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太
宰

『
人
間
失
格
』
一
諭
|
|
葉
蔵
の

治

序
!!! 『

人
周
失
絡
』
は
昭
和
一
一
一
二
年
雑
誌
「
展
裳
」
六
、
七
、
八
月
号
に
逮
載
小
説
と
し
て

掲
載
さ
れ
た
せ
そ
の
逮
載
の
第
一
闘
が
発
表
さ
れ
た
約
一
ヶ
月
後
の
六
月
一
三
目
、
太
宰

治
は
山
崎
官
果
と
玉
川
上
水
に
投
身
自
殺
を
し
、
一
九
日
に
は
遺
体
が
発
見
さ
れ
た
。
「
展

望
」
七
旦
号
に

『人
間
失
格
』
の
第
二
回
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
事
件
の
最

中
で
あ
っ
た
。
こ
の
太
宰
自
身
の
自
殺
に
よ
る
死
が
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に

『人
閉
失
椅
」

を
〈
太
宰
の
遺
書
V

と
読
者
が
受
け
取
る
よ
う
図
ら
ず
も
方
向
づ
け
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ

は
こ
の
管
聞
の
悲
劇
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
発
表
持
期
と
太
宰
の
自
殺
が
重
な
っ
た
こ
と
で
、

鯵
し
い
数
の
追
悼
文
と
論
評
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
こ
の
時
期
に
発
表
さ
れ
た

『人
間
失
格
」

の
論
評
に
は
追
悼
的
な
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
作
品
理
解
を
太
宰
自
身
に
還
元
し
投
影
す
る
「
私
小
起
、
も
し
く

は
「
太
宰
の
遺
書
」
と
し
て

『人
間
失
格
』
を
捉
え
る
の
が
支
配
的
な
読
解
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
岡
時
代
の
共
通
感
覚
に
も
支
え
ら
れ
、
「
大
廃
業
歳
」
と
太
宰
治
と
を
同
一
視
し
、

作
家
の
実
生
活
の
董
泰
ら
官
聞
を
説
明
す
る
読
み
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
。
『人
関
失
格
」

を
太
宰
の
「
精
神
的
自
画
像
」
で
あ
る
と
見
な
し
、
「
大
縫
繋
議
」

は
、
作
家

・
太
宰
治
の

人
生
を
リ
ラ
イ
ト
さ
せ
た
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ゲ
ル
と
す
る
初
期
の
作
品
研
究
の
泳
葬
が
あ
る
。

〈
恥
〉
と
戦
後
の

〈
衰
弱
〉
|
|

森

鼻

香

織

太
宰
作
ロ閣
の
中
で
も
特
に
こ
の
作
品
は
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
大
廃
棄

滞
』
が
告
白
し
た
〈
物
語
(
手
記
)

V

の
内
笑
の
把
握
は
陵
味
な
ま
ま
に
残
さ
れ
た
。

第

一
章

先
行
研
究
と
魁
向

-25ー

恥
の
多
い
生
涯
を
送
っ
て
衆
ま
し
た
。

ま
ず
、
「
手
記
」
の
冒
頭
に
て
‘
大
廃
棄
歳
は
、
己
が
生
涯
を
「
恥
の
多
い
」
も
の
で
あ

っ
た
と
定
義
す
る
。
こ
の
告
白
こ
そ
が
彼
の

「苦
悩
」
の
す
べ
て
で
も
あ
る
。
太
宰
治
の

『人
間
失
格
』
の
構
造
は
、

「京
栃
の
ス
タ
ン
ド
・
パ
ア
の
マ
ダ
ム
」
に

「何
か
、
小
説
の
材

料
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
わ
。
」
と
手
書
c
れ
た
言
語
の
写
真
」
と
「
一
ニ
冊
の
ノ
ー
ト

ブ
ッ
ク
」
金
子
町
患
に
作
事
と
お
ほ
し
き
人
物
「
弘
」
が
、

「
は
し
が
き
」
及
ぴ

「
あ
と
が
き
」

を
前
後
に
添
え
る
と
い
、
つ
体
裁
を
採
っ
た
、
曲
筆
商
な
〈
額
縁
小
説
V

で
あ
る
。

こ
こ
で
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
「
手
芭
皇
官
，
手
「
大
庭
祭
政
」
、
作

中
人
物
「
私
」
、
作
者
で
あ
る
「
太
宗
治
」
と
は
、
予
め
そ
れ
ぞ
れ
会
〈
異
な
っ
た
次
元
に

存
在
し
て
お
り
、
こ
の
三
者
を
直
線
的
に
結
び
つ
け
同
一
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
葉
蔵

は
自
身
の
豆
具
」
の
中
か
ら

「=一笑
」
選
び
出
し
添
付
し
た
「
手
記
」
を
「
京
橋
の
ス
タ



ン
ド
パ
ア
の

7
F
ム
」
宛
に
送
っ
た
に
渇
き
な
い
。
そ
れ
に
僅
か
な
コ
メ
ン
ト
(
「
は
し

が
き
」
及
ぴ
『
あ
と
が
き
」
)
を
添
え
、
紹
介
し
た
の
が
「
私
」
で
あ
る
。
「
マ
ダ
ム
」
が
橋

渡
し
を
し
た
最
初
の
こ
の
時
占
'
で
、
も
う
既
に
葉
蔵
と
「
私
」
の
存
在
す
る
次
元
は
異
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
に
、
さ
ら
に
次
元
の
異
な
る
存
在
と
し
て
、
作
者
・
太
宰

治
が
、
〈
物
語
全
体
の
編
み
手
v
と
し
て
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
H

業
蔵
の
《
物
語
〉

H

太
宰
の
〈
物
語
〉
H

と
い
う
等
式
は
成
立
し
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
葉
蔵
が
「
苦
悩
」
を

