同
）
と
い
う
の
だ
が
、
し
か
し
作
者
の
筆
は
そ
う
い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

彼
を
裁
い
て
は
い
な
い
。
た
だ
こ
の
他
者
へ
の
痛
み
の
欠
落
は
、
先
の
無
意
識

の
罪
と
か
ら
ん
で
、
作
者
の
注
視
を
免
れ
て
は
い
な
い
。

 
作
品
冒
頭
に
近
く
、
名
古
屋
で
一
夜
を
明
し
た
女
に
「
あ
な
た
は
鞭
つ
程
度

-
胸
の
な
い
方
で
す
ね
」
ど
言
わ
れ
て
、
「
プ
ラ
．
ツ
ト
創
フ
ォ
ー
ム
の
上
へ
弾
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
て

出
さ
れ
た
様
な
」
、
耳
も
「
熱
」
る
よ
う
な
恥
ず
か
し
さ
を
覚
え
る
三
四
郎
は

車
中
に
帰
っ
て
、
気
を
落
ち
つ
け
よ
う
と
「
ベ
ー
コ
ン
の
論
文
集
」
を
開
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
や
く

勿
論
頭
に
入
る
は
ず
も
呪
い
。
「
け
れ
ど
も
三
四
郎
は
恭
し
く
廿
三
頁
を
開
い

て
、
万
遍
な
く
頁
全
体
を
見
廻
し
て
み
た
。
三
四
郎
は
廿
三
頁
の
前
で
一
応
昨

 
 
お
さ
ら
ひ

夜
の
御
凌
を
す
る
気
で
あ
る
」
 
（
一
）
と
い
う
。
語
り
手
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う

に
語
り
は
じ
め
ら
れ
る
人
物
に
、
深
刻
な
、
切
実
な
、
人
生
へ
の
問
い
が
容
易

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
た
ら

に
訪
れ
る
は
ず
も
あ
る
ま
い
。
彼
は
書
物
を
読
ん
で
も
、
そ
の
「
齎
す
意
味
よ

り
も
、
其
意
味
の
上
に
這
ひ
か
㌧
る
情
緒
の
影
を
嬉
し
が
」
る
男
で
あ
り
（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
む
ら
ひ

十
）
、
子
供
の
葬
式
を
見
て
も
た
だ
「
美
し
い
葬
だ
と
思
」
（
同
）
う
だ
け
で
、

そ
こ
に
「
切
実
」
な
「
生
死
の
問
題
を
考
へ
」
る
男
で
は
な
い
。
す
べ
て
を
「

余
処
か
ら
見
」
て
、
こ
と
の
核
心
に
入
り
こ
も
う
と
し
な
い
男
だ
が
ハ
そ
の
彼

が
美
禰
子
に
対
す
る
時
だ
け
は
違
う
。
そ
こ
に
は
「
美
し
い
享
楽
の
底
に
、
一

種
の
苦
悶
が
あ
る
。
三
四
郎
磁
此
苦
悶
を
払
億
う
と
し
て
い
真
直
護
雄
諺
顎
桁

'
く
。
進
ん
で
行
け
ば
苦
悶
が
覆
れ
る
様
に
思
ふ
。
苦
悶
を
中
る
為
に
一
歩
傍
へ

の退
く
事
は
夢
に
も
案
じ
得
な
い
」
 
（
十
）
と
い
う
。
語
り
手
の
眼
は
し
ば
し
ば

椰
量
的
に
、
こ
の
愛
す
べ
き
「
低
徊
家
」
の
終
始
変
ら
ぬ
姿
を
描
く
か
と
み
え

る
が
、
む
し
ろ
見
る
べ
き
は
、
こ
の
視
線
の
背
後
に
に
じ
む
や
さ
し
さ
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
青
春
を
描
く
作
者
の
醒
め
た
眼
と
い
う
よ
り
は
、
は
る
か
に
温
か

い
。

 
 
「
三
四
郎
の
魂
が
ふ
わ
つ
き
出
し
た
。
」
「
二
十
三
の
青
年
が
到
底
人
生
に

疲
れ
て
み
る
事
が
出
来
な
い
時
節
が
来
た
。
」
「
三
四
郎
は
ふ
わ
く
す
れ
ば

ず
る
程
愉
快
に
な
っ
て
来
た
。
」
 
「
だ
か
ら
大
体
は
呑
気
で
あ
る
。
そ
れ
で
夢
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r

を
見
て
み
る
。
」
（
四
）
。
語
を
重
ね
て
語
る
筆
工
は
、
・
観
念
の
粉
黛
の
底
に

ひ
そ
む
青
春
の
血
を
、
青
春
と
い
う
も
の
の
く
自
然
V
を
あ
ざ
や
か
に
掴
み
と

っ
て
み
せ
る
。
こ
れ
が
藤
村
の
『
春
』
に
続
い
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
思
え
ば
、
恐
ら
く
そ
こ
に
は
作
家
と
し
て
の
競
作
意
識
と
と
も
に
、
「

春
』
の
重
い
、
観
念
の
苦
渋
を
に
じ
ま
せ
た
青
春
の
暗
さ
に
対
し
て
、
よ
り
か

ろ
や
か
な
明
の
部
分
の
強
調
さ
れ
た
こ
と
も
ま
た
充
分
に
推
測
で
き
よ
う
。
こ

れ
を
「
自
然
主
義
文
学
の
主
人
公
た
ち
に
対
置
す
る
心
理
的
な
機
制
が
作
用
し

て
い
た
」
と
し
、
即
ち
当
時
の
「
文
壇
に
は
㍉
作
者
の
主
情
性
を
強
く
盛
り
込

ん
だ
青
年
た
ち
の
都
会
生
活
で
の
精
神
的
彷
裡
-
自
然
主
義
を
さ
さ
え
た
地

方
出
身
者
の
や
み
く
も
な
〈
生
〉
の
ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
の
発
散
と
そ
の
反
動

