
「
有
明
の
別
れ
」
論

l

「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」

と
の
比
較
を
通
し
て
｜

の
別
れ
」
と
い
う
物
語
の
本
質
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
「
と
り
か
へ

ば
や
」
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
は
、
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
「
と
り
か
へ
ば
や
」
に
は
「
古
と
り
か
へ
ば
や
」
と
そ
の

改
作
本
で
あ
る
「
今
と
り
か
へ
ば
や
」
の
古
今
二
種
の
物
語
が
存
在

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
「
古
と
り
か
へ
ば
や
」
は
早
く

に
散
逸
し
て
お
り
、
現
存
し
て
い
る
の
は
「
今
と
り
か
へ
ば
や
」
の

み
で
あ
る
。
よ
っ
て
現
在
に
お
い
て
「
有
明
の
別
れ
」
と
直
接
比
較

検
討
で
き
る
の
は
今
本
の
方
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
「
有

明
の
別
れ
」
と
「
今
と
り
か
へ
ば
や
」
両
者
の
構
想
、
場
面
描
写
、

文
章
、
語
句
な
ど
を
比
較
し
、
「
有
明
の
別
れ
」
に
お
け
る
「
今
と

り
か
へ
ば
や
」
の
影
響
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
「
有

明
の
別
れ
」
の
作
者
が
ど
の
よ
う
に
「
今
と
り
か
へ
ば
や
」
を
と
ら

え
、
ど
の
よ
う
に
意
識
し
て
取
り
込
み
、
自
分
独
自
の
物
語
を
作
り

出
し
て
い
こ
う
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

な
お
本
文
の
引
用
と
ペ
ー
ジ
数
は
全
て
「
有
明
け
の
別
れ

l
あ
る

男
装
の
姫
君
の
物
語
l
」
（
大
規
修
訳
・
注
創
英
社
）
、
「
校
注
と

序

十
二
世
紀
中
頃
か
ら
十
三
世
紀
初
頭
に
か
け
て
成
立
し
た
と
考
え

ら
れ
る
物
語
「
有
明
の
別
れ
」
は
、
「
無
名
草
子
主
1

）
」
に
初
め
て

「
『
有
明
の
別
れ
』
・
：
な
ど
は
、
言
葉
遣
ひ
な
だ
ら
か
に
耳
立
た
し

か
ら
ず
、
い
と
よ
し
と
思
ひ
て
見
も
で
ま
か
る
ほ
ど
に
、
い
と
恐
ろ

し
き
こ
と
ど
も
さ
し
ま
じ
り
て
、
何
事
も
醒
む
る
心
地
す
る
こ
そ
、

い
と
口
惜
し
け
れ
」
と
見
え
る
。
こ
の
「
有
明
の
別
れ
」
の
中
に
は

「
男
装
」
、
「
隠
れ
み
の
」
、
「
疑
死
事
件
」
、
「
天
人
降
下
事
件
」
な
ど

の
様
々
な
珍
し
い
趣
向
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
特

に
特
徴
的
な
も
の
は
、
「
男
装
の
姫
君
」
が
登
場
す
る
こ
と
で
あ
ろ

A
ノ。

こ
の
「
男
装
」
を
取
り
扱
っ
た
物
語
で
ま
ず
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、

同
じ
く
王
朝
末
期
に
成
立
し
た
「
と
り
か
へ
ば
や
」
で
あ
ろ
う
。

「
と
り
か
へ
ば
や
」
は
「
有
明
の
別
れ
」
の
少
し
前
に
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
、
今
ま
で
に
も
影
響
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
「
有
明

村

上

理

麻
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考
え
ら
れ
、
今
ま
で
に
も
影
響
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
「
有
明

り
か
へ
ば
や
物
語
」

（
鈴
木
弘
道
著
笠
間
書
院
）
に
よ
っ
た
。

第
一
章

「
今
と
り
か
へ
ば
や
」
と
の
比
較

第
一
節
構
想
の
比
較

「
有
明
の
別
れ
」
と
「
今
と
り
か
へ
ば
や
」
の
影
響
関
係
を
考
え

る
た
め
に
、
ま
ず
構
想
上
の
主
な
類
似
点
を
考
え
て
み
る
。
原
田
明

美
氏
に
よ
る
詳
し
い
指
摘
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
も
と
に
し
、
ま
た
中

村
氏
の
指
摘
｛
桂
三
や
自
分
の
意
見
を
加
え
な
が
ら
次
の
よ
う
に
ま
と

め
て
み
た
。
（
な
お
、
以
降
は
「
今
と
り
か
へ
ば
や
」
を
「
と
り
か

へ
ば
や
」
と
記
し
、
「
有
明
の
別
れ
」
と
「
と
り
か
へ
ば
や
」
の
女

主
人
公
を
そ
れ
ぞ
れ
「
女
大
将
（
女
院
）
」
・
「
女
中
納
言
」
と
す
る
）

一
女
主
人
公
の
男
装

二
女
主
人
公
の
人
柄
（
男
の
楽
器
で
あ
る
笛
に
優
れ
て
い
る
・
生

真
面
目
な
性
格
で
、
不
思
議
な
ほ
ど
身
を
慎
む
）

契
ら
ぬ
妻
（
有
明
の
別
れ

l
対
の
上
と
り
か
へ
ば
や
｜
四
の

君
）
を
持
つ
女
主
人
公

妻
の
密
通
に
よ
り
我
が
子
な
ら
ぬ
子
を
も
っ
女
主
人
公

男
（
有
明
の
別
れ

l
帝
と
り
か
へ
ば
や

l
宰
相
中
将
）
か
ら

男
装
を
見
破
ら
れ
て
契
り
を
交
わ
す
女
主
人
公

男
と
し
て
女
性
（
有
明
の
別
れ
i
承
香
肢
の
女
房
と
り
か
へ

ば
や

l
麗
景
肢
の
女
御
の
妹
君
）
と
歌
を
交
わ
す
女
主
人
公

女
装
に
戻
っ
た
あ
と
、
入
内
し
て
皇
太
子
を
産
む
女
主
人
公

四五
ム
ノ、七

男
装
の
姫
君
の
物
語
｜
」

（
大
槻
修
訳
・
注
創
英
社
）
、
一
枝
注
と

以
上
、
七
項
目
に
及
ぶ
類
似
点
が
み
ら
れ
る
。
構
想
の
上
で
は
か

な
り
の
類
似
点
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
類
似
点
を
考
え
て
み
る

と
「
有
明
の
別
れ
」
の
女
大
将
と
「
と
り
か
へ
ば
や
」
の
女
中
納
言

は
、
男
と
し
て
育
ち
、
契
ら
ぬ
妻
と
の
結
婚
、
失
掠
（
死
亡
）
、
入

内
、
立
后
と
い
う
一
生
の
大
ま
か
な
構
成
が
大
変
似
て
お
り
、
女
大

将
に
は
女
中
納
言
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、
こ
の
類
似
し
た
構
想
の
中
に
も
二
つ
の