告
白
す
る
「
手
記
」
の
内
容
は
、
既
に
発
表
さ
れ
た
作
品
の
繰
り
返
し
で
も
あ
り
、
そ
れ

ら
を
再
び
素
材
と
し
て
改
め
て
扱
っ
た
も
の
と
も
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
こ
の

「
手
記
」
に
真
実
性
を
持
た
せ
る
こ
と
を
目
的
に
、
あ
え
て
「
私
小
-
起
の
手
法
を
太
宰
が

逆
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
作
為
性
に
は
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

さ
て
、
作
者
・
太
宰
治
の
自
殺
に
よ
る
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
「
亙
が
フ
ィ
ル
タ
ー

と
な
っ
た
初
期
の
作
品
研
究
だ
が
、
そ
の
掲
載
雑
誌
で
あ
る
「
展
望
」
の
編
集
長
・
白
井

吉
見
氏
が
「
太
宰
治
昆
ピ
て
、
『
人
間
失
格
」
は
「
文
学
の
書
問
の
結
晶
と
し
て
の
自
画

像
」
で
あ
り
、
太
宰
治
が
「
墓
止
面
か
ら
全
面
的
に
自
己
を
語
っ
た
」
「
塁
高
の
文
学
的
遺

書
」
だ
と
評
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
〈
遺
書
v

め
い
た
作
品
だ
と
い
う

理
解
が
同
時
代
評
の
大
半
を
占
め
た
。
そ
れ
は
、
生
前
の
作
家
保
と
作
家
の
実
生
活
の
事

実
か
ら
作
品
を
説
雨
明
す
る
こ
と
か
ら
、
作
家
の
伝
記
的
事
実
に
よ
り
創
り
出
さ
れ
た
太
宰

の
作
家
像
の
枠
内
で
論
じ
ら
れ
る
に
留
ま
っ
た
。

伝
記
と
作
品
と
を
混
同
せ
ず
、
対
象
と
し
て
作
者
・
作
品
を
捉
え
、
作
品
論
の
作
家
ー
か

ら
の
自
立
と
い
う
転
換
点
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
作
品
の
内
部
構

造
に
着
目
し
引
用
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
作
品
論
を
展
開
す
る
方
法
を
採
っ
た
、
東

郷
克
美
氏
の
「
「
人
間
失
格
」
の
渇
仰
〕
ー
で
あ
ろ
う
。
東
郷
氏
は
『
人
間
失
格
」
を
、
「
さ

ま
ざ
ま
の
「
女
に
惚
れ
ら
れ
』
て
破
滅
し
て
い
く
男
の
物
語
」
、
「
葉
蔵
に
お
け
る
芸
術
へ

の
開
眼
と
芸
術
家
失
格
の
物
語
」
、
「
大
庭
菜
蔵
が
故
郷
か
ら
東
京
へ
出
て
き
て
、
そ
こ
で

『
人
周
」
に
な
る
こ
と
に
失
敗
し
、
「
廃
人
』
に
な
っ
て
故
郷
に
帰
る
ま
で
の
」
物
語
だ
と

分
析
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
東
郷
氏
は
、
葉
蔵
の
「
不
安
と
恐
怖
」
の
根
底
に
あ
る
も
の

を
考
え
る
際
に
重
票
な
示
唆
を
与
え
、
そ
れ
を
形
反
し
た
基
本
的
構
図
に
「
「
母
』
の
欠
落

と
『
父
』
へ
の
恐
怖
」
が
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
れ
を
解
釈
の
枠
組
み
と
し
て
用
い
る
こ
と

に
よ
り
作
中
に
散
ら
ば
る
様
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
統
合
的
な
意
味
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
成
立
過
程
に
も
触
れ
な
が
ら
、
「
人
間
失
格
」
は
「
赦
す
『
母
』
も
裁
く
『
父
』

も
死
ん
で
し
ま
っ
た
」
、
太
宰
の
〈
戦
後
の
絶
望
v
を
媒
介
に
し
て
成
立
し
た
作
品
な
の
だ

と
述
べ
て
い
る
。
「
父
」
「
母
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
東
郷
氏
の
「
死
に
行
く

『
母
」
の
霊

T敗
戦
後
の
太
霊
旧
可
に
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
母
」
の
全
く
登

場
し
な
い
『
人
間
失
格
』
の
意
味
づ
け
を
大
生
十
文
学
に
現
れ
る
女
性
に
つ
い
て
論
述
す
る

こ
と
で
行
い
、
「
母
」
の
欠
落
と
「
父
」
へ
の
恐
怖
を
あ
げ
た
こ
の
論
と
先
の
論
は
時
間
的

な
開
き
が
若
干
発
表
さ
れ
た
時
期
に
あ
る
の
だ
が
、
一
つ
の
地
続
き
の
論
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
こ
の
中
で
『
斜
陽
」
の
直
治
に
つ
U
て
東
郷
氏
が
述
べ
て
い
る
部
分
は
喧

そ
の
造
形
の
類
似
性
か
ら
『
人
間
失
格
』
の
大
庭
葉
蔵
に
も
あ
て
は
ま
る
指
摘
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
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ま
た
、
作
品
の
構
造
と
そ
こ
に
描
か
れ
る
罪
の
内
実
と
の
関
係
を
分
析
し
た
も
の
に
は
、

鳥
居
邦
朗
氏
の
「
『
人
間
失
格
」
論
か
ら
太
宰
治
論
へ
Hvが
挙
げ
ら
れ
る
。
鳥
居
氏
は
、
葉

蔵
が
「
第
三
の
手
記
」
前
半
部
で
「
『
世
間
」
と
は
個
人
の
こ
と
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、