と
し
て
沈
論
、
挫
折
、
あ
る
い
は
成
功
へ
の
希
求
と
ど
う
に
も
な
ら
な
い
現
実

の
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
悲
哀
感
と
絶
望
感
f
が
氾
濫
し
て
い
た
」
、
そ
れ
へ
の

ア
ン
チ
と
見
る
指
摘
（
石
崎
等
「
『
三
四
郎
』
の
方
法
」
 
「
跡
見
学
園
短
期
大

学
紀
要
」
第
1
2
号
、
昭
5
1
・
3
）
も
ま
た
頷
け
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

 
『
三
四
郎
』
一
篇
の
微
妙
な
魅
力
は
、
こ
の
三
四
郎
を
視
点
人
物
と
し
て
す

べ
て
を
そ
こ
か
ら
描
き
つ
つ
、
同
時
に
こ
の
人
物
を
見
お
ろ
す
い
ま
ひ
と
つ
の

眼
を
そ
こ
に
重
ね
る
、
こ
の
二
重
の
眼
の
操
作
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

そ
れ
は
評
家
の
い
う
ご
と
く
「
拘
束
的
視
点
と
全
能
的
視
点
の
二
重
性
」
 
（
三

好
行
雄
）
と
も
言
え
る
が
、
こ
の
後
者
に
か
か
わ
る
「
漱
石
の
肉
声
」
は
、
や

が
て
『
門
』
の
作
中
に
も
深
く
ひ
び
き
、
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
-

そ
れ
は
凡
常
な
る
人
生
・
（
あ
る
い
は
青
春
）
を
描
き
つ
つ
、
そ
の
凡
庸
さ
を
安

易
に
裁
断
し
、
予
断
し
さ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
哀
歓
の
重
さ
を
あ
る
が
ま
ま
に

受
け
と
め
、
三
三
す
る
作
家
の
眼
の
所
在
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
凡
庸
な
人
生

の
底
に
ひ
ら
く
深
渕
を
、
語
ヶ
手
は
時
に
ふ
と
か
い
ま
見
せ
て
ゆ
く
の
だ
が
、

彼
等
は
瞬
時
に
し
て
そ
こ
に
と
ど
ま
り
つ
つ
、
ま
た
日
常
の
流
れ
へ
と
押
し
返

さ
り
れ
て
ゆ
く
。
、

 
こ
の
「
三
四
郎
』
と
『
坊
つ
ち
や
ん
」
を
目
し
て
、
と
も
に
二
十
三
歳
の
青

年
が
「
こ
の
年
ま
で
食
い
育
っ
た
故
郷
の
地
の
生
活
論
理
と
生
活
感
情
を
身
に

ま
と
っ
て
、
異
質
の
生
活
論
理
、
生
活
感
情
の
、
真
只
中
に
生
き
よ
う
と
」

し
、
「
異
質
な
文
化
の
『
対
立
軋
礫
』
を
作
品
構
造
の
基
礎
に
置
い
て
い
る
」

と
い
う
評
家
の
論
（
佐
々
木
充
）
も
頷
く
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。
坊
っ
ち
ゃ
ん

も
そ
う
だ
が
、
そ
こ
に
は
終
始
「
〈
驚
く
V
三
四
郎
」
 
（
同
）
が
い
る
。
た
だ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
ら

「
受
動
的
に
〈
驚
い
て
〉
い
る
」
三
四
郎
も
や
が
て
美
禰
子
に
深
く
囚
わ
れ
、

直
進
せ
ん
と
す
る
が
、
そ
の
破
局
も
ま
た
早
い
。
美
禰
子
は
突
然
に
身
を
翻

し
、
そ
の
く
謎
V
を
大
き
く
遺
し
た
ま
ま
彼
の
前
か
ら
去
る
。
言
わ
ば
こ
こ
で

も
三
四
郎
の
驚
き
は
く
女
の
謎
〉
を
映
す
鏡
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で

ば
な
い
。
漱
石
の
試
み
ん
と
し
た
方
法
は
、
自
身
い
う
ご
と
く
「
事
相
そ
の
も

一
の
に
執
着
」
し
つ
つ
「
層
々
累
々
」
と
続
く
「
低
徊
趣
味
」
と
、
小
説
あ
る
い

は
ロ
マ
ン
本
来
の
「
推
移
趣
味
」
の
「
一
致
し
た
も
の
」
 
（
文
学
雑
話
）
で
あ

っ
た
が
、
「
三
四
郎
』
は
む
し
ろ
「
低
徊
趣
味
」
に
多
く
傾
い
た
も
の
で
あ
っ
．

た
こ
と
は
先
に
も
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
後
に
「
推
移
趣
味
」
の
勝
っ
た

 
「
そ
れ
か
ら
」
の
書
か
れ
る
ゆ
え
ん
だ
が
、
こ
の
低
徊
的
手
法
と
日
露
戦
後
の

時
代
を
映
す
文
明
批
評
と
、
こ
の
両
者
が
交
叉
す
る
と
こ
ろ
に
三
四
郎
像
の
意

味
は
あ
る
。
作
者
が
あ
え
て
「
低
徊
家
」
と
呼
び
、
そ
の
低
徊
ぶ
り
を
な
ぞ
っ
．

て
ゆ
く
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。
こ
の
青
春
の
血
の
ま
ま
に
赴
く
「
低
徊
家
」
三
四

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
ス
ト
レ
イ
ン
 
ブ

郎
に
覚
醒
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
終
末
に
彼
の
眩
く
「
迷
羊
」
以
外
の

も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
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『
三
四
郎
』
1
そ
の
主
題
と
方
法
 
