
野
上
彌
生
子
『
明
暗
』
の
行
方

漱
石
の
批
評
を
軸
に

佐
々
木
　
亜
紀
子

は
じ
め
に

　
野
上
彌
生
子
は
明
治
四
十
年
に
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
が
、
そ
の
前
に
習
作
『
明
暗
』
が
あ
り
、
夏
目
漱
石
に
批
評
を
乞
う
た
こ
と
は
、

彌
生
子
の
生
前
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
彌
生
子
の
死
後
三
年
を
経
た
昭
和
六
十
三
年
一
月
に
そ
の
原
稿
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
、
彌

生
子
の
長
い
文
学
的
営
為
に
お
け
る
出
発
点
の
内
実
は
闇
に
包
ま
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
彌
生
子
自
身
が
「
私
の
初
め
て
の
作
品
は
、

（
中
略
）
「
縁
」
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
そ
れ
は
本
統
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
の
ま
へ
に
短
篇
を
一
つ
書
い
た
か
ら
で
す
。
「
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

暗
」
と
い
ふ
題
で
、
（
中
略
）
こ
の
は
う
は
落
第
で
し
た
」
と
語
っ
た
よ
う
に
、
『
明
暗
』
こ
そ
が
彌
生
子
の
「
初
め
て
の
作
品
」
な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
彌
生
子
の
文
学
的
出
立
を
『
明
暗
』
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
期
作
品
を
読
み
直
す
可
能
性
を
探
り
た
い
。
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一、

ﾄ
目
激
石
の
批
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彌
生
子
の
・
明
暗
』
に
つ
い
て
、
明
治
四
＋
年
一
月
＋
吉
付
け
で
夏
目
漱
石
は
心
の
・
も
・
た
長
い
手
紙
を
圭
日
い
て
い
る
。
殊
に
そ
の
手

紙
の
・
明
暗
の
著
作
者
も
し
文
学
者
た
ら
ん
と
欲
せ
ば
漫
扶
…
と
し
て
年
を
と
る
べ
か
ら
ず
文
学
者
と
し
て
年
を
と
る
べ
し
・
と
い
う
。
と
ば
は
、

彌
生
子
に
と
っ
三
生
涯
の
お
守
り
と
三
た
貴
重
な
腸
り
．
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
・
た
。
だ
が
・
れ
は
単
に
啓
発
を
つ
な
が
す
た
め
の

こ
と
ば
で
は
な
く
、
具
体
的
な
『
明
暗
』
評
と
し
て
語
ら
れ
た
こ
と
ば
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
前
の
段
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
明
憶
麿
合
傷
也
・
篇
中
の
人
物
と
同
じ
位
の
平
面
に
立
つ
人
の
作
物
な
り
。
自
か
ら
高
い
処
に
居
つ
て
上
か
ら
見
下
し
て
彼

我
を
か
志
分
け
た
様
な
作
物
に
あ
ら
ず
。
夫
故
に
同
年
輩
以
上
の
人
の
心
を
動
か
す
能
は
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
°
°
°

大
な
る
作
者
莫
る
眼
菖
皇
竃
あ
り
・
篇
完
会
は
赤
も
白
も
黒
も
悉
垂
を
指
す
が
如
表
眸
渓
汽
露
緩
償

ル
浩
を
号
怨
講
レ
聾
裂
え
な
り
。
才
の
足
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
識
の
足
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
。
思
索
綜
△
。
の
折
。
学
と
年
が

足
ら
ぬ
な
か
。
年
は
大
変
な
有
力
な
も
の
な
り
。
（
文
中
傍
「
。
」
は
引
用
文
に
よ
る
。
）
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漱
石
が
・
明
暗
は
若
き
人
の
作
物
」
だ
と
批
判
し
た
の
は
、
．
大
な
る
眼
と
高
き
立
脚
地
・
が
な
い
た
め
．
彼
我
を
か
き
分
け
た
様
な
作
物
」

に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
手
紙
の
三
日
後
に
『
読
売
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
『
写
主
文
』
で
、
漱
石
が
「
写
生
文
家

の
人
事
に
対
す
る
態
度
は
（
中
略
）
禿
が
小
供
を
視
え
態
度
で
あ
る
」
と
述
べ
た
こ
と
や
、
同
年
に
書
か
れ
た
「
写
生
文
（
。
ゴ
。
．
。
。
。
。
．

デ
ハ
ナ
イ
ガ
）
ハ
事
件
ノ
茎
゜
匡
号
ヲ
写
サ
ウ
ト
ス
ル
」
と
い
う
〈
写
生
文
〉
に
三
て
の
「
断
片
・
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
「
明

暗
の
作
者
は
人
世
の
あ
る
色
の
外
は
識
別
し
得
ざ
る
若
き
人
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
漱
石
が
別
の
部
分
で
．
明
暗
・
の
登
場
人
物
が
．
判
然
と

活
動
」
し
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
た
う
え
で
二
此
著
作
者
の
菖
が
㌘
証
拠
な
り
。
窒
昆
評
眼
琶
悉
え
証
拠
な
り
。
観
察



が
糸
の
如
く
細
き
証
拠
な
り
L
と
述
べ
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
「
篇
中
の
人
物
」
を
「
判
然
と
活
動
」
さ
せ
る
た
め
に
は
、
広
い
「
世
間
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
「
人
生
の
批
評
眼
」
と
「
観
察
」
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
『
明
暗
』
は
そ
れ
ら
が
不
足
し
た
「
思
索
綜
合
の
哲
学
と
年
が
足
ら
ぬ
」
「
若
き
人
」

の
「
作
物
」
だ
と
漱
石
は
述
べ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
文
学
者
と
し
て
年
を
と
る
べ
し
」
と
い
う
漱
石
の
こ
と
ば
は
、
文
学
に
携
わ
る
人

間
の
生
き
方
の
み
な
ら
ず
、
「
作
物
」
の
方
法
に
対
す
る
忠
言
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
方
法
と
は
、
「
大
人
」
の
「
大
な
る
眼
と
高
き

立
脚
地
」
か
ら
「
人
世
」
を
見
据
え
る
「
観
察
」
の
方
法
、
す
な
わ
ち
〈
写
生
文
〉
の
方
法
で
あ
っ
た
。
手
紙
に
は
ほ
か
に
も
「
人
間
其
も
の
・

心
機
の
隠
見
す
る
観
察
に
費
や
し
た
ら
ば
是
よ
り
も
数
十
等
面
白
き
も
の
が
出
来
る
べ
し
」
、
あ
る
い
は
「
非
人
情
の
も
の
を
か
く
力
量
は
充

分
あ
る
な
り
」
と
い
う
助
言
が
あ
る
。
彌
生
子
が
・
の
の
ち
⊥
ハ
年
ほ
ど
の
間
・
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
・
写
生
文
風
の
短
い
も
廷
を
発
表
し
て
い

く
の
は
、
こ
れ
ら
の
指
南
に
従
っ
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
漱
石
の
『
明
暗
』
評
が
、
彌
生
子
に
お
い
て
初
め
て
具
体
化
し
結
実
す
る
の
は
、
半
年
後
の
同
年
六
月
に
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
発
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

さ
れ
た
『
七
夕
さ
ま
』
で
あ
ろ
う
。
姉
の
実
ら
ぬ
恋
を
語
る
の
に
、
主
に
少
女
の
視
点
で
「
観
察
」
す
る
こ
と
で
、
「
非
人
情
」
の
立
場
を
巧

み
に
獲
得
し
て
い
る
。
ま
た
『
明
暗
』
は
「
伏
線
」
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
「
突
然
に
て
器
械
的
」
だ
と
漱
石
に
評
さ
れ
た
が
、
『
七

夕
さ
ま
』
は
姉
の
悲
恋
に
七
夕
の
雨
と
い
う
「
伏
線
」
を
用
意
す
る
な
ど
、
技
術
的
な
充
実
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
か
漱
石
も
野
上
豊
一
郎

　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
高
濱
虚
子
宛
書
簡
で
、
『
縁
』
よ
り
も
『
七
夕
さ
ま
』
を
よ
し
と
す
る
旨
を
書
い
て
い
る
。

　
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
留
意
す
べ
き
点
は
、
漱
石
が
『
縁
』
に
見
出
し
た
美
質
を
『
七
夕
さ
ま
』
が
保
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
七

夕
さ
ま
』
が
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲
載
さ
れ
る
と
、
漱
石
は
森
田
草
平
に
宛
て
て
、
「
七
夕
さ
ま
へ
感
服
し
て
呉
れ
た
の
は
う
れ
し
い
。
滝
田

樗
蔭
書
を
三
重
吉
に
寄
せ
て
曰
く
夏
目
先
生
が
あ
ん
な
も
の
を
ほ
め
る
に
至
つ
て
は
柳
か
先
生
の
審
美
眼
を
疑
は
ざ
る
を
得
ず
と
。
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
…
◆
◆
・
・
・
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
7
）

あ
れ
は
北
国
で
仙
台
鮪
ば
か
り
食
つ
て
ゐ
た
か
ら
そ
ん
な
事
を
い
ふ
の
だ
ら
う
と
思
ふ
」
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
滝
田
が
『
七
夕
さ
ま
』

の
良
さ
を
解
さ
な
い
の
は
「
仙
台
鮪
ば
か
り
食
つ
て
ゐ
た
か
ら
」
だ
と
い
っ
た
の
は
、
次
の
こ
と
ば
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
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「
縁
」
と
い
ふ
面
白
い
も
の
を
得
た
か
ら
「
ホ
ト
・
ギ
ス
」
へ
差
上
げ
ま
す
。
「
縁
」
は
ど
こ
か
ら
見
て
も
女
の
書
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
も
明
治
の
才
媛
が
未
だ
嘗
て
描
き
出
し
得
な
か
つ
た
嬉
し
い
情
趣
を
あ
ら
は
し
て
居
ま
す
。
（
中
略
）
今
の
小
説
ず
き
は
こ
ん
な
も
の