何
と
か
自
信
を
持
ち
は
じ
め
る
」
ま
で
の
作
品
の
流
れ
に
対
し
、
後
半
部
に
突
出
す
る

「
古
代
の
荒
々
し
い
恐
怖
」
と
そ
れ
に
続
く
「
神
」
へ
の
問
い
か
け
が
空
転
し
て
い
る
と
指

摘
す
る
。
「
い
さ
さ
か
自
信
を
持
ち
か
け
た
葉
蔵
に
、
「
世
間
」
が
手
ひ
ど
く
し
っ
ぺ
返
し

を
し
た
と
い
う
だ
け
の
話
」
だ
と
し
、
「
第
一
の
手
記
」
で
提
示
さ
れ
た
「
俗
世
間
の
現
実

的
生
活
に
安
住
す
る
人
間
へ
の
強
烈
な
プ
ロ
テ
ス
ト
」
と
い
う
構
図
が
前
半
部
で
切
る
こ

と
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
全
体
の
流
れ
と
作
品
の
主
題
が
比
較
的
明
確
に
な
る
と
指
摘
し
、



「
第
三
の
テ
記
」
後
半
部
に
注
目
す
る
視
点
で
は
あ
っ
た
が
、
後
半
部
の
位
置
づ
け
を
「
何

も
新
し
い
論
理
を
展
開
し
て
」
お
ら
ず
、
業
蔵
の
人
間
失
格
左
翼
さ
せ
る
た
め
の
付
け

足
し
に
過
ぎ
な
い
と
見
て
い
る
。

こ
の
視
点
を
受
け
継
い
だ
の
は
、
安
藤
宏
氏
の

「『
人
周
失
格
」
の
構
平
ル
詰
分
析
の

覚
え
書
き
」
‘
で
あ
ろ
う
。
安
藤
氏
は
、
手
配
の
語
り
手
に
必
要
な
も
の
を
「
自
意
識
」
と

「
へ
だ
た
り
」
の
二
点
で
あ
る
と
見
、
ぞ
れ
を
作
品
分
折
に
用
い
て
い
る
。
安
藤
氏
は
、
業

蔵
は
「
裳
し
き
精
神
の
自
転
運
動
」
を
繰
り
返
し
「
人
と
人
と
の
あ
い
だ
に
広
が
る
懸
腐

を
、
ひ
た
す
ら
自
ら
の
意
訟
に
よ
っ
て
計
算
し
て
や
ま
ぬ
」
存
在
で
あ
り
、
「
-
実
際
に
流
れ

ゆ
く
現
実
に
対
し
、
つ
い
に
路
傍
の
傍
輩
唱
で
し
か
あ
り
え
な
い
」
存
奄
た
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
作
品
会
体
の
最
終
的
な
基
調
と
し
て
「
第
三
の
手
記
」
後
半
部
を
銃
み
直
し

「
空
の
内
笑
に
迫
ろ
う
と
し
た
。
そ
こ
に
白鳥居
氏
か
ら
引
き
継
い
だ
問
題
意
識
と
そ
の
深

化
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
、
ー

ま
た
、
諮
り
手
と
し
て
の
繁
蔵
の
存
在
に
注
目
し
た
論
宛
と
し
て
高
田
知
彼
氏
の

「『
人

間
義
」
と
義
蔵
物
語
尚
喜
げ
ら
れ
る
。
富
氏
は

「人
間
失
格
』
寄

り

に

震

を
害
ベ
「
語
り
手
業
蔵
に
よ
っ
て
意
図
的
に
創
り
出
さ
れ
た
プ
ロ
ッ
ト
」
で
あ
る
〈
帯
県

議
物
諮
〉
と
「
人
間
失
格
』
と
の
関
係
性
の
中
で
改
め
て
業
磁
像
を
見
直
し
、

「手
記
執
筆

者
と
し
て
の
業
議
の
自
己
演
出
意
織
の
強
烈
さ
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
高
田
氏
の
よ
う
に
、

薬
蔵
が
意
図
し
た
手
記
の
構
成
で
あ
る
ニ
と
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
業
滋
H
小
説

家
v
と
な
る
。
A

手
記
H
小
説
v
と
な
り
、
マ
ダ
ム
た
ち
の
読
後
感
は
、
戦
前
戦
中
を
生
き

た
旧
左
翼
へ
の
戦
後
的
視
線
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ぞ
れ
は
、
東
郷
氏
の
指
摘

し
た
太
宰
の
〈
戦
後
の
絶
望
〉
へ
と
も
繋
が
る
。
ま
た
、
薬
草
臓
が
手
記
を
綴
り
な
が
ら
想

定
し
て
い
た
読
み
手
は

「
マ
ダ
ム
」
で
あ
る
。

一
見
唐
突
と
も
思
え
る
「
あ
と
が
き
」
末

尾
の
彼
女
の
糞
蔵
に
対
し
で
発
せ
ら
れ
た

「神
様
み
た
い
な
い
い
子
」
と
い
う
人
物
容
を
、

作
者
で
あ
る
太
宰
の
立
脚
地
と
共
に
改
め
て
見
直
し
、
『人
間
失
芭
に
お
け
る
太
宰
治
の

〈
戦
後
の
絶
望
v、
及
ぴ
そ
の
戦
後
性
を
見
出
し
た
い
。
加
え
て
、
葉
磁
の

「人
間
、
失
格
」

を
完
成
さ
せ
た
「
第
三
の
手
記
」
後
半
部
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
改
め
て
検
討
し
て
い

き
た
い
。

以
上
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
跨
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
を
章
を
追
?
で

言
及
し
て
い

t

第
二
章

第
三
の
手
記
(
三
)

第

一
節

罪
と
罰
(
罪
の
対
務
話
)