作
品
に
お
い
て
異
な
っ
た
部
分
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

一
に
つ
い
て
「
と
り
か
へ
ば
や
」
で
は
女
装
を
し
て
尚
侍
と
な
っ

て
い
た
兄
弟
の
存
在
が
あ
り
、
女
中
納
言
は
後
に
男
装
か
ら
女
装
へ

戻
る
際
に
こ
の
兄
弟
と
入
替
わ
る
。
と
こ
ろ
が
「
有
明
の
別
れ
」
で

は
兄
弟
は
存
在
せ
ず
、
女
大
将
は
一
人
で
右
大
将
か
ら
事
前
に
設
定

さ
れ
て
い
た
幻
の
妹
君
に
な
り
す
ま
し
、
右
大
将
は
死
去
し
た
と
し

て
無
事
入
内
を
果
す
。
ま
こ
と
に
巧
妙
な
「
一
人
二
役
早
変
わ
り
（
守
】
」

が
行
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
な
ぜ
兄
弟
の
存
在
を
省
き
、

よ
り
複
雑
な
方
法
に
変
え
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
こ
れ
は

「
有
明
の
別
れ
」
の
作
者
が
、
女
の
方
に
焦
点
を
絞
っ
た
物
語
を
書

こ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

古
本
か
ら
今
本
へ
の
改
作
の
際
に
「
と
り
か
へ
ば
や
」
を
〈
女
の

物
語
〉
と
し
て
方
向
づ
け
よ
う
と
い
う
構
想
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
「
今
本
作
者
は
女
中
納
言
に
焦
点
を
定
め
て
、
物
語
を
展

開
さ
せ
る
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
男
装
を
解
く
た
め
の
便
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宜
そ
の
他
か
ら
女
装
の
兄
男
尚
侍
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
こ
と
に
し

た
の
だ
在
主
」
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
構
想
と
作
品
と
し
て
の
描
か
れ
方

と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
有
明
の
別
れ
」

は
こ
の
間
題
を
女
主
人
公
の
一
人
二
役
の
早
変
わ
り
で
解
消
し
得
た

と
い
え
よ
う
。

ま
た
三
に
お
い
て
は
、
女
で
あ
る
大
将
を
そ
れ
と
は
知
ら
ず
し
て

夫
に
持
ち
、
夫
以
外
の
男
と
の
密
通
に
よ
っ
て
子
を
産
む
と
い
う
対

の
上
は
「
と
り
か
へ
ば
や
」
の
四
の
君
か
ら
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
の
「
ま
こ
と
な
ら
ぬ
」
夫
婦
仲
は
か
な
り
様
子
が
異
な
っ

て
い
る
。
ま
ず
、
女
中
納
言
と
四
の
君
と
の
結
婚
は
周
囲
か
ら
薦
め

ら
れ
た
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
、
愛
情
も
そ
れ
ほ
ど
深
く
は
な
か
っ

た
。
後
に
四
の
君
は
宰
相
中
将
と
の
密
通
事
件
を
起
こ
し
、
そ
れ
か

ら
後
は
宰
相
中
将
の
方
へ
心
が
な
び
い
て
い
く
。
そ
し
て
四
の
君
は

最
後
ま
で
自
分
の
夫
が
女
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
女
中
納
言
が
兄

と
入
れ
代
わ
っ
た
こ
と
も
気
が
付
か
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
「
有
明
の
別
れ
」
の
女
大
将
が
対
の
上
を
妻
と
し
て
自
分

の
屋
敷
へ
連
れ
て
来
た
の
は
自
分
の
意
志
で
、
義
理
の
父
親
と
の
密

通
に
苦
し
ん
で
い
る
対
の
上
の
身
の
上
に
向
性
と
し
て
深
い
同
情
を

ょ
せ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
「
あ
り
し
よ
り
け
に
な
っ
か
し
く
あ
は
れ

に
ぞ
た
の
み
か
は
し
た
ま
へ
る
」
（
九
八
）
と
、
女
大
将
と
対
の
上

と
の
夫
婦
仲
に
は
深
い
愛
情
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
女
大
将
が
表
向
き

死
去
し
た
と
公
表
さ
れ
た
時
の
対
の
上
の
姿
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

対
の
上
は
、
物
語
全
体
を
通
し
て
吋
お
ほ
ど
か
に
あ
え
か
な
る
御

心
の
く
せ
」
（
一
八
八
）
と
い
う
よ
う
に
お
っ
と
り
し
た
性
格
の
女

性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
夫
で
あ
る
女
大
将
が
死
ん
だ
と
き
は
、

自
ら
尼
と
な
っ
て
し
ま
う
強
さ
を
見
せ
、
そ
れ
か
ら
後
は
密
通
の
相

手
の
三
位
中
将
と
も
関
係
せ
ず
、
子
供
達
の
養
育
に
専
念
す
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
後
に
女
院
と
な
っ
た
女
大
将
と
再
会
し
、
女
院
が
か
つ

て
の
夫
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
二
人
の
関
係
は
、
愛
情
を

友
情
に
変
え
て
続
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
対
の
上
の
立
場
も
女
大
将

の
正
妻
で
あ
り
、
そ
の
娘
と
息
子
は
中
宮
と
左
大
臣
に
な
る
。
こ
の

描
か
れ
方
は
、
後
に
男
大
将
（
女
中
納
言
の
兄
）
の
正
妻
に
な
れ
な

か
っ
た
四
の
君
と
対
照
的
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て
は
女
大
将
が
男
と
し
て
承
香
肢
で
歌
を
交
わ
し
た
女

房
の
構
想
は
、
「
と
り
か
へ
ば
や
」
で
女
中
納
言
麗
景
般
の
わ
た
り

で
歌
を
交
わ
し
て
語
ら
っ
た
麗
景
般
の
女
御
の
妹
君
と
の
関
係
を
踏

襲
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
承
香
般
の
女
房
と
麗
景
肢

の
妹
君
は
最
後
の
身
の
上
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
「
と
り
か
へ
ば

や
」
の
方
は
女
御
の
妹
君
は
、
女
中
納
言
が
兄
尚
侍
と
入
れ
替
わ
っ

た
後
に
そ
の
兄
と
本
当
の
契
り
を
結
び
そ
の
女
児
を
生
む
。
そ
し
て

物
語
の
最
後
に
は
そ
れ
な
り
に
幸
福
な
結
末
を
迎
え
る
。
そ
れ
に
対

し
て
「
有
明
の
別
れ
」
の
承
香
肢
の
女
房
は
大
将
が
死
去
し
た
と
公

表
さ
れ
た
あ
と
、
世
を
は
か
な
み
出
家
し
て
尼
と
な
り
、
後
に
は
悲

劇
的
な
最
後
を
迎
え
る
。
主
人
公
と
の
関
係
に
お
い
て
類
似
し
た
設

J
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死
去
し
た
と
公
表
さ
れ
た
時
の
対
の
上
の
姿
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