を
読
ん
で
つ
ま
ら
ん
と
い
ふ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
腹
汁
を
ぐ
ら
く
煮
て
、
そ
れ
を
飽
く
迄
食
つ
て
、
さ
う
し
て
夜
中
に
腹
が
痛
く
な
つ
て

煩
悶
し
な
け
れ
ば
物
足
ら
な
い
と
い
ふ
連
中
が
多
い
様
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
人
生
に
触
れ
た
心
持
ち
が
し
な
い
杯
と
云
つ
て
居
ま
す
。

こ
と
に
女
に
は
そ
ん
な
毒
に
あ
た
つ
て
嬉
し
が
る
連
中
が
多
い
と
思
ひ
ま
す
。
大
抵
の
女
は
信
州
の
山
の
奥
で
育
つ
た
田
舎
者
で
す
。
鮪
を

食
っ
で
ピ
レ
い
ピ
来
で
、
顔
が
ボ
ー
と
し
な
け
れ
ば
魚
ら
し
く
思
は
な
い
様
で
す
な
。
こ
ん
な
中
に
「
縁
」
の
様
な
作
者
の
居
る
の
は
甚
だ

た
の
も
し
い
気
が
し
ま
す
。
こ
れ
を
た
の
も
し
が
つ
て
「
歓
迎
」
す
る
も
の
は
「
ホ
ト
・
ギ
ス
」
丈
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
（
明
治
四
十
二
．

二
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
十
ー
五
）

　
こ
れ
は
彌
生
子
が
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
巻
頭
を
飾
っ
て
、
『
縁
』
で
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
折
、
「
漱
石
氏
来
書
」
と
し
て
添
え
ら
れ

た
漱
石
の
推
薦
文
で
あ
る
。
漱
石
は
こ
こ
で
「
ど
こ
か
ら
見
て
も
女
の
書
い
た
も
の
で
あ
り
」
「
し
か
も
明
治
の
才
媛
が
未
だ
嘗
て
描
き
出
し

得
な
か
つ
た
嬉
し
い
情
趣
」
と
い
う
美
質
を
『
縁
』
に
見
出
し
つ
つ
、
「
今
の
小
説
ず
き
」
が
そ
の
価
値
を
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
椰
楡

的
に
語
っ
て
い
る
。
『
七
夕
さ
ま
』
は
確
か
に
「
鮪
を
食
つ
て
ビ
リ
・
と
来
」
る
も
の
を
期
待
す
る
滝
田
の
よ
う
な
「
今
の
小
説
好
き
」
に
は

認
め
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
漱
石
の
忠
実
な
教
え
子
と
し
て
、
彌
生
子
は
「
嬉
し
い
情
趣
」
に
溢
れ
た
『
七
夕
さ
ま
』

を
書
き
、
そ
し
て
し
ば
ら
く
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
こ
そ
「
歓
迎
」
さ
れ
る
も
の
を
書
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
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一一

A
『
明
暗
』
に
胚
胎
す
る
も
の

彌
生
子
は
漱
石
の
指
導
を
忠
実
に
仰
い
で
、
し
ば
ら
く
は
『
縁
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
続
く
「
写
生
文
風
の
短
い
も
の
」
を
主
に

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
発
表
し



て
い
た
。
し
か
し
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
や
が
て
彌
生
子
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
は
作
品
を
発
表
し
な
く
な
る
。
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
と
の

別
れ
へ
と
彌
生
子
を
向
か
わ
せ
た
の
は
、
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
『
明
暗
』
に
胚
胎
し
て
い
た
に
も
関
ら
ず
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
「
歓
迎
」

さ
れ
る
も
の
を
書
く
た
め
に
一
旦
封
印
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
走
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
社
会
の
動
き
に
対
す

る
関
心
」
と
、
〈
新
し
い
時
代
の
潮
流
を
描
こ
う
と
す
る
姿
勢
〉
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
『
明
暗
』
が
発
見
さ
れ
た
の
ち
に
中
島
国
彦
は
、
そ
れ
が
「
弥
生
子
の
出
発
」
と
し
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

『
明
暗
』
に
「
光
輝
あ
る
混
沌
が
潜
ん
で
い
る
」
、
あ
る
い
は
「
そ
の
内
部
に
、
写
生
文
の
概
念
を
内
側
か
ら
突
き
動
か
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
秘

め
ら
れ
て
い
た
」
と
述
べ
た
。
そ
の
上
で
中
島
は
、
漱
石
の
「
『
縁
』
評
が
『
明
暗
』
評
と
全
く
違
っ
た
次
元
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

す
べ
き
だ
ろ
う
。
（
中
略
）
こ
の
事
実
は
漱
石
の
批
評
の
基
盤
の
揺
れ
、
混
沌
の
存
在
を
教
え
る
。
」
（
傍
点
は
引
用
文
に
よ
る
）
と
漱
石
の
批

評
を
相
対
化
し
、
当
時
の
漱
石
の
「
近
親
憎
悪
と
で
も
言
え
る
よ
う
な
心
情
に
も
近
い
も
の
」
に
よ
っ
て
、
『
明
暗
』
の
「
純
粋
な
文
学
表
現

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
目
差
す
自
立
し
た
言
葉
の
世
界
」
（
傍
点
は
引
用
文
に
よ
る
）
は
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
本
稿
で
は
中
島
の
い
う
「
光
輝
あ

る
混
沌
」
あ
る
い
は
「
写
生
文
の
概
念
を
内
側
か
ら
突
き
動
か
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
、
主
人
公
幸
子
の
造
型
に
お
い
て
探
っ
て
み
た
い
。

　
再
び
漱
石
の
『
明
暗
』
評
を
み
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
「
幸
子
と
い
ふ
女
が
画
の
為
め
に
一
身
を
献
身
的
に
過
ご
す
と
い
ふ
は
よ
し
。
然
し

妙
齢
の
美
人
が
こ
ん
な
心
を
起
す
に
は
起
す
丈
の
源
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
ん
夫
を
か
・
な
け
れ
ば
突
然
で
不
自
然
に
聴
え
る
」
と
あ
る
。
だ
が

幸
子
の
よ
う
に
「
画
を
生
命
画
を
良
人
に
し
て
生
涯
独
身
で
居
る
と
誓
ふ
」
「
女
」
を
、
彌
生
子
が
造
型
し
た
こ
と
に
む
し
ろ
注
目
し
た
い
。

そ
こ
に
は
・
女
で
あ
る
と
同
時
に
人
間
で
な
く
ち
・
な
ら
な
三
て
い
う
こ
と
」
が
・
イ
デ
三
で
あ
・
た
と
い
う
明
治
女
話
に
・
精
神
の

　
　
（
1
1
）

揺
藍
期
」
を
過
ご
し
た
彌
生
子
な
ら
で
は
の
発
想
と
い
う
べ
き
も
の
が
み
ら
れ
る
。
日
露
戦
争
後
の
日
本
に
お
い
て
あ
り
得
べ
き
「
婦
人
」
像

と
し
て
、
彌
生
子
は
幸
子
を
作
り
上
げ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
た
と
え
ば
『
女
子
文
壇
』
な
ど
に
投
稿
し
た
り
、
の
ち
に
『
青
鞘
』
に
参
加

し
た
人
々
の
な
か
に
は
、
自
己
の
才
能
へ
の
自
負
と
と
も
に
、
自
活
へ
の
意
欲
が
不
十
分
な
が
ら
も
宿
っ
て
い
た
。
『
青
鞘
』
が
「
青
鞘
社
概
則
」

に
掲
げ
た
「
女
流
の
天
才
」
を
幸
子
に
み
る
可
能
性
は
過
大
評
価
だ
と
し
て
も
、
そ
の
時
代
の
意
識
的
な
「
婦
人
」
の
生
き
方
を
模
索
す
る
姿
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を
描
こ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。

　
ま
た
漱
石
は
「
兄
が
嫁
を
貰
ふ
の
を
聴
い
て
う
ら
め
し
く
思
ふ
の
は
よ
し
。
此
う
ら
め
し
さ
を
読
者
に
感
ぜ
し
む
る
為
め
に
は
あ
ら
か
じ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

伏
線
を
設
け
て
兄
と
妹
の
中
の
よ
き
所
、
よ
さ
加
減
を
読
者
に
知
ら
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
ら
ざ
れ
ば
是
又
突
然
に
て
器
械
的
也
。
作
者
一

人
が
承
知
し
て
ゐ
る
様
に
思
は
れ
る
」
と
も
評
し
て
い
る
。
確
か
に
『
明
暗
』
は
「
伏
線
を
設
け
」
る
な
ど
の
構
想
力
が
欠
如
し
て
い
る
と
い

う
弱
点
が
あ
る
。
だ
が
「
兄
が
嫁
を
貰
ふ
の
を
聴
い
て
う
ら
め
し
く
思
ふ
」
こ
と
を
読
者
に
納
得
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
「
伏
線
」
は
、
漱
石

が
述
べ
る
よ
う
な
兄
妹
の
親
愛
だ
け
で
は
充
分
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
幸
子
が
何
よ
り
「
堪
え
が
た
い
苦
悩
」
と
感
ず
る
の
は
、
兄
嗣
男
の

結
婚
に
伴
っ
て
「
居
候
の
様
」
な
立
場
に
自
分
が
陥
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
従
妹
で
は
あ
っ
て
も
「
今
ま
で
は
遠
く
は
な
れ
て
他
人
も
同
様
」