「し
か
し
、
牢
屋
に
い
れ
ら
れ
る
事
だ
け
が
罪
ぢ
ゃ
な
い
ん
だ
。
罪
の
ア
ン
ト
が

わ
か
れ
ば
、
罪
の
実
体
も
つ
か
め
る
や
う
な
気
が
す
る
ん
だ
け
ど
、

:
・
・
:
神
、
:
:
:

救
ひ
、

:
:
;
愛
、
:
:
:
光、

;
:
:
し
か
し
、
神
に
は
サ
タ
ン
と
い
ふ
ア
ン
ト
が
あ
る

し
、
救
ひ
の
ア
ン
ト
は
苦
情
た
ら
う
し
、
震
に
は
憎
し
み
、
光
に
は
聞
と
い
ふ
ア
ン

ト
が
あ
り
、
警
に
は
悪
、
罪
と
祈
り
、
努
と
悔
い
、
罪
と
告
白
、
罪
と
、

:
t
:
鳴
呼
、

み
ん
な
シ
ノ
ニ
ム
だ
、
罪
の
対
話
は
何
だ
。
」
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〈
中
略
v

罪
と
罰
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
。
ち
ら
と
そ
れ
が
、
頭
脳
の
片
隅
を
か
す
め
て
通

り
、
は
っ
と
思
ひ
ま
し
た
。
も
し
も
、
あ
の
ド
ス
ト
氏
が
、
罪
と
罰
を
シ
ノ
ニ
ム
と

考
え
ず
、
ア
ン
ト
ニ
ム
と
し
て
間
警
守
並
べ
た
も
の
だ
と
し
た
ら
?
罪
と
罰
、
絶
対

に
相
通
ぜ
M
C
る
も
の
、
氷
山灰
相
容
れ
ざ
る
も
の
。
繋
と
罰
を
ア
ン
ト
と
し
て
考
へ
た

ド
ス
ト
氏
の
青
み
ど
ろ
、
腐
っ
た
池
、
乱
麻
の
奥
底
の
、
:
:
:
あ
あ
、
わ
か
り
か
け

た
、
い
や
、
ま
だ
、
:
:
:
な
ど
と
頭
脳
に
走
馬
遼
が
く
る
く
る
廻
っ
て
ゐ
た
時
に
、



右
は
、
薬
蔵
の
発
明
し
た
「
遊
戯
」
の
一
つ
、
「
叫
鵠
鐙
両
の
当
て
っ
こ
」
の
場
面
の
一
部

で
あ
る
。
こ
の
「
対
義
路
の
当
て
っ
こ
」
は
、
「
黒
の
ア
ン
ト
(
対
委
闘
の
略
)
は
、
・
8
0

け
れ
ど
も
、
自
の
ア
ン
ト
は
、
然
。
赤
の
ア
ン
ト
は
、
黒
。
」
と
い
っ
た
屈
折
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
策
滅
は
「
罪
の
ア
ン
ト
ニ
ム
は
、
何
だ
ら
う
。
」
と
堀
木
に
問
・
っ
た
が
、
堀
木
は

ま
る
で
興
味
が
な
い
の
か
あ
ま
り
業
磁
を
相
手
に
せ
ず
、
業
践
が
ほ
と
ん
ど
独
り
言
の
よ

う
に
し
て
「
罪
の
ア
ン
ト
」
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
場
面
で
あ
る

で
は
、
業
蔵
の
問
う
「
罪
の
ア
ン
ト
ニ
ム
」
と
は
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

業
蔵
の
こ
の
問
い
か
け
に
対
し
、
多
く
の
齢
者
た
ち
が
こ
れ
ま
で
答
え
を
提
示
し
て
き

た
経
緯
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
大
別
す
る
と
次
の
三
つ
の
立
場
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ

は
、
答
え
を
「
聖
書
」
に
求
め
る
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
立
場
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
作

品
を
碁
に
し
て
考
察
し
、
直
後
に
続
く
ヨ
シ
子
の
犯
さ
れ
る
場
面
に
そ
の
答
え
を
求
め
よ

う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
罪
の
ア
ン
ト
ニ
ム
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

罪
の
内
実
を
求
め
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

ま
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
立
場
か
ら
の
議
は
、
佐
古
純
一
郎
関
が
ロ
マ
寄
の

一
節

(
一
四
ノ
二
三
)
「
凡
て
信
仰
に
よ
ら
ぬ
事
は
罪
な
り
」
を
用
い
て
、
「
罪
の
ア
ン
ト
は
何
で

あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
信
仰
で
あ
る
。
」
(
傍
点
原
文
)
と
答
え
た
よ
う
に
「
聖
書
」
に
よ
る

超
倫
理
的
な
紋
切
り
型
の
解
答
だ
と
の
感
が
否
め
な
い
。

ま
た
、
作
品
を
基
に
し
て
老
察
す
る
と
し
て
も
、
業
盟航
空
軍
つ
「
察
庁
」
の
実
体
が
本
文

内
浦

柑
】

中
に
は
明
確
に
指
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
永
燦
武
氏
は
、

「M
単純
に
二
諮
問
の
対
立
関

係
を
求
め
る
の
み
で
な
」
く
、
「
三
語
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
三
つ
巴
的
あ
り
方
」
で
あ
る
紫