定
の
人
物
と
し
て
は
あ
ま
り
に
対
照
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
と
り
か
へ
ば
や
」
は
最
後
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
幸
せ
に
な
っ
た

と
い
う
い
わ
ば
大
団
円
で
終
わ
っ
て
い
る
。
「
古
代
の
物
語
の
結
末

に
は
、
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
、
内
容
の
な
い
、
ひ
た
す
ら
目
出
度
し

目
出
度
し
の
結
末
だ
け
を
強
調
す
る
形
式
だ
け
の
記
述
が
あ
る
韮
6

｝」。

「
と
り
か
へ
ば
や
」
は
「
ま
さ
に
古
代
物
語
の
典
型
と
い
っ
て
よ
い

結
構
を
有
す
る
｛
註
7
）
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
有
明
の
別
れ
」

は
あ
え
て
承
香
肢
の
女
一
房
の
最
後
を
悲
劇
的
に
演
出
し
、
指
命
に
翻

弄
さ
れ
る
人
間
の
姿
と
い
う
主
題
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
節
場
面
描
写
の
比
較

次
に
場
面
描
写
に
お
い
て
の
「
有
明
の
別
れ
」
と
「
と
り
か
へ
ば

や
」
の
類
似
点
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
引
用
文
に
よ
っ
て
対
比
す
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
原
田
氏
が
詳
し
く
あ
げ
て
お
ら
れ
る
在
旦
の
で
、

そ
の
場
面
は
省
略
し
、
そ
の
ほ
か
に
新
た
に
発
見
し
た
類
似
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
場
面
を
あ
げ
る
。

我
が
身
の
異
常
さ
を
思
い
悩
む
女
主
人
公

「
有
明
の
別
れ
」

知
れ
ぬ
御
心
は
、
世
と
と
も
に
世

づ
か
ぬ
身
の
も
て
な
し
を
の
み
、

「
い
か
に
し
て
こ
と
ぞ
」
と
思
ひ
な

や
ま
れ
て
：
・
（
四
四
）

「
と
り
か
へ
ば
や
」

な
ど
て
め
づ
ら
か
に
人
に
た
が
ひ

け
る
身
に
か
と
、
う
ち
ひ
と
り
ご
た

れ
つ
つ
・
：
（
一
回
）

あ
は
れ
わ
が
心
ひ
と
っ
こ
そ
人
に
た

が
へ
る
身
と
嘆
か
し
さ
の
絶
ゆ
る
時

な
け
れ
（
一

O
四）

劇
的
な
最
後
を
迎
え
る
。
主
人
公
と
の
関
係
に
お
い
て
類
似
し
た
設

・
両
方
の
女
主
人
公
と
も
に
自
分
の
身
の
上
を
世
間
一
般
で
は
な
い

と
自
覚
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
共
通
し
て
い
る
。

こ
ち
ぎ
ら
ぬ
妻
の
密
通
事
件

世
の
つ
ね
な
ら
ず
た
を
や
ぎ
す
ぎ

た
る
御
け
は
ひ
に
、
ひ
さ
し
く
し
み

か
へ
り
て
は
、
い
と
ど
お
そ
ろ
し
く

は
づ
か
し
き
に
、
一
言
葉
の
御
い
ら

へ
だ
に
え
の
た
ま
ひ
い
で
ず
。

例
の
御
身
は
な
れ
ぬ
侍
従
た
ど
り
き

た
り
。
「
ま
づ
、
こ
の
君
な
り
け
り
」

と
思
ふ
に
：
・
た
れ
も
い
み
じ
く
思
ひ

ま
ど
ひ
て
、
た
だ
お
し
い
づ
と
い
ふ

ば
か
り
に
さ
わ
が
し
き
こ
ゆ
る
に
せ

ん
か
た
な
く
て
、
い
み
じ
き
雨
に
し

を
れ
い
で
た
ま
ひ
ぬ
。
（
一
一
一
八
）

女
君
は
、
中
納
言
に
な
ら
ひ
て
、

人
は
た
だ
の
ど
や
か
に
、
恥
づ
か
し

う
う
ち
語
ら
ふ
事
よ
り
ほ
か
に
は
な

き
も
の
」
と
の
み
お
ぼ
す
に
・
：
（
一
一
一

五）
前
近
き
御
乳
母
子
の
左
衛
門
と
い

ふ
聞
き
つ
け
て
・
：
「
そ
の
人
な
り
け

り
」
と
開
く
も
、
あ
き
ま
し
う
い
み

じ
け
れ
ど
・
・
・
左
衛
門
い
ら
れ
わ
ぶ
れ

ば
、
い
で
ぬ
べ
き
心
地
も
せ
ね
ど
、

さ
り
と
て
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
泣

く
泣
く
心
の
か
ぎ
り
た
の
め
契
り
て
、

出
た
ま
ふ
心
地
夢
の
や
う
な
り
。

（
三
五
）
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・
ど
ち
ら
も
女
で
あ
り
優
し
く
語
る
だ
け
の
夫
に
慣
れ
て
い
た
妻
が
、

侵
入
し
て
き
た
男
に
脅
え
る
様
子
、
密
通
場
面
を
乳
母
子
の
女
房
一

人
が
気
づ
き
、
そ
の
こ
と
が
外
に
漏
れ
な
い
よ
う
に
働
く
所
な
ど
が

類
似
し
て
い
る
。

三
男
か
ら
男
装
を
見
破
ら
れ
、
契
り
を
交
わ
す
女
主
人
公

な
ほ
け
ぢ
か
く
て
は
さ
ら
に
い
は
一
判
叶
判
州
叫
判
U
叫
制
引
叶
み
る

ん
か
た
な
く
こ
ま
や
か
に
う
つ
し
げ
一
め
で
た
さ
は
、
も
の
に
も
あ
ら
ざ
り

な
る
を
：
・
さ
こ
そ
い
え
ど
、
い
と
す
一
け
り
。

く
や
か
に
も
て
は
な
れ
や
す
き
御
身
一
剖
削
川
ぺ
州
可
州
叶
U
引
制
引
制
U
H

の
ほ
ど
を
、
も
と
よ
り
人
の
と
あ
り
一
引
引
判
制
剖
引
則
引
副
U
剖
矧
制
判
、



か
か
り
を
え
お
ぼ
し
わ
か
ず
（
一
四

O）
 せ

ん
か
た
な
く
わ
び
し
く
、
「
つ

ひ
に
い
か
な
る
こ
と
い
で
こ
む
」
と

し
づ
心
な
く
か
な
し
き
に
、
涙
も
つ

づ
き
こ
ぼ
れ
つ
つ
、
い
み
じ
う
思
ひ

ま
ど
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
：
・

さ
こ
そ
か
ぎ
り
な
く
す
く
や
ぎ

（
マ
マ
）
た
ま
へ
ど
、
か
く
あ
き
ま

し
き
に
は
、
な
に
の
心
づ
よ
さ
に
か

な
ら
は
ん
。
（
一
四
二
）

と
り
こ
め
た
て
ら
れ
て
は
、
せ
ん
方

な
く
、
心
よ
わ
き
に
、
こ
は
い
か
に

し
つ
る
事
ぞ
と
、
人
わ
ろ
く
、
涙
さ

え
お
つ
る
に
（
入
二
）

－
こ
の
場
面
は
女
主
人
公
が
、
い
つ
も
は
男
と
し
て
気
丈
に
ふ
る
ま
っ

て
は
い
る
も
の
の
意
外
な
出
来
事
に
対
処
で
き
ず
、
本
来
の
女
性
的

な
心
理
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
様
子
が
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