で
、
「
兄
妹
に
は
、
最
も
冷
か
な
る
第
三
者
」
で
あ
る
幾
代
は
、
兄
の
妻
と
し
て
幸
子
か
ら
寺
井
家
を
奪
う
者
に
な
り
得
る
。
両
親
が
す
で
に

な
く
、
兄
を
親
と
も
思
っ
て
姫
や
と
共
に
暮
ら
し
て
い
る
二
十
四
歳
の
〈
妹
〉
幸
子
に
と
っ
て
、
兄
の
結
婚
は
自
分
の
居
場
所
を
失
う
こ
と
で

も
あ
る
の
だ
。

一214一

　
其
第
三
者
（
幾
代
：
引
用
者
註
）
は
今
に
二
年
と
た
・
ぬ
う
ち
に
、
兄
の
妻
と
よ
ば
れ
寺
井
家
の
主
婦
と
た
て
ら
れ
て
、
兄
の
関
し
た
一

切
の
生
活
と
寺
井
家
に
就
い
て
の
凡
て
の
支
配
を
自
分
の
手
か
ら
奪
ひ
去
る
と
共
に
、
兄
妹
の
従
来
の
深
い
く
友
情
を
悉
く
さ
い
て
し
ま

ふ
の
で
あ
る
。
自
分
は
其
女
の
命
令
の
許
に
、
肩
を
せ
ば
め
頸
を
ち
“
め
て
、
あ
ら
ず
も
哉
の
寄
生
木
や
、
居
候
の
様
に
な
つ
て
行
か
ね
ば

な
ら
ぬ
の
か
と
思
ふ
と
、
幸
子
は
堪
え
が
た
い
苦
悩
を
感
ず
る
。
国
を
奪
は
れ
位
を
追
は
れ
て
高
き
九
重
の
雲
の
上
か
ら
、
絶
海
の
孤
島
に

流
諦
せ
ら
れ
た
帝
王
の
胸
の
様
な
、
屈
辱
と
激
昂
の
痛
み
で
あ
る
。

　
も
し
も
幸
子
が
将
来
結
婚
し
て
寺
井
家
か
ら
去
る
つ
も
り
の
〈
妹
〉
な
ら
ば
、
こ
れ
ほ
ど
に
は
苦
痛
を
感
じ
は
す
ま
い
。
だ
が
将
来
結
婚
す

る
つ
も
り
で
あ
っ
て
も
、
兄
が
先
に
結
婚
す
る
な
ら
ば
、
幸
子
の
よ
う
な
「
堪
え
が
た
い
苦
悩
」
か
ら
〈
妹
〉
は
一
時
的
に
し
ろ
免
れ
得
な
い
。



両
親
が
い
な
い
場
合
は
尚
更
で
あ
る
。
彌
生
子
は
同
様
な
境
遇
の
〈
妹
〉
お
菅
を
＼
約
二
年
後
に
も
『
女
同
士
』
（
表
参
照
）
で
描
い
て
い
る
。

漱
石
は
明
治
四
十
年
に
『
虞
美
人
草
』
で
、
藤
尾
と
糸
子
と
い
う
〈
妹
〉
た
ち
に
、
兄
の
結
婚
を
め
ぐ
っ
て
「
肝
胆
の
外
廓
で
戦
争
」
を
さ
せ

て
お
り
、
四
十
一
年
に
は
『
三
四
郎
』
で
、
美
禰
子
を
よ
く
似
た
境
遇
に
置
い
て
い
る
。
兄
の
結
婚
に
伴
っ
て
、
自
由
で
豊
か
な
〈
妹
〉
の
生

活
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
時
が
『
三
四
郎
』
で
描
か
れ
た
美
禰
子
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
美
禰
子
の
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

型
に
平
塚
明
子
が
遠
く
影
を
落
と
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
女
ら
の
よ
う
な
〈
妹
〉
た
ち
は
明
治
四
十
年
前
後
の
文
脈
の
な
か
で
読
ま
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
『
明
暗
』
に
胚
胎
し
て
い
た
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
新
し
い
時
代
の
潮
流
を
描
こ
う
と
す
る
姿
勢
〉
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
未
だ
十

分
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
。
漱
石
が
「
突
然
で
不
自
然
」
あ
る
い
は
「
突
然
に
て
器
械
的
」
と
指
摘
す
る
の
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
だ
が
、
そ

の
姿
勢
は
や
が
て
、
社
会
意
識
に
支
え
ら
れ
た
『
海
神
丸
』
を
書
く
力
へ
と
、
繋
が
っ
て
い
く
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
後
年
竹
西
寛
子
に
、

「
社
会
の
動
き
に
対
し
て
関
心
を
も
つ
っ
て
い
う
の
は
、
明
治
女
学
校
の
一
つ
の
い
き
方
と
し
て
も
教
え
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
（
中
略
）

で
す
か
ら
、
社
会
的
な
動
き
に
対
す
る
関
心
は
、
自
然
に
、
そ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
続
い
た
と
い
え
ま
す
ね
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
。
私
の
家
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

係
で
、
政
党
関
係
が
深
か
っ
た
っ
て
こ
と
も
原
因
し
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
」
と
彌
生
子
自
身
も
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
文

壇
デ
ビ
ュ
ー
を
し
た
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
提
唱
す
る
〈
写
生
文
〉
は
、
彌
生
子
の
「
社
会
的
な
動
き
に
対
す
る
関
心
」
を
盛
る
器
に
は
な
り
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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三
、
彌
生
子
と
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
〈
写
生
文
〉

　
彌
生
子
が
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
と
関
わ
り
始
め
た
明
治
四
十
年
頃
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
で
は
〈
写
生
文
〉
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
だ
が

そ
こ
で
言
及
さ
れ
た
〈
写
生
文
〉
は
多
義
的
で
、
や
や
も
す
る
と
矛
盾
さ
え
含
ん
で
い
た
。
た
と
え
ば
文
泉
子
（
阪
本
四
方
太
）
が
『
文
話
（
写



生
文
と
小
説
と
の
区
別
に
就
い
て
）
』
（
明
治
四
十
・
十
二
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
十
二
ー
三
）
で
、
「
写
生
的
」
で
あ
れ
ば
「
如
何
な
る
種
類
の
文

学
で
も
」
〈
写
生
文
〉
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
「
ホ
ト
・
ギ
ス
自
ら
が
小
説
と
写
生
文
を
並
べ
て
募
集
し
て
居
る
」
と
い
う
「
矛
盾
」
に
言
及
し

て
い
る
。
こ
の
矛
盾
が
生
ま
れ
る
の
は
、
〈
写
生
文
〉
が
表
現
者
の
態
度
や
表
現
上
の
様
式
・
方
法
と
い
っ
た
〈
ス
タ
イ
ル
〉
と
、
小
説
と
並

称
さ
れ
る
形
態
上
の
区
分
・
種
類
と
い
っ
た
〈
ジ
ャ
ン
ル
〉
と
い
う
二
義
性
を
も
た
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
文
泉
子
は
こ
れ
を
「
実
際
矛

盾
し
て
居
る
訳
で
は
な
」
く
、
「
広
義
に
解
す
る
の
と
狭
義
に
解
す
る
と
に
」
よ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
「
広
義
」
で
〈
写
生
文
〉
と
い
う
と
き

は
〈
写
生
文
〉
と
い
う
〈
ス
タ
イ
ル
〉
を
指
し
て
お
り
、
「
小
説
と
写
生
文
を
並
べ
て
募
集
」
す
る
と
き
は
「
狭
義
」
で
〈
写
生
文
〉
と
い
う
〈
ジ
ャ

ン
ル
〉
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
「
小
説
と
写
生
文
を
並
べ
て
募
集
」
し
て
い
た
の
は
明
治
四
十
年
八
月
（
十
－
十
一
）
か

ら
の
約
三
年
間
の
こ
と
で
、
明
治
四
十
三
年
九
月
（
十
三
－
十
四
）
は
「
写
生
文
（
小
説
も
包
含
す
）
」
の
募
集
と
な
り
、
明
治
四
十
三
年
十

月
（
十
四
－
一
）
か
ら
は
「
写
生
文
（
小
説
其
他
）
」
、
そ
し
て
明
治
四
十
四
年
九
月
（
十
四
ー
十
四
）
に
は
「
文
章
（
種
類
を
問
は
ず
）
」
と
、

募
集
の
際
の
用
語
は
変
遷
を
重
ね
る
。
こ
の
あ
た
り
に
も
〈
写
生
文
〉
の
二
義
性
か
ら
く
る
揺
れ
が
顕
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
漱
石
が
〈
写
生
文
〉
に
言
及
す
る
際
に
も
、
〈
ス
タ
イ
ル
〉
を
指
す
場
合
と
く
ジ
ャ
ン
ル
V
を
指
す
場
合
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
写
生
文
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
6
）

で
は
、
〈
写
生
文
〉
家
の
「
態
度
」
を
論
じ
、
『
文
学
雑
話
』
で
は
、
「
メ
レ
ジ
コ
ウ
ス
キ
ー
の
ト
リ
ロ
ヂ
ー
（
中
略
）
な
ど
は
広
さ
の
小
説
で
、

パ
ノ
ラ
マ
の
如
く
無
暗
に
拡
が
つ
て
ゐ
る
、
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
が
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
「
写
生
文
は
パ
ノ
ラ
マ
的
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
が

重
で
、
コ
ー
ザ
リ
テ
ィ
ー
か
ら
出
る
興
味
が
主
で
は
無
い
」
と
、
小
説
に
〈
写
生
文
〉
の
〈
ス
タ
イ
ル
〉
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、