蔵
の
ア
ン
ト
ニ
ム
の
考
え
に
倣
う
形
を
取
っ
て
、
「
罪
の
ア
ン
ト
は
倍
、
け
れ
ど
も
信
の
ア

ン
ト
は
国別
、
罰
の
ア
ン
ト
は
罪
」
だ
と
、
そ
の
後
の
展
開
を
踏
ま
え
た
上
で
、
答
、
え
て
い

る
が
、
し
か
し
、
「
人
里
蕗
』
会
存
を
通
し
て
、
業
裁
の
抱
く
「
罪
意
識
」
の
実
体
は
暖

際
空
手
ま
で
あ
り
、
罪
の
内
実
む
は
っ
き
り
し
な
い
。
東
郷
氏
は
「
『
誕
生
の
時
刻
』
に
生

じ
た
一
種
の
原
罪
」
で
あ
り
、
「
存
在
自
身
」
の
罪
で
あ
る
と
分
析
し
、
鳥
居
氏
ら
「
も
う

ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。
」
と
し
な
が
ら
も
、
東
郷
氏
問
機

「若
し
あ
る
と
す
れ
ば
ほ
と

ん
ど
誕
生
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
印
象
を
強
く
す
る
」
と
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
「
罪
の
ア
ン
ト
」
の
苓
え
が
あ
え
て
保
留
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
同
時
に
、
「
罪
の
内
実
」
の
@
百
を
a
b
意
味
し
て
い
る
。
東
郷
氏
や
鳥
居

氏
が
業
蔵
の

「罪
」
を
一
穫
の

「原
罪
}
だ
と
指
摘
す
る
の
は
、
そ
の
空
白
を
埋
め
る
存

在
と
し
て
そ
こ
に
「
ス
』
の
存
在
を
意
録
し
て
い
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。

で
は
、
業
蔵
の
「
罪
」
の
内
実
を
先
置
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
尚
早
白
は
何
処
に
由
来

す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
萎
準
を
「
共
同
体
」
に
求
め
る
、
絶
対
者
の
な
い
、

極
め
て
日
本
的
で
陵
味
な
相
対
的
精
神
風
土
が
存
在
し
て
い
る
。
「
回
一
則
」
一
を
与
え
る
者
で
あ

る
絶
対
者
の
不
設
は
、

「断
昇
」
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
日
本
に
は

概
念
と
し
て
の

「界
」
が
形
成
さ
れ
に
く
い
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
そ
こ
に
根
ざ
す
薬

蔵
の
抱
く

「罪
意
銭
」
も
、
そ
の
内
実
が
陵
味
な
ま
ま
で
も
構
わ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

幾
歳
が
手
記
冒
頭
に
て

「罪
の
多
い
生
涯
」
で
は
な
く
「
恥
の
多
い
生
涯
」
と
告
白
し
て

い
る
の
も
そ
れ
故
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
人
間
失
槍
』
に
お
い
て
は
、
枠
組
み
と
し
て
繁
蔵

に
は
「
差
の
S
的
統
合
が
な
さ
れ
て
い
る
。
主
務
が
串
震
な
ら
ば
、
述
請
は
す
べ
か
ら

く

「罪
」
と
な
り
、
何
を
し
て
も
そ
れ
が
「
搾
で
あ
る
」
と
い
う
意
捻
に
統
合
さ
れ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
ナ
イ
l
ヴ
で
近
代
的
な
人
聞
の
姿
が
そ
こ
に
は
存
在
す
る
。

差
異
の
内
側
で
は
己
の
内
実
を
確
定
で
き
ず
、
外
側
の
行
為
の
世
界
に
も
行
け
な
い
中
で

皇
ヤ
一主
張
し
よ
う
と
す
る
業
蔵
に
と
っ
て
は
、

「罪
と
担
が

「ア
ン
ト
ニ
ム
」
で
は
な
く
、
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「シ
ノ
ニ
ム
」
に
も
な
り
う
る
の
だ
。

ま
た
、「
搾
の
ア
ン
ト
」
を
め
ぐ
る
作
中
の
議
治
を
、
業
謂
臓
の
信
仰
の
有
無
で
は
な
く
、

作
品
の
主
題
に
至
る
ル
ー
ト
と
し
て
考
え
る
必
妥
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
太
宰



と
キ
リ
ス
ト
教
(
聖
書
)
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
欧
米
的
な
基
準
か
ら
ド
ナ
ル
ド

・
キ
ー

ン
慌
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

聖
書
の
引
用
句
や
し
ば
し
ば
キ
リ
ス
ト
教
に
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
太
宰
が
実
際

上
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
だ
っ
た
こ
と
を
少
し
込
明
示
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
キ
リ
ス

ト
教
を
信
じ
た
い
と
欲
し
て
い
た
こ
と
さ
え
明
示
し
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
は
太
宰
の

好
奇
心
を
そ
そ
っ
た
。
そ
し
て
、
太
宰
は
聖
舎
の
中
に
、
彼
自
身
の
意
志
と
情
畑
聞
を

表
現
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
章
句
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
キ
l
ン
氏
の
見
解
に
よ
っ
て
否
定
で
き
る
の
は
、
太
宰
治
の
信
仰
の
有

無
に
つ
い
て
の
議
論
の
み
で
あ
る
。
聖
書
の
引
用
が
文
学
作
品
と
し
て
ど
う
い
う
意
味
が

あ
る
の
か
は
、
や
は
り
大
き
な
問
題
で
あ
り
続
け
る
。
そ
の
上
で
、
「
罪
の
ア
ン
ト
」
を
め

ぐ
る
作
ゅ
の
議
寧
乞
改
め
て
見
る
と
、
界
を
は
じ
め
、
世
界
を
、
〈
A
/
ア
ン
チ
A
V
の
二

つ
に
分
け
て
捉
え
よ
う
と
す
る
業
磁
の
思
考
パ
タ
ー
ン
が
そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
る
。
ぞ

れ
は
、
過
去
と
未
来
へ
の
執
着
の
み
あ
っ
て
、
現
実
・
現
在
が
欠
落
し
た
形
で
あ
り
、
日

本
ラ
デ
イ
カ
リ
ズ
ム
(
日
本
的
左
翼
・
日
本
的
保
守
反
動
)
の
典
型
的
発
想
に
繁
が
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ぞ
れ
と
は
別
に
、
太
宰
が
明
確
な
結
論
を
留
保
し
た
の
が
そ
の
苓
え
な
の
だ
と
す
れ
ば
、