一
そ
の
人
物
像
を
申
心
と
し
て
・
諸
家
の
論
に
ふ
れ
つ
つ
一

㌧



'

四

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
ト
レ
イ
ン
 
ブ

 
三
四
郎
が
終
末
部
に
咳
く
「
迷
羊
」
の
一
語
は
、
美
禰
子
の
眩
く
詩
篇
の
詞

句
を
受
け
つ
つ
、
こ
の
作
品
の
主
想
、
あ
る
い
は
主
調
低
音
と
も
い
う
べ
き
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
ト
レ
イ
ン
 
ブ

の
の
所
在
を
明
ら
か
に
示
す
。
た
だ
こ
の
「
迷
羊
＋
の
一
語
が
何
を
直
指
す
る

か
は
論
の
別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
多
分
、
小
説
は
三
四
郎
が
自
身
を
『
迷

羊
」
 
（
ス
ト
レ
イ
シ
ー
ブ
）
と
し
虚
妄
と
彷
裡
を
必
然
と
理
解
し
た
と
こ
ろ
で

閉
じ
て
い
る
の
で
あ
る
」
 
（
越
智
治
雄
）
と
い
う
指
摘
に
対
し
て
は
、
 
「
森
の

女
」
と
い
う
題
名
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
「
こ
の
迷
え
る
羊

の
認
識
は
ま
っ
す
ぐ
に
美
禰
子
へ
の
批
評
だ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
四
郎
は
美
禰
子
を
批
評
で
き
る
地
点
に
は
じ
め
て
た
た
ず
む
。
こ
の
急
激
な

変
貌
に
、
三
四
郎
の
青
春
が
演
じ
た
最
大
の
波
瀾
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
 
（
三

好
行
雄
）
と
い
う
論
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
ζ
の
両
者
を
と
も
に
含
む
と
い
う
解

釈
、
ま
た
こ
れ
を
押
し
ひ
ろ
げ
て
「
登
場
人
物
全
員
」
が
根
源
的
に
そ
れ
だ
と

す
る
論
（
高
木
文
雄
コ
ニ
四
郎
」
．
「
国
文
学
」
昭
4
4
・
4
）
も
見
ら
れ
る
。
し

か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
論
を
通
濡
す
る
も
の
は
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

即
ち
三
四
郎
に
み
ず
か
ら
を
「
迷
羊
」
と
観
ず
る
覚
醒
が
な
け
れ
ば
美
禰
子
を

そ
れ
と
見
る
批
評
も
，
生
ま
れ
え
ず
、
ま
た
作
者
漱
石
の
含
意
に
時
代
の
く
迷

羊
V
性
を
調
す
る
批
判
の
眼
の
あ
る
こ
と
も
否
め
ま
い
。

 
「
こ
う
し
て
、
主
人
公
の
末
尾
の
独
白
は
、
明
ら
か
に
美
禰
子
の
こ
と
と
同

時
に
、
自
己
自
身
を
さ
す
こ
と
ば
だ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
あ

く
ま
で
も
一
デ
に
し
て
一
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
 
（
重
松
泰
雄
『
夏
目
漱
石
集
」
皿

補
注
、
 
『
日
本
近
代
文
学
大
系
」
2
6
）
と
い
う
評
者
の
指
摘
は
頷
く
べ
く
、
彼

は
い
ま
「
初
め
て
真
に
美
禰
子
を
愛
し
、
理
解
し
う
る
地
点
に
立
っ
た
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
」
 
（
同
）
。
作
者
は
す
で
に
小
川
の
ほ
と
り
で
美
禰
子
に
意
味

 
 
 
 
 
ス
ト
レ
イ
ン
 
プ

深
く
三
た
び
「
迷
羊
」
と
眩
か
せ
る
が
（
五
）
、
．
三
四
郎
が
そ
れ
を
知
る
の
は

絵
は
が
き
を
貰
っ
た
時
で
あ
り
．
（
六
）
、
そ
れ
も
「
迷
へ
る
子
」
の
ひ
と
つ
に

数
え
ら
れ
た
こ
と
の
満
足
に
す
ぎ
な
い
。
や
が
て
別
れ
の
場
面
で
「
迷
へ
る
子

 
 
 
 
ス
ト
レ
イ
ン
 
ブ

」
な
ら
ぬ
「
迷
羊
」
の
語
が
二
た
び
三
た
び
繰
り
返
さ
れ
る
時
、
空
に
日
は
高

く
、
雲
が
羊
に
似
て
い
る
と
い
う
叙
述
の
拝
・
情
を
超
え
て
、
字
義
の
本
体
に
迫

る
。
・
か
ぐ
し
て
終
末
に
に
が
く
眩
く
『
迷
羊
」
の
一
句
に
至
っ
て
、
す
で
に
即
自

な
ら
ぬ
対
自
の
そ
れ
と
し
て
三
四
郎
の
覚
醒
は
語
り
手
の
、
さ
ら
に
は
作
者
の

認
識
に
近
づ
く
。
こ
の
叙
述
の
変
化
に
つ
い
て
は
角
田
旅
人
の
論
（
前
掲
）
に

す
ぐ
れ
た
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
語
が
マ
タ
イ
伝
十
八
章
十
二
節
以
下
の
み

な
ら
ず
、
旧
約
イ
ザ
ヤ
書
五
十
三
章
六
節
に
い
う
、
「
わ
れ
ら
は
み
な
羊
の
ご

と
く
迷
い
て
お
の
く
己
が
道
に
む
か
ひ
ゆ
け
り
」
の
語
を
ふ
ま
え
て
い
る
で

あ
ろ
う
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
 
（
釘
宮
久
男
、
前
掲
論

 
 
 
 
 
 