　
◆
　
°
　
°
　
°
　
◆
　
°
　
°
　
◆
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

「
小
説
で
も
写
生
文
で
も
御
書
き
被
下
度
と
存
候
」
と
〈
ジ
ャ
ン
ル
〉
の
一
つ
と
み
な
す
言
い
ま
わ
し
も
し
て
も
い
る
。
ま
た
〈
写
生
文
〉
を

一
つ
の
〈
ジ
ャ
ン
ル
〉
と
み
な
し
つ
つ
も
、
強
固
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
〈
小
説
〉
か
ら
変
容
可
能
な
も
の
と
し
て
捉
え
た
「
此
短
篇
は

・
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

小
説
と
し
て
は
物
足
ら
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
写
生
文
と
し
て
は
堅
固
な
も
の
と
思
ひ
ま
す
」
と
い
う
表
現
も
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
〈
写
生
文
〉
は
多
義
的
で
あ
っ
た
が
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
関
わ
っ
て
い
た
頃
の
彌
生
子
は
、
〈
写
生
文
〉
を
あ
く
ま
で
も
一

つ
の
〈
ジ
ャ
ン
ル
〉
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
確
か
に
〈
写
生
文
〉
を
文
学
上
の
一
つ
の
〈
ス
タ
イ
ル
〉
と
み
な
し
た
言
も
あ
る
。
た
と
え
ば
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゜
　
°
　
°
　
°
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
『
縁
』
を
指
し
て
「
写
生
文
風
の
短
い
も
の
」
と
し
た
り
、
〈
写
生
文
〉
は
「
絵
画
に
も
彫
刻
に
も
基
礎
と
な
る
デ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゜
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
◆
　
°
　
°
　
°
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

サ
ン
と
し
て
の
描
法
」
で
あ
る
と
し
、
虚
子
の
そ
れ
を
「
い
わ
ゆ
る
写
生
文
で
特
色
づ
け
ら
れ
た
多
く
の
作
品
」
と
述
べ
て
も
い
る
。
だ
が
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
昭
和
十
年
、
あ
る
い
は
四
十
八
年
と
い
っ
た
、
か
な
り
時
代
が
下
っ
て
か
ら
の
用
例
で
あ
る
。
後
年
の
〈
ス
タ
イ
ル
〉
と
し

て
の
〈
写
生
文
〉
認
識
に
至
る
前
の
段
階
で
は
、
〈
ジ
ャ
ン
ル
〉
認
識
の
上
に
た
っ
た
〈
写
生
文
〉
を
二
作
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
発
表
し
て
い
る
。

　
そ
れ
は
現
在
『
野
上
彌
生
子
全
集
』
で
随
筆
に
分
類
さ
れ
て
い
る
『
芽
生
』
と
『
私
信
』
で
あ
る
。
『
芽
生
』
は
明
治
四
十
四
年
四
月
の
『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
（
十
四
ー
八
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
ニ
ケ
月
前
に
同
誌
上
で
な
さ
れ
た
「
喜
（
写
生
文
）
」
と
い
う
「
課
題
」
に
応
じ
た

も
の
で
あ
る
。
掲
載
に
あ
た
っ
て
も
課
題
に
応
募
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
他
の
三
編
と
と
も
に
、
『
喜
』
の
見
出
し
の
な
か
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
『
私
信
』
は
大
正
元
年
十
一
月
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
（
十
六
ー
二
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
表
紙
裏
の
目
次
に
も
本
文
に
も
〈
写

生
文
〉
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
お
藤
さ
ん
」
に
対
す
る
書
簡
の
体
裁
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
書
簡
体
〈
写
生
文
〉
と
し
て
書
か
れ
た
可
能

性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
書
簡
体
の
も
の
を
〈
写
生
文
〉
と
し
て
い
た
例
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
は
他
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
し
げ
」
の
『
君

さ
ま
へ
』
（
大
正
二
・
一
、
十
六
ー
四
）
と
い
う
書
簡
体
の
も
の
を
『
写
生
文
　
夫
婦
』
の
見
出
し
の
下
に
掲
載
し
て
い
る
の
は
そ
の
例
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

え
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
か
ら
、
『
私
信
』
は
『
君
さ
ま
へ
』
同
様
の
書
簡
体
〈
写
生
文
〉
と
し
て
、
『
全
集
』
で
随
筆
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
要
す
る
に
『
芽
生
』
と
『
私
信
』
の
頃
の
彌
生
子
は
、
〈
写
生
文
〉
を
文
学
的
に
独
立
し
た
一
つ
の
〈
ジ
ャ
ン
ル
〉
と
み
な
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
で
は
こ
う
し
た
〈
ジ
ャ
ン
ル
〉
と
し
て
の
〈
写
生
文
〉
と
い
う
認
識
は
、
別
の
〈
ジ
ャ
ン
ル
〉
と
し
て
の
〈
小
説
〉
に
向
か
い
合
っ
た
彌
生

子
に
ど
う
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
必
然
的
に
〈
小
説
〉
に
〈
写
生
文
〉
の
属
性
以
外
の
も
の
を
も
盛
り
込
む
試
み
に
向
わ
せ
る
は
ず
で

あ
る
。
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
が
「
歓
迎
」
す
る
「
嬉
し
い
情
趣
」
や
、
た
と
え
ば
「
観
察
」
「
拡
が
り
」
「
非
人
情
」
「
余
裕
」
と
い
っ
た
〈
写
生
文
〉

の
属
性
は
〈
写
生
文
〉
に
。
そ
し
て
そ
れ
ら
以
外
の
も
の
を
も
盛
る
器
と
し
て
、
彌
生
子
は
〈
小
説
〉
と
向
か
い
合
う
。
そ
こ
に
彌
生
子
と
『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
と
の
別
れ
が
必
然
の
も
の
に
な
る
プ
ロ
セ
ス
が
生
ま
れ
る
。
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四
、
『
明
暗
』
の
行
方
1
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
か
ら
の
離
脱

　
彌
生
子
は
明
治
四
十
年
二
月
以
降
、
五
年
あ
ま
り
の
間
に
翻
訳
一
編
、
〈
写
生
文
〉
二
編
を
含
む
十
九
編
を
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
発
表
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
2
2
）

だ
が
大
正
元
年
十
一
月
の
『
私
信
』
を
最
後
に
、
他
誌
へ
と
発
表
の
場
を
移
し
て
い
っ
た
（
表
参
照
）
。
そ
れ
は
前
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
彌

生
子
の
〈
小
説
〉
を
生
み
出
す
志
向
に
と
っ
て
必
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
『
父
親
と
三
人
の
娘
』
で
あ
る
と

考
え
る
。

　
『
父
親
と
三
人
の
娘
』
は
前
半
六
章
ま
で
が
「
父
親
と
三
人
の
娘
」
と
し
て
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
（
明
治
四
十
四
・
八
、
十
四
ー
十
三
）
に
、

後
半
七
章
か
ら
が
「
テ
レ
ジ
ヤ
の
か
な
し
み
」
と
し
て
『
中
央
公
論
』
（
大
正
元
・
八
、
二
七
ー
八
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
二
作
が
合
わ
せ
ら
れ

て
『
父
親
と
三
人
の
娘
』
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
二
年
半
後
の
大
正
四
年
二
月
で
、
鈴
木
三
重
吉
の
編
集
に
よ
る
『
現
代
名
作
集
』
第
九
編
で

　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

あ
っ
た
。
そ
の
「
解
説
」
で
三
重
吉
が
述
べ
る
よ
う
に
、
『
父
親
と
三
人
の
娘
』
は
「
氏
（
彌
生
子
：
引
用
者
註
）
の
創
作
の
第
一
回
の
書
物
」

に
な
っ
た
、
い
わ
ば
デ
ビ
ュ
ー
以
来
の
出
世
作
で
あ
る
。
し
か
も
前
半
部
の
「
父
親
と
三
人
の
娘
」
（
六
章
ま
で
）
が
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

載
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
虚
子
に
よ
っ
て
推
さ
れ
、
好
評
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
あ
え
て
完
結
に
は
せ
ず
、
一
年
後
に
続
編
を
わ

ざ
わ
ざ
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
で
は
な
く
、
『
中
央
公
論
』
に
発
表
し
た
。
そ
こ
に
は
〈
写
生
文
〉
と
は
違
っ
た
も
の
を
盛
る
器
と
し
て
の
〈
小
説
〉

へ
の
志
向
の
萌
芽
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
彌
生
子
は
の
ち
に
こ
の
頃
の
こ
と
を
解
説
し
て
、
「
そ
の
う
ち
に
ど
う
に
か
小
説
ら
し
い

◆
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

も
の
に
な
つ
た
の
は
「
父
親
と
三
人
の
娘
」
あ
た
り
で
せ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
『
父
親
と
三
人
の
娘
』
は
彌
生
子
の
〈
小
説
〉

へ
の
志
向
に
と
っ
て
、
一
つ
の
達
成
点
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
受
け
入
れ
先
は
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
で
は
な
く
、
『
中
央
公
論
』
で
あ
っ

た
の
だ
。
こ
の
頃
の
『
中
央
公
論
』
で
は
、
第
一
章
で
ふ
れ
た
「
仙
台
鮪
ば
か
り
食
つ
て
ゐ
た
」
と
「
今
の
小
説
ず
き
」
の
悪
例
の
よ
う
に
漱

石
に
椰
楡
さ
れ
た
滝
田
樗
蔭
が
辣
腕
を
揮
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
後
半
部
の
掲
載
誌
が
『
中
央
公
論
』
で
あ
っ
た
の
は