あ
く
ま
で
も
「
遊
政
」
で
あ
り
、
先
に
起
こ
る
事
件
を
呼
ぶ
為
の
伏
線
で
あ
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
事
実
、
直
訟
に
堀
木
は
「
ツ
ミ
の
対
話
は
ミ
ツ
さ
。
蜜
の
如
く
甘
し
だ
。
」
と

業
蔵
に
告
げ
、
さ
ら
に
「
ょ
う
し
、
そ
れ
ぢ
や
、
し
た
へ
行
っ
て
、
ヨ
シ
ち
ゃ
ん
と
二
人

で
罪
を
犯
し
て
釆
ょ
う
c

議
論
よ
り
実
地
検
分
。
罪
の
ア
ン
ト
は
蜜
豆
、
」
な
ど
と
出
鱈
目

を
言
い
な
が
ら
起
き
よ
が
り
階
下
へ
と
姿
を
消
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
神
」
が
現
れ
る

の
で
あ
る
。

第
二
節

杉
木
立
の
白
衣
の
御
神
体
と
古
代
の
荒
々
し
い
恐
怖

自
分
の
部
屋
の
小
窓
が
あ
い
て
ゐ
て
、
そ
こ
か
ら
都
塵
の
中
が
見
え
ま
す
。
電
気

が
つ
い
た
ま
ま
で
、
ニ
匹
の
動
物
が
ゐ
ま
し
た
。

自
分
は
、
ぐ
ら
ぐ
ら
目
ま
ひ
し
な
が
ら
、
こ
れ
も
ま
た
人
聞
の
莞
た
、
こ
れ
も
ま

た
人
闘
の
発
た
、
お
ど
ろ
く
等
は
無
い
、
な
ど
劇
し
い
呼
吸
と
共
に
胸
の
中
で
警
e
、

ヨ
シ
子
を
助
け
る
審
も
忘
れ
、
階
段
に
立
ち
つ
く
し
て
ゐ
ま
し
た
。

堀
木
は
、
大
き
い
咳
ば
ら
ひ
を
し
ま
し
た
。
自
分
は
、
ひ
と
り
逃
げ
る
や
う
に
ま

た
屋
上
に
駈
け
上
り
、
寝
こ
ろ
び
、
一
周
を
含
ん
だ
夏
の
夜
空
を
仰
ぎ
、
そ
の
と
き
自

分
を
襲
っ
た
感
情
は
、
怒
り
で
も
無
く
、
嫌
悪
で
も
無
え
ま
た
、
悲
し
み
で
も
無

く
、
も
の
凄
ま
じ
い
汎
帯
で
し
た
。
ぞ
れ
も
、
墓
地
の
幽
霊
な
ど
に
対
す
る
恐
怖
で

は
な
く
、
神
社
の
杉
木
立
で
白
衣
の
御
神
体
に
逸
っ
た
時
に
感
ず
る
か
も
知
れ
な
い

や
う
な
、
四
の
五
の
言
は
さ
ぬ
古
代
の
荒
々
し
い
恐
怖
感
で
し
た
。
自
分
の
若
臼
髪

は
、
そ
の
夜
か
ら
は
じ
ま
り
、
い
よ
い
よ
、
す
べ
て
に
自
信
を
失
い
、
い
よ
い
よ
、

ひ
と
を
底
知
れ
ず
疑
ひ
、
こ
の
世
の
営
み
に
対
す
る

一
さ
い
の
期
待
、
よ
ろ
こ
び
、

共
鳴
な
ど
か
ら
永
遠
に
は
な
れ
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
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右
は
、
先
の
嬬
木
と
の
「
ア
ン
ト
遊
び
」
に
続
く
、
業
盟
臓
の
妾
・
ヨ
シ
子
が
犯
さ
れ
る

場
面
で
あ
る
。
多
く
の
論
者
の
関
心
は
こ
の
後
に
続
く
索
磁
の
「
衿
に
問
ふ
。
信
頼
は
罪

な
り
や
。
」
に
払
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
唐
突
に
現
れ
る
「
神
社
の
杉
木
立
」
の
「
白
衣

の
御
神
体
」
と
形
容
さ
れ
.る
「
古
代
の
涜
々
し
い
恐
怖
」
、
「
も
の
凄
ま
じ
い
恐
怖
」
と
は

何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
業
蔵
の
「
神
」
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

安
藤
氏
は
「
こ
の
古
代
の
神
話
に
通
う
か
と
も
見
え
る
〈
恐
怖
v

こ
そ
は
、
〈
罰
v

がや巾

に
〈
自
分
V

の
身
体
だ
け
を
避
け
て
通
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
感
、
そ
し



て
つ
い
に
は
た
だ
傍
観
者
と
し
て
A

こ
の
世
の
営
み
に
対
す
る
一
さ
い
の
期
待
、
よ
ろ
こ

び
、
共
鳴
な
ど
か
ら
永
遠
に
離
れ
る
〉
し
か
術
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
本
質
的

な
孤
独
感
に
淵
源
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
」
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
索
蔵
の
「
孤
独

昼
、
「
疎
外
感
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
が
、
「
古
代
の
盈
同
に
通
う
か
と
も
見
え
る
〈
恐

怖
と
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。

こ
こ
で
葉
蔵
の
感
じ
て
い
る
「
も
の
凄
ま
じ
い
恐
怖
」
は
、
恐
ら
く
「
神
社
の
杉
木
立
」

の
「
白
衣
の
御
神
体
」
と
い
う
形
容
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に

日
本
的
な
恐
怖
で
あ
ろ
う
。
「
神
社
の
杉
木
立
」
と
い
う
人
工
的
な
荘
厳
業
の
神
社
的
イ
メ

ー
ジ
と
「
白
衣
の
御
神
体
」
と
い
う
祭
神
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
ま
た
、
「
古
代