ス
ト
レ
イ
ン
 
プ

文
）
。
か
く
し
て
「
迷
羊
」
の
語
は
こ
の
作
品
の
示
す
五
情
と
、
よ
り
実
存
に

か
か
わ
る
合
意
の
両
者
を
見
事
に
統
合
さ
せ
た
イ
メ
ー
ジ
、
即
ち
点
晴
の
一
語

と
し
て
あ
ざ
や
か
に
生
き
る
。
同
時
に
ご
の
一
語
が
作
中
繰
り
返
さ
れ
る
空
・

雲
・
風
の
イ
メ
ー
ジ
と
無
縁
で
な
い
こ
と
は
付
言
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
つ

 
「
三
四
郎
が
凝
と
し
て
池
の
面
を
見
詰
め
て
み
る
と
、
大
き
な
木
が
、
幾
本

と
な
く
水
の
底
に
映
っ
て
、
其
者
底
に
青
い
空
が
見
え
る
。
三
四
郎
は
此
時
電
．

車
よ
り
も
、
東
京
よ
り
も
、
日
本
よ
り
も
、
遠
く
且
つ
遙
な
心
持
が
し
た
。
然

し
し
ば
ら
く
す
る
と
、
其
心
持
の
う
ち
に
薄
雲
の
愚
な
淋
し
さ
が
一
面
に
広
が

っ
て
来
た
。
さ
う
し
て
、
野
々
宮
の
穴
倉
に
這
入
っ
て
、
た
っ
た
一
人
で
坐
っ

て
居
る
か
と
思
は
れ
る
程
な
寂
箕
を
覚
え
た
」
 
（
二
）
。
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ

る
部
分
だ
が
、
・
『
三
四
郎
」
の
基
調
を
な
す
一
節
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
続
い
て
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「
夕
日
に
向
い
て
立
つ
」
女
（
美
禰
子
）
の
姿
が
あ
ら
わ
れ
る
。
さ
ら
に
女
の

去
っ
た
あ
と
「
仰
向
い
て
大
き
な
空
」
を
見
上
げ
な
が
ら
「
白
い
薄
雲
」
を
指

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
っ

し
て
、
そ
れ
が
「
雪
の
粉
」
で
あ
り
、
 
「
些
と
も
動
い
て
居
な
い
」
よ
う
で
、

「
あ
れ
で
地
上
に
起
る
鵬
風
以
上
の
速
力
で
動
い
て
み
る
ん
」
だ
と
い
ヶ
野
々

 
 
 
 
 
 
ア

宮
さ
ん
の
描
写
が
続
く
。
こ
の
三
者
三
様
の
あ
り
方
は
こ
の
作
の
主
題
と
か
ら

ん
で
、
極
め
て
象
徴
的
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
こ
の
作
品
を
「
お
㌧
つ
て
み
る

も
の
は
、
限
り
な
く
広
い
天
蓋
で
」
あ
り
、
時
に
「
深
い
紺
青
の
色
を
浮
か

べ
」
、
ま
た
時
に
「
無
窮
の
暗
黒
の
空
で
も
」
あ
り
、
作
申
の
人
々
は
「
お
の

が
じ
し
の
生
の
い
と
な
み
の
折
々
に
、
天
蓋
を
見
上
げ
て
お
の
が
じ
し
の
感
懐

に
ひ
た
る
」
'
（
内
田
道
雄
「
『
三
四
郎
』
論
一
美
禰
子
の
問
題
1
」
、
内
田
道

雄
・
久
保
田
芳
太
郎
編
『
作
品
論
夏
目
漱
石
」
）
。

 
さ
ら
に
ま
た
評
者
の
い
う
「
『
三
四
郎
」
の
『
空
』
の
表
象
は
『
無
限
と
か

永
遠
と
か
い
ふ
持
ち
合
せ
の
答
へ
」
で
限
定
す
る
こ
ど
が
で
き
な
い
何
も
の
か

で
」
あ
り
、
「
三
四
郎
は
そ
れ
を
感
ず
る
ζ
と
は
で
き
る
が
、
意
識
化
す
る
能

力
を
欠
い
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
、
ま
た
「
三
四
郎
の
頭
上
に
広
が
る
青
空
な

い
し
は
雲
の
表
象
は
作
中
で
十
数
回
に
わ
た
っ
て
執
拗
に
繰
返
さ
れ
」
「
三
四

郎
の
■
頭
上
に
広
が
る
空
と
美
禰
子
の
黒
い
眼
」
こ
そ
は
、
こ
の
作
品
世
界
を
「

構
成
す
る
二
つ
の
極
」
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
三
四
郎
の
三
つ
の
世
界
は
こ
の
二

つ
め
極
の
あ
わ
い
に
描
か
れ
た
幻
想
に
す
ぎ
な
い
」
 
（
前
田
愛
「
三
四
郎
論
・

明
治
四
十
年
代
の
青
年
像
」
 
「
国
文
学
」
昭
4
6
・
9
、
臨
増
）
と
い
う
指
摘
に

は
深
く
頷
く
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。
別
離
の
場
面
、
会
堂
に
立
つ
三
四
郎
を
包

ん
で
「
風
が
吹
く
」
。
「
空
に
美
禰
子
の
好
な
雲
が
出
た
」
。
「
か
つ
て
美
禰
子
と

一
所
に
秋
の
空
を
見
た
事
も
あ
っ
た
。
所
は
広
田
先
生
の
二
階
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
ふ
ち
 
 
 
 

田
端
の
小
川
の
縁
に
坐
っ
た
事
も
あ
っ
た
。
其
時
も
一
人
で
は
な
か
っ
た
。

ス
ト
レ
イ
ン
 
プ
ス
ト
レ
イ
シ
 
プ

迷
羊
。
迷
羊
。
雲
が
羊
の
形
を
し
て
み
る
」
。
こ
の
好
情
の
歌
は
や
が
て
終

末
、
三
四
郎
の
眩
く
一
句
に
収
引
す
る
が
、
好
情
と
文
明
批
判
を
か
さ
ね
て
、

近
代
を
め
ぐ
る
く
浮
雲
V
の
イ
メ
ー
ジ
が
作
者
の
視
程
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は