ま
た
中
村
氏
は
「
有
明
の
別
れ
」
の
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
「
宮
宰

相
が
女
中
納
言
の
正
纏
を
知
っ
て
挑
む
と
い
ふ
『
と
り
か
へ
ば
や
』

の
構
想
も
ま
じ
っ
て
い
よ
う
韮
旦
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

四
男
か
ら
の
文
を
断
る
女
主
人
公

か
く
み
だ
れ
が
は
し
き
か
し
こ
ま

り
も
、
お
の
づ
か
ら
か
け
と
ど
め
侍

ら
ば
、
こ
と
さ
ら
な
ん
き
こ
ゆ
べ
き

こ
五
八
）

な
ほ
あ
は
れ
と
も
お
ぼ
し
め
さ
ば

か
く
か
た
は
な
る
人
め
を
つ
つ
ま
せ

た
ま
へ
（
一
六
O
）

③
か
か
ら
む
女
の
世
に
あ
ら
ま
し
か

刷
川
州
制
引
制
樹
剖
剖
叫
（
四
三

e
松
井

avvqc；
読
む
ま
何
ら
諮
号
、
初
島
診
を
duも
71－
g拍

44trir
ぇ
L
g
g曹
啓
泊
空
挺
修
飾
椴
惨
官
能
舵
傍
弘
事
常
降
毎
払
総
修
弘
拶
能

昼
よ
り
乱
り
心
地
く
る
L
う
て
え

対
面
た
ま
は
ら
ぬ
。
か
し
こ
ま
り
は

こ
と
さ
ら
に
ま
ゐ
り
て
な
ん
。
・
：
人

目
の
い
と
例
な
き
ヤ
う
な
る
を
同
じ

心
に
あ
ひ
お
ぽ
ほ
し
て
、
人
目
く
る

し
か
ら
ず
、
も
て
な
し
た
ま
は
ば
な

ん
、
ま
こ
と
に
深
き
御
心
と
は
知
る

べ
き
（
八
三
）

－
初
め
て
契
り
を
交
し
た
後
に
そ
の
相
手
か
ら
来
た
歌
を
断
る
場
面

で
あ
る
。
人
目
も
気
に
せ
ず
文
を
送
る
男
の
態
度
に
比
べ
、
女
大
将

も
女
中
納
言
も
冷
静
に
対
処
し
、
「
人
目
」
を
謹
む
よ
う
に
と
言
い

返
す
な
ど
し
っ
か
り
し
た
性
格
が
う
か
が
え
る
。

以
上
、
両
者
の
場
面
描
写
の
類
似
点
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
た
。

原
岡
氏
が
あ
げ
て
お
ら
れ
る
十
七
箇
所
に
も
お
よ
ぶ
類
似
し
た
場
面

と
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
場
面
設
定
に
お
い
て
「
有
明
の
別
れ
」

の
作
者
が
「
と
り
か
へ
ば
や
」
を
参
考
の
一
つ
に
し
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
節
文
章
・
語
句
の
比
較

次
に
、
文
章
や
語
句
に
つ
い
て
の
類
似
点
を
比
較
し
て
み
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
も
原
田
氏
が
十
二
項
目
あ
げ
て
お
ら
れ
る

sgの
で
、

こ
こ
で
は
そ
の
ほ
か
に
発
見
し
た
類
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
文
章

を
あ
げ
て
み
た
い
と
お
も
う
。
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「
有
明
の
別
れ
」

①
こ
れ
や
さ
は
入
り
・
て
し
げ
き
は
道

な
ら
ん
山
口
し
る
く
ま
ど
は
る
与
か

な
（
一
八
）

②
中
納
言
は
琴
の
音
の
み
心
に
か
か

り
て
「
か
か
る
や
う
な
る
夜
は
、
女

の
交
じ
り
た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
」

（
二
三
七
）

③
糾
叶
引
制
側
副
剖
剖
U
削
叫
（
一

八） 「
と
り
か
へ
ば
や
」

①
妹
の
姫
君
も
山
口
し
る
う
い
と
う

つ
く
し
げ
に
お
ひ
い
で
た
ま
へ
る

（ニニ
O）

＠
「
な
ほ
、
琴
は
女
の
手
の
ま
じ
り

て
こ
そ
、
あ
や
し
く
あ
は
れ
そ
ふ
も

の
な
れ
（
二
一
三
ハ
）



＠
産
霊
の
神
の
心
む
け
は
（
五
六
）

⑤
刈
利
剣
劇
叫
引
制
刑
制
判
制
叫
ん

に
は
す
ぎ
て
、
あ
て
に
め
で
た
く
ぞ

御
覧
じ
な
さ
る
る
。
（
一
四
八
）

＠
判
制
削
引
引
側
聞
剖
U
削
U
剖
刷

か
ず
な
ら
ぎ
り
け
り
。
（
一
入

O
）

①
御
格
子
は
き
さ
せ
た
ま
へ
る
か
。

あ
や
し
く
人
の
け
は
ひ
す
る
心
地
こ

そ
す
れ
（
三
五
回
）

か－
A

る
女
の
ま
た
あ
ら
ん
時
、
わ

が
い
か
ば
か
り
心
を
つ
く
し
ま
ど
は

パ
叫
（
八
一
）

t

＠
む
す
ぷ
神
の
契
り
（
九
七
）

⑤
桂
の
袖
に
、
入
尺
あ
ま
り
た
ら
ん

髪
よ
り
も
、
う
つ
く
し
げ
に
ぞ
見
ゆ

る
（
一
九
五
）

⑥
よ
そ
に
御
覧
じ
っ
る
よ
り
も
、
ち

か
ま
き
り
は
こ
よ
な
く
お
ぼ
さ
れ
て

（ニ
O
入）

⑦
妻
戸
か
け
な
ど
し
て
、
「
あ
や
し

く
人
気
の
す
る
と
そ
、
む
く
つ
け
け

れ
」
（
二

O
八）

中
村
氏
は
、
①
を
引
用
し
て
い
る
「
と
り
か
へ
ば
や
」
の
歌
を

「
引
歌
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
韮

3
、
②
を
「
『
と
り
か

へ
ば
や
』
の
本
文
と
若
干
の
関
係
が
あ
ら
主
主
】
」
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
。以