象
徴
的
で
あ
る
。
彌
生
子
は
樗
蔭
時
代
の
『
中
央
公
論
』
に
「
テ
レ
ジ
ヤ
の
か
な
し
み
」
（
七
章
か
ら
）
を
掲
載
し
た
の
ち
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
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に
は
〈
小
説
〉
を
整
甦
発
表
誌
の
上
で
も
ひ
と
つ
の
転
機
を
迎
え
て
い
る
・
勿
論
彌
生
子
が
そ
の
後
の
発
表
の
場
を
・
中
央
公
論
』
一
誌

に
限
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
『
海
神
丸
』
や
『
秀
吉
と
利
休
』
と
い
っ
た
主
な
作
品
は
同
誌
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、
『
真
知
子
』
と
『
迷
路
』

の
一
部
も
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
の
を
み
る
と
、
両
者
の
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
関
わ
り
が
推
し
量
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
詳
し
ぐ
論
ず
る
ゆ

と
り
は
な
い
の
で
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
父
親
と
三
人
の
娘
」
（
六
章
ま
で
）
に
比
べ
て
、
「
テ
レ
ジ
ヤ
の
か
な
し
み
」
（
七
章
か
ら
）

が
い
か
に
「
小
説
ら
し
い
も
の
に
な
つ
」
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
父
親
と
三
人
の
娘
』
は
前
半
部
だ
け
で
早
く
も
高
評
価
を
得
て
い
た
が
、
留
意
し
た
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
評
が
す

で
に
完
結
し
た
も
の
と
し
て
「
父
親
と
三
人
の
娘
」
（
六
章
ま
で
）
を
扱
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
彌
生
子
自
身
が
当
初
は
こ
こ
で
終
わ
ら
せ
る

つ
も
り
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
。
だ
が
不
本
意
な
運
命
に
あ
る
家
族
が
集
ま
り
暮
ら
す
数
日
を
濃
や
か
に
描
出
し
た
も
の
と
し

て
、
前
半
部
だ
け
で
十
分
ま
と
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
た
だ
し
切
り
取
ら
れ
た
ひ
と
と
き
が
灸
り
出
し
た
不
如
意
な
現
実
の
問
題
は
、

何
の
解
決
も
得
な
い
で
終
わ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
長
女
お
信
の
夫
作
次
は
未
だ
就
職
せ
ず
、
日
向
で
一
人
暮
ら
す
父
の
行
末
も
案
じ
ら
れ
る

が
、
こ
れ
ら
は
並
べ
ら
れ
る
ば
か
り
で
差
し
迫
っ
た
事
件
に
は
な
ら
な
い
。
あ
た
か
も
日
常
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
緩
や
か
な
不
安
と
で
も
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

う
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
助
川
徳
是
の
い
う
「
写
生
文
の
限
界
性
」
を
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
し
か
し
な
が
ら
「
テ
レ
ジ
ヤ
の
か
な
し
み
」
（
七
章
か
ら
）
は
、
ま
ず
冒
頭
か
ら
「
ほ
ん
の
一
夜
泊
り
と
云
つ
た
の
に
、
三
四
日
た
つ
て
も

横
濱
の
父
親
や
玉
子
か
ら
は
何
の
便
り
も
な
か
つ
た
。
」
（
傍
点
は
引
用
文
に
よ
る
）
と
、
あ
る
事
件
の
到
来
を
予
告
す
る
。
「
何
の
便
り
も
な

か
つ
た
」
の
は
、
「
上
海
の
支
店
長
に
転
じ
た
玉
子
の
良
人
が
兼
て
関
係
の
あ
つ
た
女
を
内
密
に
上
海
に
呼
び
寄
せ
た
」
と
い
う
、
作
次
が
言

う
と
こ
ろ
の
「
上
海
事
件
」
が
起
こ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
は
次
女
玉
子
の
暗
部
で
あ
り
、
経
済
力
を
得
た
代
償
で
あ
っ
た
。
一
族

の
不
幸
を
黙
殺
し
て
世
の
中
で
成
功
し
、
銀
行
の
頭
取
に
ま
で
な
っ
た
権
田
。
玉
子
は
そ
の
権
田
の
「
小
間
使
ひ
」
を
し
、
「
権
田
を
親
元
に

し
て
」
銀
行
家
の
吉
田
へ
嫁
い
だ
た
め
、
「
善
い
事
も
悪
い
事
も
、
み
ん
な
不
相
応
な
事
ば
か
り
見
て
来
た
」
と
い
う
。
潜
り
抜
け
た
過
去
の

手
強
さ
ゆ
え
に
「
上
海
事
件
」
に
あ
っ
て
も
、
「
吉
田
な
ら
こ
そ
あ
の
女
を
上
海
ま
で
も
引
つ
張
り
出
せ
る
ん
で
す
わ
。
私
豪
い
と
思
つ
て
感
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心
し
て
ま
す
よ
」
と
、
あ
く
ま
で
経
済
力
を
侍
み
、
「
権
田
を
親
元
に
し
て
嫁
い
だ
自
分
を
ど
う
す
る
事
が
出
来
る
も
の
か
と
云
ふ
誇
り
」
を

失
わ
な
い
。
離
散
し
て
い
た
長
い
時
間
が
作
り
上
げ
た
価
値
観
の
違
い
を
家
族
は
こ
こ
で
思
い
知
ら
さ
れ
、
元
を
た
ど
れ
ば
父
が
先
祖
代
々
の

遺
産
を
失
っ
た
と
い
う
離
散
の
根
本
原
因
に
対
面
す
る
。

　
む
ろ
ん
前
半
部
で
す
で
に
こ
の
遺
産
喪
失
は
明
か
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
運
命
的
な
悲
哀
感
を
も
た
ら
す
の
み
で
、
家
族
は
そ
れ
ぞ
れ

に
充
足
感
を
抱
い
て
生
活
し
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
父
親
は
「
如
何
に
も
諦
め
の
つ
い
た
利
己
の
念
の
薄
い
」
態
度
に
描
か
れ
、
お

信
は
「
気
楽
と
云
へ
ば
云
は
れ
る
身
の
上
」
と
語
ら
れ
、
玉
子
は
お
信
か
ら
「
お
金
持
ち
に
な
つ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
校
費
生
で
あ
る
三

女
の
元
代
さ
え
、
手
紙
に
「
感
謝
」
を
書
き
連
ね
て
お
り
、
「
大
変
幸
福
だ
と
思
は
な
く
ち
や
済
ま
な
い
」
と
お
信
か
ら
評
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
父
の
将
来
を
案
じ
た
玉
子
か
ら
、
退
学
し
て
権
田
家
の
奥
勤
め
を
す
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
こ
と
も
、
「
処
女
の
初
心
な
胸
に
、
新
ら
し
い
物

思
ひ
と
悲
し
い
煩
ひ
」
と
、
詩
的
に
扱
わ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
元
代
は
学
校
へ
戻
る
意
思
も
「
校
長
様
に
お
目
に
か
・
り
度
い
わ
」
と
言
う

の
み
で
、
口
外
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
「
何
と
な
く
月
を
眺
め
て
歩
い
た
。
足
許
に
は
早
い
秋
の
虫
が
哺
い
た
」
と
風
景
に
心
情
を
収
敏

さ
せ
て
前
半
部
は
終
わ
る
。

　
そ
れ
が
「
テ
レ
ジ
ヤ
の
か
な
し
み
」
（
七
章
か
ら
）
で
は
、
ま
ず
父
親
が
「
上
海
事
件
」
の
い
き
さ
つ
を
聞
い
て
、
「
ど
う
も
あ
の
連
中
の
や

り
方
は
・
：
・
あ
れ
で
可
い
も
の
か
な
ア
」
と
玉
子
た
ち
の
生
活
へ
の
非
難
を
も
ら
す
。
お
信
は
元
代
の
将
来
を
め
ぐ
っ
て
玉
子
と
口
論
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

「
本
統
は
私
が
い
け
な
か
つ
た
の
。
み
ん
な
私
が
い
け
い
な
い
ん
で
す
。
総
領
の
私
が
他
人
の
家
に
片
づ
く
と
云
ふ
事
が
も
う
そ
も
く
の
間

違
ひ
な
ん
で
す
」
と
「
押
え
く
て
ゐ
た
も
の
を
一
時
に
投
げ
出
し
た
よ
う
に
咽
」
ぶ
。
玉
子
は
こ
れ
以
上
権
田
の
世
話
に
は
な
ら
な
い
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

う
お
信
や
元
代
に
憤
り
、
「
何
故
こ
う
う
ち
で
は
皆
ん
な
揃
つ
て
権
田
さ
ん
の
事
つ
て
ば
す
ぐ
毛
嫌
ひ
す
る
ん
で
し
よ
う
」
（
傍
点
は
引
用
文
に

よ
る
）
、
「
で
も
私
は
ど
こ
ま
で
も
権
田
さ
ん
党
で
す
よ
」
と
孤
立
を
宣
言
す
る
。
そ
し
て
元
代
の
内
面
、
す
な
わ
ち
家
族
の
離
散
、
窮
乏
、
母

と
の
死
別
に
よ
っ
て
悲
し
み
の
底
に
沈
め
ら
れ
て
い
た
そ
の
心
の
内
は
、
や
は
り
孤
独
に
耐
え
て
生
き
て
い
る
白
井
と
い
う
校
費
生
と
の
往
簡

で
明
か
さ
れ
、
姉
達
の
口
論
を
き
っ
か
け
に
、
学
校
へ
戻
る
意
思
を
は
っ
き
り
告
げ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
父
親
」
と
「
三
人
の
娘
」
た
ち
は
、
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後
半
部
の
「
テ
レ
ジ
ヤ
の
か
な
し
み
」
（
七
章
か
ら
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
胸
の
奥
に
秘
め
た
不
満
、
後
悔
、
孤
独
感
、
自
我
と
い
っ
た
苦
い
真