あ
る
ま
い
。
か
く
し
て
作
中
人
物
の
流
れ
ゆ
く
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
あ
っ
て
傍

系
な
が
ら
、
よ
し
子
と
い
う
人
物
の
持
つ
意
味
は
い
さ
さ
か
注
目
す
べ
き
も
の

が
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
五

 
よ
し
子
の
登
場
す
る
三
章
終
末
に
近
い
場
面
は
極
め
て
印
象
的
で
あ
る
。
語

り
手
は
そ
の
風
貌
を
か
な
り
精
細
に
書
き
込
ん
だ
上
で
、
「
三
四
郎
は
此
表
情

 
 
 
も
の
う

の
う
ち
に
獺
い
憂
諺
と
、
隠
さ
y
る
快
活
と
の
統
一
を
見
出
し
た
。
其
統
一
の

感
じ
は
三
四
郎
に
敢
っ
て
、
最
も
尊
き
人
生
の
一
片
で
あ
る
。
さ
う
し
て
一
大

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
ン
ド
ル
 
 
 
も

発
見
で
あ
る
」
と
い
う
。
 
「
三
四
郎
は
握
り
を
把
つ
た
儘
、
1
顔
を
戸
の
影

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
つ
か
ら

か
ら
半
分
部
屋
の
中
に
差
し
出
し
た
儘
、
此
刹
郡
の
感
に
自
己
を
放
下
し
去
っ

た
」
と
も
い
う
。
「
『
御
這
入
り
な
さ
い
」
／
女
は
三
四
郎
を
待
設
け
た
様
に
云

ふ
。
其
調
子
に
は
初
対
面
の
女
に
は
見
出
す
事
の
出
来
な
い
、
安
ら
か
な
音
色

が
あ
っ
た
。
純
粋
な
子
供
か
、
あ
ら
ゆ
る
男
児
に
接
し
つ
く
し
た
婦
人
で
な
け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
り
あ
ひ

れ
ば
、
か
う
は
出
ら
れ
な
い
。
馴
々
し
い
の
と
は
違
ふ
。
初
か
ら
旧
い
相
識
な

の
で
あ
る
。
同
時
に
女
は
肉
の
豊
か
で
な
い
頬
を
動
か
し
て
に
こ
り
と
笑
っ

た
。
蒼
白
い
う
ち
に
、
な
つ
か
し
い
三
味
が
出
来
た
。
三
四
郎
の
足
は
自
然
と

部
屋
の
内
へ
這
入
っ
た
。
其
時
青
年
の
頭
の
裡
に
は
遠
い
故
郷
に
あ
る
母
の
影

が
閃
め
い
た
。
」

 
こ
の
印
象
は
、
さ
ら
に
五
章
冒
頭
の
場
面
に
も
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
。
「
此

単
純
な
少
女
は
唯
自
分
の
思
ふ
通
り
を
三
四
郎
に
云
ふ
が
、
，
三
四
郎
か
ら
は
毫

『
三
四
郎
」
一
そ
の
主
題
と
方
法
 
1
そ
の
人
物
像
を
中
心
と
し
て
・
諸
家
の
論
に
ふ
れ
つ
つ
一
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も
返
事
を
求
め
て
み
な
い
様
に
思
は
れ
る
。
三
四
郎
は
無
邪
気
な
る
女
王
の
前

に
出
た
心
持
が
し
た
。
命
を
聴
く
丈
で
あ
る
。
御
世
辞
を
使
ふ
必
要
が
な
い
。

一
言
で
も
先
方
の
意
を
迎
へ
る
様
な
事
を
い
へ
ば
、
急
に
卑
し
く
な
る
。
唖
の

奴
隷
の
如
く
、
さ
き
の
云
ふ
が
儘
に
振
舞
て
る
れ
ば
愉
快
で
あ
る
。
三
四
郎
は

小
皆
の
様
な
よ
し
子
か
ら
小
供
扱
ひ
に
さ
れ
な
が
ら
、
少
し
も
わ
が
自
尊
心
を

傷
つ
け
た
と
は
感
じ
得
な
か
っ
た
。
」

 
こ
の
美
禰
子
と
は
全
く
対
照
的
に
描
か
れ
た
女
性
の
印
象
は
、
読
者
に
即
座

に
『
明
暗
』
の
お
延
に
対
す
る
清
子
の
存
在
、
ま
た
そ
の
前
に
あ
る
津
田
の
あ

り
よ
う
、
あ
の
未
完
の
終
末
の
場
面
を
想
起
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
コ
ま
た
『
虞
美

人
草
』
の
藤
尾
に
対
す
る
糸
子
に
見
立
て
る
評
家
の
指
摘
（
滝
沢
克
巳
『
夏
目

漱
石
』
）
も
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
『
行
人
」
の
お
貞
さ
ん
、
『
彼
岸
群
論
」

の
千
代
子
に
対
す
る
小
間
使
い
の
作
と
い
う
ふ
う
に
そ
の
類
縁
を
辿
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
し
か
し
美
禰
子
が
藤
尾
な
ら
ぬ
ご
と
く
、
よ
し
子
も
ま
た
単
な
る