上
見
て
き
た
よ
う
に
、
構
想
の
上
に
お
い
て
も
場
面
描
写
、
文

章
・
語
句
の
上
に
お
い
て
も
か
な
り
の
類
似
点
が
あ
り
、
「
有
明
の
別

れ
」
が
「
今
と
り
か
へ
ば
や
」
か
ら
甚
大
な
影
響
を
う
け
て
い
る
と

い
う
と
と
が
分
か
る
。
古
本
か
ら
の
直
接
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
し
、

他
の
先
行
物
語
と
の
比
較
も
行
っ
て
い
な
い
以
上
、
こ
の
比
較
の
結

果
は
推
測
の
範
囲
を
出
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
を

考
慮
し
て
も
「
有
明
の
別
れ
」
の
作
者
が
「
今
と
り
か
ば
へ
や
」
を

読
み
、
色
々
な
構
想
や
趣
向
を
そ
こ
か
ら
取
り
入
れ
た
こ
と
は
明
ら

K
L
カ
由
主
屯
刻
ゼ
ま
L
P
E
二』

一と

か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
た
だ
構
想
や
趣
向
を
ま
ね
る
だ
け
で
は
な

く
、
独
自
の
構
想
や
考
え
を
作
品
の
中
に
盛
り
込
ん
で
い
っ
た
こ
と

も
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
で
は
「
有
明
の
別
れ
」
の
作
者
は
、

「
と
り
か
へ
ば
や
」
の
ど
の
よ
う
な
点
に
影
響
を
受
け
、
ど
ん
な
意

識
で
自
分
の
作
品
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
有
明
の
別
れ
」
の
物
語
の
構
想
は
巻
一
の
第
一
部
と
巻
一
一
、
コ
一

の
第
二
部
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
第
一
部
は
女
大
将
が

主
人
公
で
、
男
装
を
し
て
活
躍
し
た
後
女
装
に
戻
り
女
御
と
し
て
入

内
し
皇
子
を
出
産
、
立
后
の
あ
と
女
院
に
昇
る
ま
で
の
話
で
あ
る
。

巻
二
以
降
の
第
二
部
で
は
そ
の
女
院
の
表
面
上
の
甥
で
あ
る
左
大
臣

が
主
人
公
と
な
る
。
だ
が
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
類
似
点
を
見
て
み
る

と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
女
大
将
が
主
人
公
で
あ
る
巻
一
に
集
中
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
第
一
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
物
語
の
構

成
に
お
い
て
も
両
者
の
女
主
人
公
に
多
く
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。

つ
ま
り
「
と
り
か
へ
ば
や
」
か
ら
の
影
響
の
多
く
は
、
女
主
人
公
の

造
形
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
原
田
氏
は
「
有
明
の

別
れ
」
に
見
え
る
「
と
り
か
へ
ば
や
」
の
影
響
に
つ
い
て
、
「
と
も

に
『
男
装
』
と
い
う
奇
想
を
趣
向
の
一
つ
と
し
て
取
り
組
ん
だ
以
上
、

物
語
展
開
の
上
で
、
宿
命
的
と
も
い
う
べ
き
類
似
性
の
保
持
に
及
ん

だ
ケ
l
ス
も
考
え
ら
れ
よ
う

sg」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
だ
が
は

た
し
て
両
者
の
類
似
性
が
男
装
と
い
う
共
通
の
趣
向
だ
け
で
説
明
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
有
明
の
別
れ
」
の
作
者
は
も
っ
と
「
今
と
り
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か
へ
ば
や
」
と
い
う
作
品
を
意
識
し
て
取
り
込
み
、
そ
れ
を
越
え
た

自
分
独
自
の
物
語
を
創
ろ
う
と
い
う
超
克
の
試
み
が
あ
っ
た
よ
う
に

思
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
二
章
で
は
ど
の
よ
う
な
意
識
で
独
自
の

物
語
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
第
一
章
で
示
し
た
構
想
の
類

似
点
と
相
違
点
を
手
が
か
り
と
し
て
、
特
に
共
通
点
の
多
い
女
主
人

公
と
そ
の
人
間
関
係
を
中
心
に
考
え
て
い
こ
う
と
思
う
。

第
二
章

「
と
り
か
へ
ば
や
」
の
受
容

第
一
節
対
の
上
と
四
の
君

こ
の
二
人
は
、
同
じ
よ
う
な
立
場
に
あ
る
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、

性
格
の
描
か
れ
方
に
も
か
な
り
の
差
が
見
ら
れ
る
。

「
と
り
か
へ
ば
や
」
で
四
の
君
は
、
宰
相
中
将
と
の
密
通
後
し
だ

い
に
中
将
に
ひ
か
れ
て
い
く
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
性
格
は
、

周
り
か
ら
は
「
子
め
か
し
か
ら
む
」
と
い
わ
れ
表
面
は
幼
く
見
え
な

ら
、
そ
の
心
の
中
に
は
密
通
を
夫
に
知
ら
れ
な
が
ら
宰
相
中
将
と
の

交
際
を
続
け
る
ほ
ど
の
情
熱
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
四
の

君
は
、
そ
の
夫
を
裏
切
る
と
い
う
行
動
か
ら
か
「
無
名
草
子
在
日
】
」

に
お
い
て
も
「
四
の
君
ぞ
、
こ
れ
は
憎
き
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
古

本
で
は
、
「
あ
ら
ま
ほ
し
く
よ
き
人
」
と
い
わ
れ
た
四
の
君
が
今
本

で
は
こ
の
よ
う
に
反
対
の
性
格
づ
け
を
さ
れ
た
の
は
、
今
本
の
作
者

の
改
作
意
図
に
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
今
と
り
か
へ
ば

や
」
に
お
い
て
は
、
宰
相
の
中
将
を
聞
に
お
き
な
が
ら
、
情
に
流
さ

れ
な
い
知
的
な
女
性
と
し
て
の
女
中
納
言
と
感
情
で
動
い
て
し
ま
う

女
性
と
し
て
の
四
の
君
を
対
照
的
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
中
納

言
の
自
立
し
た
性
格
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
対
の
上
は
、
こ
れ
と
は
逆
に
素
晴
ら
し
い
女
性
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
女
大
将
と
の
夫
婦
関
係

も
良
好
で
あ
っ
た
。
性
格
も
「
い
と
せ
め
て
う
つ
く
し
き
御
心
の
く

せ
」
（
一
八
八
）
と
、
そ
の
美
貌
と
と
も
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
対
の
上
の
性
格
は
、
や
は
り
女
主
人
公
で
あ
る
女
中
納