の
荒
々
し
い
恐
怖
感
」
と
表
現
さ
れ
る
「
も
の
凄
ま
じ
い
恐
怖
」
は
、
正
し
く
荒
ぶ
る
神

と
い
う
古
代
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
あ
る
圧
倒
的
な
威
力
を
持
ち
、
畏
怖
に
近

い
理
屈
抜
き
の
恐
怖
な
の
で
あ
る
。
日
本
風
土
に
お
け
る
神
は
タ
ブ
ー
を
呼
ぶ
、
見
で
は

な
ら
ぬ
モ
ノ
で
あ
り
、
共
同
体
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
存

在
す
る
の
は
自
ら
の
呼
び
か
け
の
み
で
あ
る
。
葉
蔵
は
、
極
め
て
日
本
的
な
風
土
の
中
に

規
範
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
「
罰
」
を
求
め
た
。
し
か
し
、
断
罪
さ
れ
る
べ
き

「
罪
」
意
議
は
わ
か
ら
ず
、
そ
の
「
害
容
を
つ
か
」
む
た
め
の
「
ア
ン
ト
ニ
ム
」
を
求
め
る

試
み
に
も
失
敗
し
て
し
ま
う
。
「
神
に
問
ふ
。
」
と
い
う
呼
び
か
け
も
、
虚
し
く
響
く
に
終

わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
袖
社
の
杉
木
立
」
で
「
白
衣
の
御
神
体
」

に
逢
っ
た
よ
う
な
「
古
代
の
荒
々
し
い
恐
怖
感
」
と
い
う
、
抽
象
的
に
閉
じ
ら
れ
た
〈
畏

怖
〉
は
「
世
間

(
H
近
代
こ
の
外
に
存
在
し
、
さ
ら
に
す
べ
て
が
排
除
さ
れ
た
外
側
に
葉

蔵
が
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
葉
蔵
が
「
神
社
の
杉
木
立
」
で

「
白
衣
の
御
神
体
」
に
逢
う
と
い
う
共
同
体
の
タ
ブ
ー
を
侵
犯
し
た
こ
と
に
も
繋
が
り
、

「
世
間
」
と
い
う
共
同
体
か
ら
疎
外
さ
れ
排
除
せ
ら
る
と
い
う
い
う
葉
蔵
の
末
路
を
暗
に
示

し
た
箇
町
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

第
三
章

「
人
筒
、
失
格
」
と
「
神
様
み
た
い
な
い
い
子
」

第
一
節

「
父
の
死
」
と
「
人
問
、
失
格
」

地
獄
。

こ
の
地
獄
か
ら
の
が
れ
る
た
め
の
最
後
の
手
段
、
こ
れ
が
失
敗
し
た
ら
。
あ
と
は

も
う
首
を
く
く
る
ば
か
り
だ
、
と
い
ふ
神
の
存
在
を
賭
け
る
ほ
ど
の
決
意
を
以
て
、

自
分
は
、
故
郷
の
父
あ
て
に
長
い
手
紙
を
書
い
て
、
自
分
の
実
情
一
さ
い
を
(
女
の

事
は
、
さ
す
が
に
書
け
ま
せ
ん
で
し
た
が
)
告
白
す
る
事
に
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
結
果
は
一
そ
う
悪
く
、
待
て
ど
暮
せ
ど
何
の
返
事
も
無
く
、
自
分
は
焦

燥
と
不
安
の
た
め
に
、
か
へ
っ
て
薬
の
量
を
ふ
や
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

〈由ム崎〉

-30 

い
ま
は
も
、

2
自
分
は
、
罪
人
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
狂
人
で
し
た
。
い
い
え
、
断
じ

て
自
分
は
狂
つ
て
な
ど
ゐ
な
か
っ
た
の
で
す
。
一
瞬
間
と
い
へ
ど
も
、
狂
っ
た
事
は

無
い
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
あ
あ
、
狂
人
は
、
た
い
て
い
自
分
の
事
を
き
う
言
ふ
も

の
だ
き
う
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
病
院
に
い
れ
ら
れ
た
者
は
気
違
ひ
、
い
れ
ら
れ
な

か
っ
た
者
は
、
ノ
ー
マ
ル
と
い
ふ
事
に
な
る
や
う
で
す
。

神
に
問
ふ
。
無
抵
抗
は
罪
な
り
や
?

堀
木
の
あ
の
不
思
議
な
美
し
い
微
笑
に
自
分
は
泣
き
、
判
断
も
抵
抗
も
忘
れ
て
自

動
車
に
乗
り
、
さ
う
し
て
こ
こ
に
連
れ
て
来
ら
れ
て
、
狂
人
と
い
ふ
事
に
な
り
ま
し

た
。
い
ま
に
、
こ
こ
か
ら
出
て
も
、
自
分
は
や
っ
ぱ
り
狂
人
、
い
や
、
廃
人
と
い
ふ

刻
印
を
額
に
打
た
れ
る
事
で
せ
、
っ
。

人
問
、
失
格
。

も
は
や
、
自
分
は
、
完
全
に
、
人
間
で
無
く
な
り
ま
し
た
。



〈
中
時
〉

ま
さ
に
廃
人
。

父
が
死
ん
だ
こ
と
を
知
っ
て
か
ら
、
自
分
は
い
よ
い
よ
蹄
抜
け
た
す
つ
に
な
り
ま

L
た
。
父
が
、
も
う
ゐ
な
い
、
自
分
の
胸
中
か
ら

一
一刻
も
緩
れ
な
か
っ
た
あ
の
懐
か

し
く
お
そ
ろ
し
い
存
在
が
、
も
う
ゐ
な
い
、
自
分
の
苦
悩
の
愛
が
や
け
に
震
か
っ
た

の
も
、
あ
の
父
の
せ
ゐ
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
さ
へ
思
は
れ
ま
し
た
。
ま
る