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

類
型
で
は
な
い
。
「
獺
い
憂
欝
と
、
隠
さ
ゴ
る
快
活
と
の
統
一
」
と
い
う
語
に

注
目
せ
ぎ
る
を
え
ま
い
。
恐
ら
く
美
禰
子
と
と
も
に
よ
し
子
も
ま
た
時
代
の
子

で
あ
る
。
す
で
に
「
統
一
」
が
「
「
動
揺
」
の
対
語
」
で
あ
り
、
「
故
郷
と
母

か
ら
離
湘
る
こ
と
乏
、
・
三
四
郎
の
『
不
安
漏
と
は
」
．
．
「
表
裏
の
関
係
に
あ
っ

た
」
「
（
越
智
治
雄
）
と
す
れ
ば
、
よ
し
子
の
存
在
の
意
味
は
ま
こ
と
に
重
い
。
・

し
か
も
与
次
郎
の
勧
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
美
禰
子
へ
の
求
愛
を
決
意
」
す
る

時
、
「
よ
し
子
は
三
四
郎
に
と
っ
て
愛
の
対
象
と
し
て
意
識
借
れ
る
女
性
で
は

な
」
い
（
同
）
。

 
か
く
し
て
「
わ
ず
か
に
三
四
郎
の
た
め
に
さ
さ
や
か
な
慰
籍
を
用
意
し
、
ま

た
、
美
禰
子
の
い
わ
ば
あ
わ
せ
鏡
と
し
て
、
母
性
に
通
じ
る
ふ
く
よ
か
な
性
格

で
彼
女
を
逆
照
射
す
る
」
「
副
次
的
な
存
在
」
、
し
か
も
終
末
、
展
覧
会
場
の

場
面
に
、
・
よ
し
子
の
み
姿
を
見
せ
ぬ
こ
と
に
も
う
か
が
わ
れ
る
ほ
ど
「
影
の
薄

い
存
在
」
で
あ
り
、
「
そ
う
し
た
無
意
味
な
人
物
を
ふ
く
む
人
間
関
係
の
バ
ラ

ン
ス
が
最
後
ま
で
崩
れ
な
い
と
こ
ろ
に
も
、
登
場
人
物
の
偲
偲
性
が
し
め
さ

れ
、
愛
の
構
図
に
お
け
る
緊
張
の
欠
如
が
し
め
さ
れ
る
」
 
（
三
好
行
雄
）
と
い

の
評
家
の
指
摘
は
当
然
と
も
み
え
る
が
、
・
た
だ
こ
れ
を
「
人
物
の
偲
偲
性
」
と

言
い
う
る
か
ど
う
か
、
む
し
ろ
逆
で
は
な
い
の
か
。
む
し
ろ
「
偲
偲
」
た
り
え

ぬ
と
こ
ろ
に
『
三
四
郎
』
に
お
け
る
方
法
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

た
と
え
ば
冒
頭
の
「
最
も
尊
き
人
生
の
一
片
」
 
「
一
大
発
見
」
 
「
賢
聖
郡
の

感
に
自
己
を
放
下
し
去
っ
た
」
な
ど
の
語
は
、
初
期
の
発
想
、
を
引
き
ず
り
な
が

ら
重
い
。
こ
う
し
て
三
章
、
五
章
の
描
写
に
力
が
こ
も
る
だ
け
に
そ
の
後
の
展

開
に
龍
頭
蛇
尾
の
感
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
こ
そ
『
虞
美
人
草
』
を
抜
き
出
た
方

法
、
「
あ
と
は
人
間
が
勝
手
に
泳
い
で
」
云
々
と
い
う
新
た
な
踏
み
出
し
の
意

味
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
龍
頭
に
し
て
蛇
尾
た
り
え
た
と
こ
ろ
に
、
言
わ
ば

よ
し
子
像
を
肯
定
的
、
救
済
的
存
在
と
し
て
充
分
に
展
開
し
き
れ
な
か
、
つ
た
と

こ
ち
に
、
逆
に
「
三
四
郎
』
に
託
し
た
方
法
の
意
味
は
見
え
て
来
よ
う
。
『
明

暗
』
と
は
第
二
の
『
虞
美
人
草
』
な
ら
ぬ
、
第
二
の
「
三
四
郎
」
で
あ
っ
た
か

も
知
れ
ぬ
と
は
、
ふ
と
思
い
あ
た
る
筆
者
の
感
慨
で
も
あ
る
。
さ
て
、
と
の
よ

し
子
の
あ
り
よ
う
に
対
し
て
与
次
郎
は
ど
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゴ
 
こ
し

 
「
考
へ
る
と
、
上
京
以
来
自
分
の
運
命
は
大
概
与
次
郎
の
為
に
製
ら
へ
ら
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
い
た
づ
ら

て
み
る
。
」
「
向
後
も
此
愛
す
べ
き
悪
戯
も
の
㌧
為
に
、
自
分
の
運
命
を
握
ら
れ

て
み
さ
う
に
思
ふ
」
 
（
九
）
と
は
三
四
郎
の
ひ
そ
か
に
抱
く
感
慨
だ
が
」
た
し

か
に
与
次
郎
は
こ
の
作
品
を
つ
ら
ぬ
く
狂
言
廻
し
の
役
割
を
果
た
し
、
三
四
郎

と
は
対
照
的
な
愛
す
べ
き
軽
薄
さ
や
行
動
性
は
、
広
田
や
三
四
郎
と
の
や
り
と

り
を
含
め
て
作
品
の
軽
妙
な
彩
り
と
な
る
。
ま
た
時
に
彼
な
り
の
洞
察
を
示
し
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て
事
態
の
側
面
を
読
者
に
告
げ
る
か
と
思
え
ば
、
広
田
へ
の
並
な
ら
ぬ
傾
倒
ぶ