言
と
対
比
す
る
た
め
だ
っ
た
と
考
え
る
。
対
の
上
は
「
も
と
よ
り
た

ど
た
ど
し
き
御
く
せ
は
な
に
を
な
に
と
も
わ
か
れ
た
ま
ふ
ま
じ
」

（
一
八
六
）
な
ど
た
よ
り
な
い
性
格
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
自
意

識
が
弱
い
は
か
な
げ
な
女
性
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
女
大
将
は
強

い
自
我
を
持
っ
た
男
勝
り
の
性
格
で
あ
る
。
こ
の
対
照
的
な
二
人
の

女
性
は
巻
二
以
降
、
女
院
の
表
面
上
の
甥
で
あ
り
対
の
上
の
息
子
で

あ
る
左
大
臣
に
よ
り
比
較
さ
れ
る
。
そ
し
て
左
大
臣
は
こ
の
二
人
の

女
性
を
理
想
の
女
性
と
し
て
考
え
、
し
か
も
「
ま
た
た
ぐ
ひ
き
こ
え

さ
せ
た
る
人
の
あ
り
が
た
き
こ
そ
、
く
ち
を
し
け
れ
」
（
二
二
六
）

と
い
っ
て
女
院
の
方
に
よ
り
高
い
評
価
を
下
し
、
女
院
を
恋
い
慕
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
・
内
大
臣
の
そ
れ
ぞ
れ
の
美
し
い
娘
を
妻

と
し
な
が
ら
、
最
後
ま
で
こ
の
女
院
に
な
ら
ぶ
ほ
ど
の
女
性
を
見
い

だ
せ
ず
に
お
わ
る
我
が
身
の
不
運
を
嘆
き
、
第
二
部
で
は
そ
の
苦
悩

が
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
よ
り
な
く
女
ら
し
い
対
の
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や
」
に
お
い
て
は
、
宰
相
の
中
将
を
聞
に
お
き
な
が
ら
、
情
に
流
さ

明

上
と
、
男
と
し
て
生
き
て
い
た
女
院
と
、
ど
ち
ら
が
「
有
明
の
別
れ
」

の
作
者
の
理
想
の
女
性
像
で
あ
っ
た
か
は
、
左
大
臣
の
評
価
か
ら
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
女
院
と
い
う
男
装
の
経
験
を
活
か
し
て
誇

り
高
く
生
き
る
女
性
の
魅
力
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
対
の
上
を
女

ら
し
い
女
性
と
し
て
描
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

第
二
節
帝
と
宰
相
中
将

女
大
将
と
女
中
納
言
は
、
ど
ち
ら
も
男
か
ら
男
色
を
し
か
け
ら
れ

そ
の
結
果
男
装
を
見
破
ら
れ
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

相
手
の
身
分
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
「
と
り
か
へ
ば
や
」
で
女

中
納
言
が
男
装
を
見
破
ら
れ
る
の
は
同
僚
の
宰
相
中
将
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
「
有
明
の
別
れ
」
の
女
大
将
は
時
の
帝
で
あ
る
。
こ
の
初

め
て
契
る
男
性
の
違
い
が
女
大
将
と
女
中
納
言
が
入
内
し
て
後
の
帝

と
の
関
係
の
差
と
な
っ
て
現
れ
る
。
「
と
り
か
へ
ば
や
」
で
は
帝
は

尚
侍
と
な
っ
た
女
中
納
言
を
寵
愛
す
る
が
、
彼
女
が
処
女
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
い
ぶ
か
し
く
思
い
、
失
望
す
る
。
一
方
「
有
明
の
別
れ
」

の
方
は
、
帝
の
女
主
人
公
へ
の
寵
愛
は
「
と
り
か
へ
ば
や
」
以
上
で

あ
る
。
そ
れ
は
帝
が
女
主
人
公
の
男
装
の
こ
ろ
を
知
っ
て
お
り
、
し

か
も
そ
の
秘
密
を
暴
い
た
の
は
帝
自
身
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
世
と
と

も
に
こ
の
も
し
き
も
の
に
思
ひ
そ
め
た
ま
ひ
に
し
な
ど
り
、
御
日
と

ま
る
こ
と
お
ほ
か
る
べ
し
」
（
一
八

O
）
。
つ
ま
り
帝
は
男
装
時
代
も

含
め
て
女
院
を
愛
し
た
の
で
あ
り
、
二
人
で
女
院
が
女
大
将
で
あ
っ

た
こ
ろ
の
こ
と
を
懐
か
し
む
ほ
ど
の
仲
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
帝
は

が
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
E

た
よ
り
な
く
女
E
L
L実
¢

女
院
の
男
装
時
代
を
正
当
に
評
価
し
、
女
大
将
に
匹
敵
す
る
才
能
の

あ
る
人
物
が
現
在
に
い
な
い
こ
と
を
残
念
に
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
男
装
時
代
の
女
中
納
言
を
「
あ
は
む
る
」
宰
相
中
将
の
姿
勢
と
は

違
っ
て
い
る
。
宰
相
中
将
は
女
装
に
戻
っ
た
女
中
納
言
に
対
し
て
彼

女
の
男
装
を
「
わ
が
身
を
あ
ら
ぬ
に
か
へ
て
す
ぐ
し
た
ま
へ
る
こ
と
、

あ
る
べ
き
こ
と
な
ら
ず
」
（
一
一
八
）
と
非
難
す
る
。
ま
た
両
女
主

人
公
の
最
終
的
な
身
分
も
違
っ
て
い
る
。
「
と
り
か
へ
ば
や
」
で
女

中
納
言
は
尚
侍
と
し
て
出
仕
し
、
帝
と
契
っ
た
後
に
女
御
に
な
り
立

后
し
て
国
母
の
地
位
に
つ
く
が
、
「
有
明
の
別
れ
」
の
方
で
は
女
大

将
は
女
御
と
し
て
華
々
し
く
入
内
す
る
。
そ
し
て
中
宮
に
立
后
し
、

女
院
の
地
位
ま
で
得
て
い
る
。

「
と
り
か
へ
ば
や
」
で
は
、
後
に
帝
は
中
宮
と
な
っ
た
女
中
納
言

と
関
係
が
あ
っ
た
相
手
が
宰
相
中
将
で
あ
り
、
宰
相
中
将
の
息
子
が

中
宮
の
子
供
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
し
か
し
、
帝
が
知
る
の
は
そ
こ

ま
で
で
、
彼
女
．
か
元
の
中
納
言
で
あ
る
こ
と
に
は
全
く
気
が
付
か
な

い
。
そ
し
て
最
後
ま
で
女
中
納
言
の
秘
密
は
守
ら
れ
た
ま
ま
物
語
は

終
わ
っ
て
い
る
。
中
宮
の
幸
福
の
た
め
に
、
帝
は
そ
れ
以
上
の
事
実

を
知
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
知
る
こ
と
の

抑
制
在
当
」
が
働
い
て
い
る
と
言
う
。
物
語
を
円
滑
に
進
め
終
わ
ら

せ
る
た
め
に
こ
の
「
知
る
こ
と
の
抑
制
」
が
「
と
り
か
へ
ば
や
」
で

は
、
帝
だ
け
で
な
く
色
々
な
人
物
や
場
面
に
認
め
ら
れ
る
。
四
の
君

は
最
後
ま
で
夫
の
中
納
言
が
女
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
終
わ
り
、
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「
無
名
草
子
｛
注
目
】
」
で
「
い
み
じ
く
心
劣
り
す
れ
」
と
非
難
さ
れ
る
。