実
を
吐
き
出
す
。
そ
の
こ
と
は
「
事
件
」
に
よ
る
筋
の
躍
動
と
あ
い
ま
っ
て
、
『
父
親
と
三
人
の
娘
』
と
い
う
一
篇
を
人
生
に
ふ
れ
る
「
小
説

ら
し
い
」
も
の
に
仕
上
げ
て
い
る
。
〈
写
生
文
〉
と
は
違
っ
た
も
の
を
盛
る
器
と
し
て
の
〈
小
説
〉
へ
の
志
向
が
こ
う
し
て
芽
吹
い
て
い
っ
た

　
　
（
3
0
）

の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
娘
ば
か
り
で
跡
継
ぎ
の
い
な
い
「
家
」
と
い
う
『
父
親
と
三
人
の
娘
』
の
モ
チ
ー
フ
に
、
ジ
ェ
ー
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
影
響
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

出
す
こ
と
も
で
き
る
。
彌
生
子
は
明
治
四
十
年
に
漱
石
か
ら
、
零
一
昔
昌
O
弍
6
言
△
一
9
，
を
借
り
て
読
ん
で
い
る
よ
う
な
の
で
、
そ
こ
に
描
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

た
「
家
」
の
問
題
を
、
日
本
に
舞
台
を
移
し
て
描
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
『
父
親
と
三
人
の
娘
』
に
は
モ
デ
ル
が
あ
る
と
後
年
語
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
現
実
的
で
身
近
な
社
会
問
題
で
あ
っ
た
ろ
う
。
モ
デ
ル
の
あ
る
〈
小
説
〉
と
し
て
、
社
会
性
の
あ
る
『
海
神
丸
』
と
の
共
通
項

も
み
ら
れ
る
。
折
し
も
「
父
親
と
三
人
の
娘
」
（
⊥
ハ
章
ま
で
）
が
掲
載
さ
れ
た
翌
月
に
は
『
青
鞘
』
が
創
刊
さ
れ
て
い
る
。
「
婦
人
」
の
生
き
方

を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
時
代
が
、
彌
生
子
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
と
の
別
れ
に
飛
翔
力
を
与
え
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
彌
生
子
と
『
青
鞘
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
詳
述
す
べ
き
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
面
に
限
り
が
あ
る
の
で
、
素

描
を
試
み
る
に
と
ど
め
る
こ
と
と
す
る
。
『
青
鞘
』
創
刊
時
、
彌
生
子
は
社
員
と
し
て
名
を
連
ね
た
が
翌
月
退
社
し
て
い
る
と
い
う
事
情
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

か
ら
、
関
わ
り
が
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
『
青
踏
』
と
の
異
質
感
は
あ
っ
た
が
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
へ
の
掲
載
と
入
れ
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

わ
る
よ
う
に
『
青
鞘
』
に
主
に
翻
訳
を
多
く
発
表
し
て
い
る
（
表
参
照
）
。
殊
に
『
ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ァ
レ
フ
ス
カ
ヤ
（
自
伝
と
追
想
）
』
は
注

目
す
べ
き
も
の
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
『
青
鞘
』
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
当
時
他
の
雑
誌
と
も
彌
生
子
は
関
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
翻
訳
を
『
青

鞘
』
に
掲
載
し
た
の
は
、
『
青
鞘
』
の
「
概
則
」
に
あ
る
「
女
流
の
天
才
」
を
ソ
ー
ニ
ャ
に
み
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
後
年
彌
生
子
が
「
こ

の
先
覚
婦
人
が
若
い
娘
時
代
に
通
り
す
ぎ
て
生
活
の
一
転
機
を
劃
し
た
一
八
六
〇
年
－
一
八
七
〇
年
に
於
け
る
ロ
シ
ア
の
知
識
階
級
の
旋
風
－

光
明
と
知
識
に
対
す
る
解
放
運
動
は
、
わ
た
し
が
こ
の
自
叙
伝
の
一
部
を
は
じ
め
て
掲
載
し
た
雑
誌
「
青
鞘
」
を
中
心
と
し
た
当
時
の
日
本
の

゜
　
°
　
°
　
°
　
．
　
s
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

新
し
い
婦
人
た
ち
の
運
動
に
や
や
似
た
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を
、
今
さ
ら
に
興
味
ふ
か
く
思
ひ
浮
べ
て
ゐ
る
。
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
『
青
鞘
』
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の
「
婦
人
」
た
ち
の
先
駆
と
し
て
ソ
ー
ニ
ャ
た
ち
を
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
明
暗
』
に
胚
胎
し
て
い
た
新
し
い
潮
流
を
描
く
姿
勢
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

再
び
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
翻
訳
⑳
も
と
に
な
っ
た
英
訳
本
は
「
野
上
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
記
憶
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彌
生
子
よ
り
一
年
早
い
大
正
元
年
十
一
月
に
野
上
臼
川
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
（
十
六
ー
二
）
に
『
ソ
ニ
ア
、
コ
ワ
レ

フ
ス
キ
イ
の
家
出
』
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
『
ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ァ
レ
フ
ス
カ
ヤ
（
自
伝
と
追
想
）
』
の
翻
訳
は
、
あ
た
か
も
野
上
工

房
の
様
相
を
呈
す
る
よ
う
な
二
人
三
脚
の
う
ち
に
な
さ
れ
た
と
も
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
彌
生
子
と
『
青
鞘
』
と
の
違
和
を
み
る

の
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
〈
写
生
文
〉
を
提
唱
す
る
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
書
く
た
め
に
一
旦
封
印
し
た
「
社
会
的
な
動
き
に
対
す
る
関
心
」

が
、
な
か
っ
た
と
は
い
え
ま
い
。
『
明
暗
』
の
可
能
性
は
伏
流
水
と
な
っ
て
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
〈
写
生
文
〉
と
『
青
鞘
』
で
の
翻
訳
を
経
て
、

『
海
神
丸
』
で
充
実
し
た
描
写
力
と
社
会
性
に
支
え
ら
れ
た
〈
小
説
〉
と
な
っ
て
湧
き
あ
が
る
の
で
あ
る
。

注

（
1
）

　　　　A　A5432）　）　）　）

〔『

ﾌ
が
た
り
』
解
説
〕
（
昭
和
四
十
七
・
十
二
）
。
引
用
は
『
野
上
彌
生
子
全
集
』
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
た
だ
し
傍
点
は
引
用
者
に

よ
る
。
特
に
注
が
な
け
れ
ば
以
下
同
じ
。

書
簡
番
号
口
Φ
⑩
。
引
用
は
『
漱
石
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
～
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

注
（
1
）
に
同
じ
。

『
夏
目
先
生
の
思
ひ
出
』
（
昭
和
十
・
五
）
。

彌
生
子
は
後
年
「
「
縁
」
は
そ
の
後
（
『
明
暗
』
の
後
：
引
用
者
註
）
に
書
い
た
も
の
で
、
ど
う
に
か
及
第
し
て
こ
れ
も
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
の
せ
て
頂
き

ま
し
た
L
（
注
1
に
同
じ
。
）
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
批
評
を
読
ん
で
か
ら
書
い
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
漱
石
が
『
明

暗
』
評
の
手
紙
を
送
っ
た
翌
日
に
木
曜
会
で
は
『
縁
』
を
朗
読
し
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
中
島
国
彦
は
「
ほ
と
ん
ど
同
時
に
漱
石
の
も
と

に
届
け
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
（
「
写
生
文
を
超
え
る
も
の
　
　
弥
生
子
の
処
女
作
『
明
暗
』
と
漱
石
I
」
『
國
文
學
』
学
燈
社
、
昭
和
六
十
三
・

六
∀
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
漱
石
の
書
簡
が
明
治
四
十
年
一
月
十
七
日
に
書
か
れ
た
こ
と
自
体
が
事
実
か
否
か
、
疑
問
の
余
地
も
あ
る
（
「
野

上
弥
生
子
の
文
学
概
説
　
　
『
明
暗
』
の
復
刻
を
契
機
と
し
て
　
　
」
瀬
沼
茂
樹
『
野
上
彌
生
子
作
　
自
筆
稿
本
明
暗
　
釈
文
・
解
説
』
岩
波
書
店
、
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（
6
）

　　　　　

12　11
）　　　）

　　　　A　　　A　　　　

10　9　8　7
）　　　）　　　）　　　）

（
1
3
）

　　　　
18　17　16　15　14
）　　　）　　　）　　　）　　　）

A　　　A　　　　

212019
　　　）　　　）

（
2
2
）

昭
和
六
十
三
・
七
）
の
で
、
断
定
は
避
け
た
い
。

野
上
豊
一
郎
宛
書
簡
（
番
号
゜
。
N
口
明
治
四
十
・
五
・
四
）
に
「
七
夕
さ
ま
は
「
縁
」
よ
り
も
ず
つ
と
傑
作
と
思
ふ
読
み
直
し
て
驚
ろ
い
た
L
と
あ
る
。

ま
た
、
高
濱
虚
子
宛
書
簡
（
番
号
゜
。
ω
O
明
治
四
十
・
五
・
四
）
に
「
七
夕
さ
ま
を
よ
ん
で
見
ま
し
た
、
あ
れ
は
大
変
な
傑
作
で
す
。
原
稿
料
を
奮
発

な
さ
い
。
先
達
て
の
は
安
す
ぎ
る
」
と
あ
る
。

森
田
草
平
宛
書
簡
（
番
号
゜
。
認
明
治
四
十
・
六
・
二
十
一
）
。

注
（
4
）
に
同
じ
。

「
写
生
文
を
超
え
る
も
の
1
弥
生
子
の
処
女
作
『
明
暗
』
と
漱
石
」
（
「
國
文
學
」
学
燈
社
、
昭
和
六
十
三
．
六
）
。