り
は
読
者
の
温
い
微
笑
を
誘
う
。
美
禰
子
に
ふ
れ
て
「
君
、
あ
の
女
を
愛
し
て

み
る
ん
だ
ろ
う
」
と
言
い
、
金
は
「
何
時
迄
も
借
り
て
置
い
て
や
れ
」
と
い

う
。
 
「
あ
の
女
は
君
に
惚
れ
て
み
る
の
か
」
と
聞
き
、
「
君
、
あ
の
女
の
夫
に

．
な
れ
る
か
」
と
い
う
。
「
野
々
宮
さ
ん
な
ら
な
れ
る
」
と
言
い
、
「
君
、
い
っ

そ
、
よ
し
子
さ
ん
を
貰
は
な
い
か
」
 
（
九
）
と
も
提
言
す
る
。
こ
の
与
次
郎
が

そ
の
内
面
を
開
示
し
、
読
者
に
最
も
身
近
に
ふ
れ
て
来
る
の
は
夜
空
を
見
上
げ

 
 
 
 

て
の
彼
の
嘆
息
、
あ
の
集
会
所
へ
の
途
上
の
場
面
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ど

 
 
「
君
、
か
う
云
ふ
空
を
見
て
何
ん
な
感
じ
を
起
す
」
と
「
与
次
郎
に
似
合
は

ぬ
事
を
云
」
う
。
 
「
詰
ら
ん
な
あ
我
々
は
。
あ
し
た
か
ら
、
斯
ん
な
運
動
を
す

 
 
 
 
 
や

る
の
は
も
う
己
め
に
し
や
う
か
知
ら
。
偉
大
な
る
暗
闇
を
書
い
て
も
何
の
役
に

も
立
ち
さ
う
に
も
な
い
。
」
「
此
面
を
見
る
と
、
さ
う
云
ふ
考
へ
に
な
る
。
1

君
、
女
に
惚
れ
た
事
が
あ
る
か
。
」
「
三
四
郎
は
即
答
が
出
来
な
か
っ
た
。
／
『

女
は
恐
ろ
し
い
も
の
だ
よ
」
と
与
次
郎
が
云
っ
た
。
『
恐
ろ
し
い
も
の
だ
、
僕

も
知
つ
・
て
る
る
』
と
三
四
郎
も
云
っ
た
。
す
る
と
与
次
郎
が
笑
ひ
出
し
た
。
静

か
な
夜
の
中
で
大
変
高
く
聞
え
る
。
／
『
知
り
も
し
な
い
癖
に
、
知
り
も
し
な

い
癖
に
」
三
四
郎
は
撫
然
と
し
て
み
た
」
 
（
六
）
。
与
次
郎
の
見
上
げ
る
夜
空

の
闇
は
、
三
四
郎
の
水
底
に
見
る
青
い
空
の
寂
真
に
つ
な
が
り
、
一
瞬
こ
の
二

人
の
若
者
を
み
つ
め
る
語
り
手
の
眼
は
傭
瞼
の
眼
差
を
示
し
、
て
や
さ
し
く
包

む
。
与
次
郎
の
広
田
先
生
へ
の
傾
倒
あ
る
い
は
献
身
と
、
広
田
先
生
の
困
っ
た

奴
だ
が
い
い
奴
だ
と
い
う
一
種
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
愛
撫
の
眼
と
、
そ
こ
に
一
種

エ
ロ
ス
的
な
感
触
き
え
感
じ
と
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
屈
折
し

た
語
り
手
な
ら
ぬ
作
者
の
自
愛
と
自
己
慰
籍
の
微
妙
な
希
求
を
読
み
と
る
こ
と

も
あ
な
が
ち
付
会
の
語
と
は
言
い
え
ま
い
。
か
く
し
て
作
者
の
最
も
重
い
分
身

と
も
い
う
べ
き
広
田
と
い
う
人
物
の
意
味
が
問
わ
れ
て
来
よ
う
。

 
『
三
四
郎
』
に
あ
っ
て
、
美
禰
子
と
と
も
に
広
田
の
存
在
の
意
味
も
ま
た
重

い
。
こ
れ
を
「
広
田
側
か
ら
い
え
ば
『
教
訓
小
説
」
、
美
禰
子
に
焦
点
を
合
せ

れ
ば
『
誘
惑
小
説
』
」
と
見
、
「
広
田
と
美
禰
子
が
対
極
に
配
置
さ
れ
た
」
 
「

構
造
」
を
読
み
と
る
評
家
の
論
（
秋
山
公
男
）
も
故
な
き
も
の
で
は
あ
る
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ぶ
な

い
。
車
中
、
三
四
郎
と
の
最
初
の
出
会
い
に
「
危
険
い
、
気
を
付
け
な
い
と

あ
ぶ
な

危
険
い
」
 
「
囚
は
れ
ち
や
駄
目
だ
」
 
（
二
）
と
い
う
広
田
の
警
告
は
、
鋭
い
「

日
本
認
識
で
あ
る
と
同
時
に
人
間
存
在
、
『
女
』
に
ま
で
及
」
び
、
そ
の
「
出

生
の
秘
密
の
物
語
な
ど
は
母
親
を
通
じ
て
の
『
女
の
謎
』
に
工
業
」
か
か
わ
っ

て
い
る
。
 
「
存
在
と
し
て
の
『
女
の
謎
』
ど
『
文
明
」
と
を
」
 
「
重
ね
あ
わ
せ

て
把
握
」
 
（
平
岡
敏
夫
）
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
作
者
漱
石
の
意
図
を
見
る
と

す
れ
ば
、
広
田
も
ま
た
ま
さ
に
そ
の
結
節
点
に
位
置
す
る
も
の
と
も
い
え
よ

う
。
し
か
も
「
傍
観
者
と
し
て
の
」
彼
は
つ
い
に
「
三
四
郎
を
外
部
的
現
実
に

向
か
っ
て
つ
き
動
か
し
、
行
動
馬
発
展
さ
せ
る
力
」
 
（
同
）
で
は
あ
り
え
な

い
。
そ
の
「
批
評
に
は
確
か
に
漱
石
の
肉
声
に
通
う
も
の
が
多
い
」
が
、
同
時

 
 
 
 