宰
相
中
将
と
女
中
納
言
の
息
子
も
、
後
に
股
上
し
て
中
宮
と
な
っ
た

女
中
納
言
と
再
会
し
、
彼
女
が
自
分
の
母
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
が
、

そ
れ
を
父
親
の
宰
相
中
将
や
乳
母
に
す
ら
語
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
と
り
か
へ
ば
や
」
で
は
秘
密
を
知
っ
て
い
る
も
の
た
ち
が
皆
口
を

つ
ぐ
み
、
秘
密
は
守
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
皆
が
幸
せ
に
な
る
と
い
う

結
末
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
有
明
の
別
れ
」

で
は
帝
を
は
じ
め
対
の
上
も
女
院
が
か
つ
て
の
右
大
将
で
あ
る
こ
と

を
知
る
。
ま
た
三
位
中
将
は
自
分
と
対
の
上
と
の
密
通
に
よ
っ
て
生

ま
れ
た
娘
が
中
宮
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
中
宮
も
自
分
の
本

当
の
父
親
が
三
位
中
将
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
自
分
は
故
右
大
将

（
現
在
の
女
院
）
と
対
の
上
の
娘
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
中
宮
は
、

知
ら
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
嘆
き
、
そ
れ
を
知
ら
せ
た
侍
従
も
後
悔

に
苦
し
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
と
り
か
へ
ば
や
」
が
避
け
た
、
知

る
こ
と
に
よ
り
不
幸
に
な
る
場
合
を
描
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
作
品
の
最
後
の
場
面
に
お
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
女

院
を
か
つ
て
の
右
大
将
で
あ
っ
た
人
と
は
知
ら
ず
、
叔
母
で
あ
る
と

思
い
禁
断
の
恋
に
悩
む
左
大
臣
。
事
の
全
て
を
知
っ
て
い
る
侍
従
が
、

そ
の
左
大
臣
に
全
て
を
語
ろ
う
と
す
る
場
面
で
物
語
は
終
わ
っ
て
い

る
。
こ
れ
よ
り
後
は
物
語
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
散

逸
し
て
し
ま
っ
た
の
か
は
ま
だ
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
作
者
の
そ
れ

ま
で
の
創
作
態
度
か
ら
考
え
る
と
、
作
者
は
左
大
臣
に
真
相
を
告
げ

る
物
語
を
用
意
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
生
ま

れ
る
左
大
臣
と
女
院
の
新
た
な
苦
悩
、
そ
れ
は
こ
の
物
語
の
続
き
に

ふ
さ
わ
し
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は

「
と
り
か
へ
ば
や
」
の
古
代
物
語
の
形
式
ど
お
り
の
結
末
に
比
べ
て

も
、
よ
り
現
実
的
で
し
か
も
発
展
性
の
あ
る
結
末
で
あ
る
と
い
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
節
女
大
将
と
女
中
納
言

最
後
に
両
者
の
女
主
人
公
の
描
か
れ
方
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
る
。

二
つ
の
物
語
の
女
主
人
公
が
最
も
異
な
る
の
は
、
女
装
、
つ
ま
り
本

来
の
姿
に
も
ど
っ
た
後
の
態
度
で
あ
ろ
う
。
「
と
り
か
へ
ば
や
」
の

女
中
納
言
は
宰
相
中
将
と
契
り
を
結
ん
だ
後
妊
娠
し
失
綜
す
る
。
そ

し
て
宇
治
で
女
の
姿
に
戻
っ
た
後
は
「
い
と
あ
り
つ
き
女
ざ
ま
に
な

り
は
て
て
、
・
：
今
や
わ
が
身
か
く
で
あ
る
べ
き
ぞ
か
し
と
思
い
知
り
、

な
よ
な
よ
と
も
て
な
し
た
る
は
あ
り
し
人
と
も
お
ぼ
え
ず
」
（
一
ニ

四
）
と
全
く
女
性
ら
し
い
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
す
ぐ
に
男
装

時
代
を
諦
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
入
内
し
た
後
に
も
女
中
納
言
が

思
い
だ
し
て
嘆
く
の
は
ほ
と
ん
ど
が
宇
治
に
残
し
て
き
た
わ
が
子
の

こ
と
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
の
姿
は
中
納
言
と
し
て
活
躍
し
て
い
た

男
装
の
こ
ろ
と
比
べ
る
と
「
ど
こ
か
抜
け
殻
の
よ
う
で
生
気
に
乏
し

く
産
担
」
、
国
母
と
な
っ
た
そ
の
最
後
も
形
式
的
な
幸
福
を
描
い
た
も

の
の
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
有
明
の
別
れ
」
の
女
大
将

は
入
内
し
た
後
も
、
「
あ
は
れ
に
こ
ひ
し
く
思
い
い
で
ら
れ
た
ま
ふ
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ま
で
の
創
作
態
度
か
ら
考
え
る
と
、
作
者
は
左
大
臣
に
真
相
を
告
げ

ふ
し
の
み
お
ほ
か
り
」
（
一
七
八
）
「
す
ぎ
し
か
た
こ
ひ
し
き
に
：
・

つ
く
づ
く
と
う
ち
泣
か
れ
た
ま
ふ
こ
と
お
ほ
か
り
」
（
一
九

O
）

「
あ
さ
ま
な
り
し
御
身
の
と
ひ
し
く
お
．
ほ
し
い
で
ら
る
る
」
（
一
九

一
一
）
「
雪
つ
も
る
王
の
う
て
な
は
か
は
ら
ね
ど
、
な
れ
し
わ
が
身
の

か
げ
ぞ
と
ひ
し
き
」
（
一
九
四
）
な
ど
、
男
装
時
代
を
「
こ
ひ
し
く
」

思
い
女
の
身
に
落
ち
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

「
と
り
か
へ
ば
や
」
の
女
中
納
言
が
得
た
「
国
母
」
の
地
位
の
上
に

「
女
院
」
の
称
号
ま
で
得
な
が
ら
男
装
時
代
を
懐
か
し
み
、
ま
た
か

つ
て
の
自
分
に
匹
敵
す
る
才
能
を
持
っ
た
人
物
が
い
な
い
こ
と
を
残

念
に
思
い
、
「
げ
に
御
身
を
わ
け
た
ら
ば
、
い
づ
か
た
に
も
い
み
じ

き
も
の
の
は
え
な
ら
ま
し
と
ぞ
く
ち
お
し
き
」
（
一
九
二
）
と
ま
で

思
う
の
で
あ
る
。
女
大
将
は
「
人
間
と
し
て
生
き
た
し
た
た
か
な
自

己
主
張
の
度
合
い
は
、
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
女
主
人
公
よ
り
も
一