『
〈
対
談
〉
緑
陰
閑
話
』
（
昭
和
四
十
九
・
八
）
に
お
け
る
奥
野
健
男
と
の
対
談
で
の
発
言
。

『
森
』
第
一
章
発
表
時
に
同
時
掲
載
さ
れ
た
『
作
者
の
言
葉
』
（
昭
和
四
十
七
．
五
）
。

『
三
四
郎
』
の
美
禰
子
と
平
塚
明
子
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
森
田
草
平
『
夏
目
漱
石
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
脇
゜
。
O
）
、
佐
々
木
英
昭
『
「
新
し

い
女
」
の
到
来
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
⑩
鍵
）
に
詳
し
い
。

伊
藤
左
千
夫
『
浜
菊
』
（
明
治
四
十
一
・
九
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
十
一
ー
十
二
）
の
お
繁
さ
ん
が
「
兄
さ
ん
は
結
婚
し
て
か
ら
も
う
駄
目
よ
と
叫
ん
だ
」

の
は
、
自
由
で
豊
か
な
〈
妹
〉
の
立
場
を
追
わ
れ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

『
妻
と
母
と
作
家
の
統
一
に
生
き
た
人
生
』
（
昭
和
四
十
二
・
一
）
。

『
読
売
新
聞
』
（
明
治
四
十
・
十
二
・
二
十
）
。

『
早
稲
田
文
学
』
三
十
五
号
（
明
治
四
十
｝
・
十
）
。

高
濱
虚
子
宛
書
簡
（
番
号
゜
。
N
轟
明
治
四
十
・
四
・
十
九
）
。

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
（
大
正
二
・
七
、
十
六
ー
八
。
た
だ
し
目
次
に
は
十
六
ー
九
と
あ
る
）
に
掲
載
さ
れ
た
ふ
ち
子
著
『
相
模
の
埃
』
の
た
め
に
書
か
れ

た
推
薦
文
。
高
濱
虚
子
宛
書
簡
（
番
号
一
゜
。
Φ
一
大
正
二
・
六
・
十
）
に
同
封
さ
れ
た
。

注
（
4
）
に
同
じ
。

『
定
本
　
高
濱
虚
子
全
集
』
の
内
容
見
本
に
「
推
薦
の
言
葉
」
と
し
て
書
か
れ
た
『
写
生
文
へ
の
悦
び
と
期
待
』
（
昭
和
四
十
八
）
。

『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
　
第
四
巻
』
（
日
本
近
代
文
学
館
、
昭
和
五
十
二
）
の
「
近
代
の
随
筆
」
（
福
田
清
人
）
の
項
で
は
、
〈
写
生
文
〉
を
随
筆
の

ひ
と
つ
と
し
て
い
る
。

但
し
、
昭
和
十
三
年
四
月
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
（
四
十
一
ー
七
）
に
「
五
百
号
紀
念
集
」
の
総
題
の
も
と
に
、
『
感
想
（
無
題
）
』
と
い
う
「
応
問
」
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（
2
3
）

A25
）

　24

）

（
2
6
）

　29

）

　　　　A
28　27
）　　　）

（
3
0
）

を
寄
せ
て
い
る
。

混
乱
を
避
け
る
た
め
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
掲
載
分
を
「
父
親
と
三
人
の
娘
」
（
六
章
ま
で
）
、
あ
る
い
は
前
半
部
と
し
、
『
中
央
公
論
」
掲
載
分
を
「
テ

レ
ジ
ヤ
の
か
な
し
み
」
（
七
章
か
ら
）
、
あ
る
い
は
後
半
部
と
す
る
。
な
お
こ
の
二
作
が
合
わ
せ
ら
れ
た
も
の
を
『
父
親
と
三
人
の
娘
』
と
す
る
。
但

し
、
引
用
に
お
い
て
は
そ
の
ま
ま
記
す
。
な
お
「
父
親
と
三
人
の
娘
」
（
六
章
ま
で
）
と
「
テ
レ
ジ
ヤ
の
か
な
し
み
」
（
七
章
か
ら
）
と
の
引
用
は
初

出
に
よ
る
。

引
用
は
「
鈴
木
三
重
吉
全
集
　
第
五
巻
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
十
三
）
に
よ
る
。

同
じ
号
の
「
消
息
」
欄
で
虚
子
が
「
巻
頭
彌
生
子
夫
人
の
小
説
是
非
共
読
者
の
再
読
を
煩
し
候
。
」
と
記
し
た
。
ま
た
徳
田
（
近
松
）
秋
江
は
同
月
『
国

民
新
聞
」
に
「
八
月
の
小
説
で
は
、
鴎
外
さ
ん
の
「
心
中
」
と
野
上
八
重
子
さ
ん
の
「
父
親
と
娘
三
人
」
（
マ
マ
）
と
が
最
も
好
か
つ
た
。
」
（
引
用

は
『
近
松
秋
江
全
集
　
第
九
巻
』
八
木
書
店
、
平
成
四
）
と
述
べ
て
お
り
、
翌
月
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
で
は
宮
本
生
が
「
野
上
彌
生
子
氏
「
父
親
と

三
人
の
娘
」
（
ホ
ト
・
ギ
ス
）
も
面
白
か
つ
た
」
（
傍
点
は
引
用
文
）
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
伊
藤
左
千
夫
は
初
対
面
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
作
品

を
褒
め
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
彌
生
子
を
訪
ね
て
き
た
（
注
1
）
と
い
う
。

「
父
親
と
三
人
の
娘
」
（
六
章
ま
で
）
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
掲
載
時
に
は
、
末
尾
に
三
完
）
」
と
あ
る
。
ま
た
「
テ
レ
ジ
ヤ
の
か
な
し
み
」
（
七
章
か
ら
）

の
章
立
て
は
、
「
一
」
か
ら
「
三
」
で
あ
る
。

注
（
1
）
に
同
じ
。

例
外
的
に
は
先
に
も
言
及
し
た
く
写
生
文
V
『
私
信
』
と
、
二
十
五
年
以
上
経
っ
た
昭
和
十
三
年
四
月
の
『
感
想
（
無
題
ご
（
注
2
2
）
が
あ
る
。

助
川
徳
是
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲
載
さ
れ
た
『
閑
居
』
『
お
隣
」
に
つ
い
て
、
「
不
具
（
「
閑
居
」
）
と
か
下
層
社
会
（
「
お
隣
」
）
と
か
い
っ
た
問
題

を
も
リ
リ
シ
ズ
ム
で
美
化
し
て
い
し
ま
う
こ
と
は
、
凡
そ
、
そ
れ
を
描
く
作
家
の
非
論
理
性
や
無
思
想
性
を
如
実
に
暴
露
し
て
し
ま
う
他
は
な
い
。

写
生
文
の
限
界
性
に
も
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
初
期
の
彌
生
子
に
後
年
の
知
的
分
析
力
を
予
想
し
、
同
質
の
分
析
方
法
を
あ
て
は
め
る
こ
と
は

極
め
て
危
険
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
L
（
『
野
上
彌
生
子
と
大
正
教
養
派
』
桜
楓
社
、
昭
和
五
十
九
）
と
論
じ
て
い
る
。

『
父
親
と
三
人
の
娘
』
は
昭
和
三
年
『
明
治
大
正
文
学
全
集
・
第
二
十
三
巻
』
（
春
陽
堂
）
に
収
め
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
い
く
つ
か
の
「
修
正
」
が

彌
生
子
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
文
末
を
「
る
」
止
め
か
ら
「
た
」
止
め
に
変
更
す
る
例
が
六
例
あ
る
。
た
と
え
ば
「
坐
つ
て
ゐ
る
」
か

ら
「
坐
つ
て
ゐ
た
」
に
す
る
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
彌
生
子
の
初
期
の
文
体
か
ら
遠
退
く
「
修
正
」
で
あ
る
。
ま
た
、
阪
本
四
方
太
が
「
写
生
の
方

便
と
し
て
大
に
利
益
が
あ
る
」
と
い
う
「
読
者
が
（
中
略
）
終
に
は
全
く
記
者
と
一
致
し
て
自
ら
観
察
す
る
や
う
に
感
ず
る
」
「
自
叙
体
」
（
明
治
三

十
九
．
七
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
九
ー
十
）
か
ら
も
離
れ
る
「
修
正
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
3
1
）
　
夏
目
漱
石
の
野
上
豊
一
郎
宛
書
簡
（
番
号
゜
。
口
“
明
治
四
十
・
六
・
二
十
六
）
に
「
八
重
子
さ
ん
に
は
オ
ー
ス
テ
ン
は
面
白
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
」

　
　
　
と
あ
り
、
彌
生
子
自
身
も
漱
石
か
ら
借
り
て
読
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
（
『
は
じ
め
て
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
を
読
ん
だ
話
』
（
昭
和
四
十
・
四
）
な
ど
）
。

（
3
2
）
　
昭
和
三
．
十
二
「
野
上
篇
解
説
」
で
「
『
父
親
と
三
人
の
娘
』
も
幾
ら
か
の
モ
デ
ル
が
あ
る
。
上
の
姉
は
私
の
小
学
校
時
代
の
お
友
だ
ち
で
あ
る
。
」

　
　
　
と
あ
る
。

（
3
3
）
　
彌
生
子
は
「
本
来
の
コ
ー
ス
か
ら
逸
脱
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
、
私
の
書
斎
主
義
で
は
同
調
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
す
」
（
瀬
沼
茂
樹
『
野
上
彌