ア
ナ
イ
ロ
ニ
ズ
ム
 
 
 
う

に
そ
れ
を
「
時
代
錯
誤
」
匙
す
る
若
い
世
代
「
与
次
郎
の
目
に
よ
っ
て
常
に
相

対
化
さ
れ
て
お
り
、
絶
対
視
さ
る
べ
き
存
在
と
し
て
け
っ
し
て
描
か
れ
て
は
い

な
い
」
 
（
越
智
治
雄
）
。

 
か
く
し
て
「
漱
石
は
自
己
の
眼
を
広
田
に
托
し
え
」
ず
、
「
彼
が
「
三
四
郎
の

い
う
批
評
家
、
与
次
郎
の
い
う
偉
大
な
る
暗
闇
に
終
始
す
る
か
ぎ
り
、
か
れ
も

ま
た
市
に
生
き
る
も
の
で
は
な
」
く
、
「
広
田
先
生
と
、
学
者
で
あ
る
こ
と
を

放
棄
し
た
作
家
漱
石
と
の
異
質
は
、
ほ
と
ん
ど
決
定
的
で
あ
る
」
 
（
三
好
行

雄
）
と
す
る
評
家
の
指
摘
は
頷
く
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
作
者
の
方

法
が
そ
う
で
あ
っ
た
ご
と
く
、
我
々
も
ま
た
こ
れ
を
相
対
化
し
て
読
み
き
っ
て

「
三
四
郎
』
一
そ
の
主
題
と
方
法
 
1
そ
の
人
物
像
を
中
心
と
し
て
．
・
諸
家
の
論
に
ふ
れ
つ
つ
一
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み
る
必
要
が
あ
る
。
と
同
時
に
広
田
が
果
た
し
て
漱
石
と
は
「
異
質
」
の
分
身

で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
い
は
残
る
。
ま
さ
に
彼
は
「
批
評
家
」
「
で
あ
り
、
「
市

に
生
き
」
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
胸
中
に
ひ
そ
む
く
断
念
V
の
気
配

は
読
み
と
っ
て
み
ね
ば
な
る
ま
い
。
彼
は
ま
さ
に
「
青
年
の
隊
伍
」
の
中
に
あ

 
 
 
 
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム

っ
て
は
「
時
代
錯
誤
」
 
（
十
一
）
で
あ
り
、
そ
の
い
さ
さ
か
滑
稽
な
あ
り
よ
う

そ
の
も
の
に
お
い
て
作
中
人
物
と
微
妙
な
均
衡
を
と
り
つ
つ
、
作
者
内
奥
の
悲

哀
を
ひ
そ
か
に
に
じ
ま
せ
る
。
 
「
演
芸
場
」
の
会
場
の
入
口
で
、
三
四
郎
の
誘

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
い
や
這
入
ら
な
い
」
と
言
っ
て
「
暗
い
方
へ
向
い
て

行
」
く
（
十
二
）
広
田
の
姿
は
印
象
深
い
。
こ
れ
を
ひ
と
り
広
田
を
除
外
し
た

 
「
若
い
男
女
」
の
世
界
こ
そ
こ
の
作
品
の
「
土
俵
」
で
あ
る
こ
と
の
し
る
し
ど

見
る
解
釈
（
角
田
旅
人
）
も
分
ら
ぬ
で
は
な
い
が
、
む
し
ろ
こ
の
「
近
代
劇
運

動
の
曙
を
告
げ
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
劇
の
上
演
か
ら
目
を
背
け
て
、
ひ
と
り
『
暗
い

方
へ
』
立
ち
去
っ
て
行
く
広
田
先
生
に
か
え
っ
て
深
く
内
在
す
る
ハ
ム
レ
ッ
ト

的
苦
悩
の
照
射
」
を
見
る
と
い
う
評
者
の
指
摘
（
内
田
道
雄
）
は
見
逃
せ
ま

い
。

 
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
広
田
の
語
る
夢
の
話
と
こ
れ
に
続
く
不
義

な
る
母
の
物
語
（
十
一
）
は
、
彼
の
（
同
時
に
作
者
の
）
胸
中
に
ひ
そ
む
女
性

へ
の
憧
憬
と
畏
怖
の
情
を
重
ね
映
し
て
あ
ざ
や
か
で
あ
る
。
こ
の
夢
の
少
女
の

物
語
が
「
森
の
女
」
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
読
み
と
れ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ

．
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
（
三
好
行
雄
）
、
同
時
に
こ
の
夢
の
少
女
と
母
を
つ
な
ぐ
挿

話
の
中
に
、
「
森
の
女
」
自
体
が
包
み
込
ま
れ
る
こ
と
も
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

改
め
て
広
田
と
い
う
人
物
の
存
在
は
重
い
と
言
お
う
。
そ
れ
は
作
者
の
す
べ
て
「

を
相
対
化
す
る
眼
に
よ
っ
て
い
さ
さ
か
の
調
意
と
批
判
を
受
け
な
が
ら
も
、
な

お
あ
ざ
や
か
な
ひ
と
つ
の
時
代
の
影
、
ま
た
作
者
内
奥
の
影
と
し
て
生
き
つ
づ
「

け
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
恐
ら
く
こ
の
広
田
の
〈
断
念
〉
の
背
後
に
ひ
そ
む

ド
ラ
マ
を
見
る
と
こ
ろ
が
ら
、
こ
の
物
語
は
ま
た
新
た
な
相
貌
を
と
っ
て
来
る

か
と
も
思
え
る
が
、
こ
れ
は
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
て
、
諸
人
物
へ
の
い
さ
さ

が
の
考
察
と
ス
ケ
ッ
チ
を
試
み
た
こ
の
小
論
も
、
こ
の
あ
た
り
で
ひ
と
ま
ず
筆

．
を
欄
き
た
い
と
思
う
。

'

'
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