段
と
進
ん
で
い
る
s
g
o
自
分
が
持
つ
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
よ
り

深
い
理
解
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
二
人
の

女
主
人
公
の
違
い
が
、
両
作
品
の
作
者
の
女
性
に
対
す
る
意
識
の
違

い
も
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

「
有
明
の
別
れ
」
で
は
、
同
じ
男
装
の
姫
君
の
女
心
の
遍
歴
を
描
い

た
「
と
り
か
へ
ば
や
」
よ
り
も
一
層
深
い
女
性
の
可
能
性
に
た
い
す

る
追
求
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
辛
島
氏
は
、
五
十
嵐
氏
が

か
つ
て
「
今
と
り
か
へ
ば
や
」
を
「
婦
女
子
の
如
き
文
武
の
男
子
と
、

思
ひ
あ
が
っ
た
才
援
と
が
似
而
非
風
雅
と
愛
欲
と
に
日
を
送
っ
た
当

は
入
内
し
た
後
も
、
一
あ
は
れ
に
こ
ひ

L
く
居
し
し
て

q
t・－
1
J

代
の
影
と
す
れ
ば
、
ま
た
時
代
自
ら
の
描
い
た
一
種
の
劇
画
と
見
る

こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
よ
と
述
べ
た
の
に
対
し
、
こ
れ
に
は

「
直
感
的
に
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
に
内
在
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的

傾
斜
を
臭
ぎ
と
っ
て
、
生
理
的
に
排
斥
し
よ
う
と
し
た
気
配
が
感
じ

ら
れ
る
。
し
か
し
、
逆
に
い
え
ば
、
半
世
紀
以
上
前
に
既
に
五
十
嵐

は
こ
の
物
語
の
本
領
が
透
け
て
見
え
て
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
在
翌
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
有
明
の
別
れ
」
の
作
者
も
ま
た
「
と
り
か

へ
ば
や
」
に
内
在
す
る
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
傾
斜
」
を
無
意
識
に
つ

か
み
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
「
今
と
り
か
へ

ば
や
」
で
は
不
完
全
で
終
わ
っ
た
「
誇
り
高
く
自
ら
を
偽
ら
ず
に
生

き
る
女
」
の
創
造
を
、
自
分
の
物
語
の
中
で
試
み
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
「
男
装
」
を
は
じ
め
、
「
無
名
草
子
」
で
は

非
難
さ
れ
る
よ
う
な
様
々
な
趣
向
を
あ
え
て
取
り
入
れ
、
自
分
独
自

の
美
的
世
界
を
創
り
出
し
、
そ
の
中
で
自
分
が
理
想
と
す
る
女
性
の

生
き
方
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
女
主
人
公
が
男
に
伍
し
て
彼
等
を
凌
駕
す
る
に
は
男
装
が
必
要

で
あ
っ
た
（
在
ぎ
」
。
「
有
明
の
別
れ
」
の
作
者
が
「
と
り
か
へ
ば
や
」

か
ら
「
男
装
の
女
性
」
と
い
う
趣
向
を
取
り
入
れ
た
理
由
は
、
ま
さ

に
こ
の
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
趣
向
と
同
時
に

「
女
性
の
可
能
性
」
と
い
う
テ
l
マ
を
も
受
け
継
ぎ
、
し
か
も
そ
れ

を
よ
り
発
展
さ
せ
た
物
語
を
創
り
得
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
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以
上
、
「
有
明
の
別
れ
」
と
い
う
物
語
に
つ
い
て
、
「
と
り
か
へ
ば

や
」
と
の
比
較
を
中
心
に
考
察
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
そ
の
構
想
、

場
面
描
写
、
文
章
・
語
句
な
ど
に
類
似
点
を
数
多
く
発
見
し
、
「
有

明
の
別
れ
」
が
現
存
の
「
今
と
り
か
へ
ば
や
」
か
ら
多
大
な
影
響
を

受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
有
明
の
別
れ
」

の
作
者
が
単
に
「
と
り
か
へ
ば
や
」
の
「
男
装
」
と
い
う
趣
向
だ
け

に
興
味
を
持
ち
取
り
込
ん
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は

「
と
り
か
へ
ば
や
」
と
い
う
物
語
を
越
え
よ
う
と
い
う
意
識
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
有
明
の
別
れ
」
の
作
者
は
「
と
り
か
へ
ば
や
」
の
「
男
装
」
と

い
う
趣
向
そ
の
も
の
よ
り
も
、
女
中
納
言
の
姿
に
、
女
主
人
公
に
ふ

さ
わ
し
い
魅
力
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
「
と
り
か
へ
ば
や
」

で
は
、
女
を
中
心
と
し
た
物
語
に
す
る
こ
と
も
、
ま
た
女
性
の
可
能

性
の
追
求
と
い
う
試
み
も
不
完
全
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
主
題
と
し
て

女
中
納
言
の
苦
悩
す
る
姿
、
心
の
遍
歴
を
追
い
な
が
ら
、
宿
命
と
い

う
主
題
も
単
な
る
「
時
代
化
粧
『
注
き
」
と
し
て
描
か
れ
た
だ
け
で
終

わ
っ
て
い
る
。
辛
島
氏
は
、
女
中
納
言
に
つ
い
て
「
男
装
を
断
念
し

て
女
に
戻
る
こ
と
は
、
一
つ
の
挫
折
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
そ
の
不

満
は
「
も
し
や
国
母
の
栄
光
を
極
め
る
こ
と
で
解
消
さ
れ
る
も
の
な

の
か
｜
熱
心
な
読
者
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
ん
な
だ
い
そ
れ
た
疑

結
び

聞
に
出
会
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
在
忍
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

の
「
有
明
の
別
れ
」
の
作
者
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
「
熱
心
な
読
者
」

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
有
明
の
別
れ
」
の
作
者
は
、

男
装
の
女
主
人
公
を
よ
り
魅
力
的
に
描
き
、
地
位
を
高
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
疑
問
に
答
え
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時

に
、
宿
命
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
強
く
生
き
る
人
間
の
姿
を
、
自
分

独
自
の
美
的
世
界
の
中
で
描
く
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
作
者
の
態
度
が
、
特
異
な
趣
向
を
数
多

く
含
み
な
が
ら
、
し
か
も
い
た
ず
ら
に
猟
奇
趣
味
に
落
ち
る
こ
と
の

な
い
、
文
学
的
価
値
を
保
ち
続
け
る
「
有
明
の
別
れ
」
と
い
う
作
品

を
作
り
得
た
と
い
え
よ
う
。
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