　
　
　
生
子
の
世
界
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
・
一
）
、
あ
る
い
は
「
私
は
『
青
鞘
』
の
主
旨
に
賛
成
で
し
た
。
た
だ
、
私
に
は
、
女
が
度
々
会
合
を
も
つ
っ

　
　
　
て
い
う
よ
う
な
こ
と
に
は
な
か
な
か
つ
い
て
ゆ
け
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
決
し
て
否
定
す
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
」
（
注
1
4
）
と
語
っ
て
い
る
。

（
3
4
）
　
題
名
や
人
名
の
表
記
は
初
出
当
時
か
ら
幾
度
か
変
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
最
も
新
し
い
岩
波
文
庫
版
の
表
記
で
統
一
し
た
。

（
3
5
）
　
〔
『
ソ
ー
ニ
ャ
．
コ
ヴ
ァ
レ
フ
ス
カ
ヤ
』
「
序
」
〕
（
岩
波
文
庫
、
昭
和
八
・
六
）

（
3
6
）
　
〔
『
ソ
ー
ニ
ャ
．
コ
ヴ
ァ
レ
フ
ス
カ
ヤ
（
自
伝
と
追
想
）
』
「
序
」
〕
（
岩
波
文
庫
第
十
四
刷
改
版
、
昭
和
五
十
三
・
八
）

＊
引
用
に
お
い
て
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
読
み
仮
名
を
省
い
た
。
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野
上
彌
生
子
作
品
年
表
（
大
正
五
年
ま
で
）

年
　
月

ホ
ト
ト
ギ
ス
・
青
轄

中
央
公
論

婦
人
雑
誌

そ
の
他

明
治
三
九
年

明
暗
〈
三
月
　
明
治
女
学
校
卒
業
〉

四
〇
年
　
　
一
月

〈
漱
石
よ
り
「
明
暗
」
批
評
の
手
紙
を
受
け
取
る
〉

二
月

縁
（
ホ
）

⊥ハ

七
夕
さ
ま
（
ホ
）

七
月

佛
の
座

四
一
年
一
月

柿
羊
糞
（
ホ
）

紫
苑
（
新
小
説
）

三
月

お
隣
（
ホ
）

池
畔

十
月

病
人
（
ホ
）

十
二
月

女
同
士
（
国
民
新
聞
）

四
二
年
四
月

鳩
公
の
話
（
ホ
）

十
月

林
檎
（
ホ
）

十
二
月

墓
地
を
通
る
（
ホ
）

四
三
年
一
月

〈
長
男
素
一
出
生
〉

四
月

母
上
様
（
ホ
）
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⊥ハ

閑
居
（
ホ
）

十
月

飼
犬
（
ホ
）

十
二
月

人
形

四
四
年
二
月

墓
地
を
通
る
第
二
　
　
　
　
　
（
ホ
）

三
月

桃
の
咲
く
郷
（
少
女
の
友
）

四
月

芽
生
（
ホ
）

⊥
ハ
月

お
守
の
記
（
国
民
新
聞
）

七
月

楽
し
み
多
き
郊
外
生
活
　
　
（
婦
人
画
報
）

『
さ
し
ゑ
』
（
高
浜
清
編
　
光
華
堂
）
匂
（
読
売
新
聞
）

八
月

父
親
と
　
三
人
の
娘
（
ホ
）

九
月

禅
正
と
呼
ん
だ
鳩
　
　
（
婦
人
画
報
）

〈『

十
月

虫
干
の
半
日
　
　
（
婦
人
画
報
）

〈『

ﾂ
鞘
』
よ
り
退
社
〉

十
二
月

鳥
の
讃
美
（
ホ
）

一227一



四
五
年
一
月

秋
の
一
日
（
ホ
）

お
由
（
婦
女
界
）

巳
之
吉
の
或
日
（
東
京
日
日
新
聞
）

三
月

朋
輩
（
淑
女
の
か
・
み
）

四
月

夫
婦
者
（
ホ
）

曙
の
窓
よ
り
（
新
小
説
）

五
月

或
日
の
朝
食
前
（
ホ
）

六
月

女
の
心
（
女
学
世
界
）

大
正
元
年
　
八
月

テ
レ
ジ
ヤ
の
か
な
し
み

小
動
物
　
　
（
婦
人
画
報
）

九
月

京
之
助
の
居
睡

俊
平
さ
ん
の
話
　
　
（
婦
人
評
論
）

十
月

近
代
人
の
告
白

十
一
月

近
代
人
の
告
白
私
信
（
ホ
）

婦
人
記
者
の
下
脾
生
活
　
　
（
婦
人
画
報
）

菊
子
の
話
（
少
女
画
報
）

十
二
月

近
代
人
の
告
白

二
年
一
月

近
代
人
の
告
白

ア
ネ
モ
ネ
の
花
　
　
（
婦
人
評
論
）

初
夢
（
少
女
画
報
）

二
月

『
青
鞘
小
説
集
第
一
』
（
東
雲
堂
）

三
月

穀
れ
た
玩
具
の
馬
　
　
（
婦
人
画
報
）
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四
月

死
（
婦
人
評
論
）

六
月

月
桂
樹
と
唐
水
仙
　
　
（
婦
人
画
報
）

七
月

『
伝
説
の
時
代
』
（
尚
文
堂
）

九
月

〈
次
男
茂
吉
郎
出
生
〉

十
一
月

ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ァ
レ
フ
ス
カ
ヤ

指
輪

十
二
月

ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ア
レ
フ
ス
カ
ヤ

三
年
一
月

ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ア
レ
フ
ス
カ
ヤ

ね
た
み
（
処
女
）

二
月

ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ア
レ
フ
ス
カ
ヤ

手
紙
（
婦
人
画
報
）

三
月

ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ァ
レ
フ
ス
カ
ヤ

婦
代
の
讃
美
　
　
（
婦
人
画
報
）

四
月

新
ら
し
き
生
命

御
返
事
（
婦
人
画
報
）

五
月

ね
え
、
赤
さ
ま
ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ア
レ
フ
ス
カ
ヤ
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六
月

ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ア

染
井
よ
り

レ
フ
ス
カ
ヤ

（
婦
人
画
報
）

七
月

ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ァ

五
つ
に
な
る
児

レ
フ
ス
カ
ヤ

八
月

ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ア

俊
子
氏
に
就
い
て

染
井
よ
り

頬
白
頬
赤
（
上
）
（
少
女
画
報
）

レ
フ
ス
カ
ヤ

描
く
私
の
幻
影

（
婦
人
画
報
）

『
人
形
の
望
』
（
実
業
之
友
社
）

九
月

〈『

ﾂ
鞘
』
休
刊
〉

手
紙
を
書
く
日

頬
白
頬
赤
（
下
）
（
少
女
画
報
）

（
婦
人
画
報
）

あ
る
女
の
手
紙
（
新
日
本
）

或
夜
の
話
（
東
京
朝
日
新
聞
）

〈
父
角
三
郎
死
去
〉

十
月

ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ァ

レ
フ
ス
カ
ヤ

四
年
一
月

ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ア

レ
フ
ス
カ
ヤ

二
月

ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ァ

父
の
死
（
三
田
文
学
）

レ
フ
ス
カ
ヤ

噂
（
文
章
世
界
）

二
人
の
学
校
友
達
の
対
話
（
反
響
）

『
父
親
と
三
人
の
娘
』
（
現
代
名
作

集
9
　
鈴
木
三
重
吉
編
集
・
発
行
）
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三
月

¶
」

故
郷
よ
り
　
　
（
婦
人
画
報
）

洗
礼
の
日
（
新
潮
）
具
体
的
問
題
の
具
体
的
解
決
（
反
響
）
『
孤
蝶
馬
場
勝
彌
氏
立
候
補
後
援
現
代
文
集
』
（
実
業
之
友
社
）

四
月

K
男
爵
夫
人
の
遺
書

五
月

姉
妹
（
婦
人
画
報
）

六
月

悠
な
小
説
が
欲
し
い
（
時
事
新
報
）

七
月

家
（
婦
人
雑
誌
）

八
月

〈『

ﾂ
鞘
』
休
刊
〉

九
月

私
信

十
月

二
頭
の
子
馬

十
一
月

雛
子
（
少
女
画
報
）

十
二
月

雛
子
（
少
女
画
報
）

五
年
一
月

三
つ
の
話
　
　
（
婦
人
画
報
）

一231一



二
月

色
々
な
こ
と

雛
子
（
少
女
画
報
）

三
月

〈『

ﾂ
鞘
』
廃
刊
〉

雛
子
（
少
女
画
報
）

四
月

放
火
殺
人
犯

雛
子
（
少
女
画
報
）

五
月

職
業
的
婦
人
と
妻
（
女
学
雑
誌
）

七
月

運
命
（
文
章
世
界
）

九
月

渦
（
太
陽
）

十
一
月

『
新
し
き
命
』
（
岩
波
書
店
）

＊
『
』
は
単
行
本
。

＊
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
・
青
鞘
」
の
欄
に
お
け
る
（
ホ
）
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
掲
載
作
品
。
誌
名
未
記
入
の
作
品
は
、
『
青
鞘
』

＊
「
婦
人
雑
誌
」
の
名
称
は
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
に
拠
っ
た
。

＊
大
正
三
年
六
月
及
び
八
月
の
『
染
井
よ
り
』
は
、
『
全
集
』
で
は
『
染
井
よ
り
（
一
）
』
、
『
染
井
よ
り
（
二
）
』
と
あ
る
。

＊
『
ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ァ
レ
フ
ス
カ
ヤ
』
は
、
表
記
に
異
同
が
多
い
た
め
、
岩
波
文
庫
版
の
表
記
で
統
一
し
た
。

掲
載
作
品
。
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