で
、
張
合
ひ
が
銭
せ
ま
し
た
。
草
宿
す
る
能
力
を
さ
へ
失
ひ
ま
し
た
。

こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
察
践
が
「
人
問
、
失
絡
」
を
意
識
す
る
ま
で
の
過
程
に
お

い
て
、
最
終
的
な
と
こ
ろ
で
は
、
や
は
り

司父
」
の
存
夜
が
重
要
な
役
割
を
占
め
る
と
考

え
ら
れ
る
。

「紳
」
な
き
日
本
の
精
神
風
土
に
生
喜
る
繋
滋
に
は

「神
」
に
よ
る

「前
」
は

望
め
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
薬
磁
が

「釘
」
を
求
め
る
以
上
は

「神
」
に
代
わ
る
絶
対
的

な
何
者
か
を
他
に
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
量
場
す
る
の
が
、
「
世
間
」
の
代
表

と
し
て
、
業
蔵
の
「
#
畠
の
霊
」
を
満
た
す
「
父
」
の
存
在
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

意
味
で

「さ
は
「
秩
庄
雇
威
」
の
「
象
徴
」
と
し
て
、
業
蔵
の
求
め
る

「絶
対
」
的

な

「神
」
の
岱
作
者
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
日
本
的
な
「
杉
木

立
」
の
「
御
神
体
」
と
は
遭
っ
た
、「
園
前
を
号
え
る
」
「
絶
対
神
L

と
し
て
の
「
符
」
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

で
は
、
そ
の
父
は
葉
蔵
の

「人
問
、
失
裕
」
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

宙
森
氏
は
、
薬
殺
の

「不
安
と
恐
怖
」
の
根
底
に
「
『
互
の
欠
務
と
「
£
へ
の
恐
怖
」

を
指
摘
し
、
「
父
」
を
司
令
韮
的
世
界
の
秩
序
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
怠
子
に
底
知

れ
ぬ

『恐
怖
』
を
与
え
る
と
同
時
に
、
他
な
ら
ぬ
血
を
分
け
与
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て

『懐
か
し
』
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
背
反
す
る
=
爾
性
を
持
つ
」
と
分
析
し
て
い

る
。
「父
」
が
紫
践
の
「
苦
悩
」
の

「源
泉
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
繋
蔵
の
「
苦
悩
」
の
告

白
で
あ
る

「手
記
」
も

「父
の
死
と
と
も
に
終
わ
る
」
の
だ
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
鳥
居
民
は
、
こ
の
父
の
死
が
唐
突
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
れ
ま
で
の
手

配
の
ど
の
部
分
に
お
い
て
も
、
「
父
の
せ
ゐ
」
だ
と
業
涯
の
苦
悩
を
思
わ
せ
る
点
は

「ま
っ

た
く
見
ら
れ
な
い
」
こ
と
か
ら
、
父
は
た
だ
幾
歳
を

「こ
の
世
に
あ
ら
し
め
た
だ
け
の
存

在
で
し
か
」
な
く
、
業
蔵
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
他
の
人
間
た
ち
と
同
じ
様
な

「不
可
解
な

お
そ
ろ
し
い
存
在
で
し
か
な
い
」
と
、
脇
村
に
そ
れ
を
重
要
視
は
し
て
い
な
い
。
鳥
居
氏
が

「
麿
き
に
現
れ
置
引
だ
」
と
指
掃
す
る
、
こ
の

「父
の
死
」
に
対
し
て
繋
蔵
が
志
望

す
る
部
分
な
の
だ
が
、
こ
こ
に
お
い
て
薬
蔵
の

「苦
悩
」
の

「源
泉
」
と
し
て

「父
」
の

存
在
を
見
出
す
こ
と
は
比
較
的
音
初
で
あ
る
。
が
、
そ
の
反
菌
、
存
命
中
の

「父
」
に
対

し
て
実
際
に
そ
の
内
実
を
述
べ
る
察
蔵
の
具
体
的
な
記
述
は
あ
ま
り
に
も
乏
し
い
。
逆
に

こ
れ
は
「
苦
悩
の
賓
」
が
割
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
禁
蔵
が

「苦
悩
の
査
」
の
存
在
に
気
づ

い
た
と
い
う
こ
と
を
表
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
生
じ
る
問
題
点
は
次
の
二
点

-31ー

で
あ
る
。

一
点
は
、
こ
の
〈
『芸
品
の
霊

H

『牟

H

「
世
間
』V
と
い
う
総
長
が
、
業
磁
の
廃

人
化
の
後
も
変
わ
ら
ず
業
磁
へ
の
〈
ま
な
ざ
し
v

と
し
て
残
り
続
け
る
と
い
、1
瓜
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
あ
と
が
き
」
の
パ
ア
の
マ
ダ
ム
の
言
葉
に
む
引
き
継
が
れ
て
い
く
視
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
業
磁
の

「諸
畠
の
嵩
庄
が
そ
の
存
在
の
有
無
を
問
題
に
し
て
い
る
も
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

「古
里

が

「か
ら
っ
ぽ
」
に
な
ろ
う
が
、
「割
れ
」
て
し

ま
お
う
が
関
係
の
な
い
次
元
に
存
在
し
て
い
て
、
確
か
に
そ
こ
に

す
め
っ
た
の
だ
〉
と
い

う
昭
島
の
問
題
で
あ
る
か
ら
だ
。
放
に
、
こ
の
「
父
の
死
」
に
よ
り
禁
蔵
自
身
は

「蹄
抜

け
」
た
「
廃
人
」
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
業
磁
に
注
が
れ
る
こ
の

〈ま
な
ざ
し
v

に
は
何
ら
変
化
は
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

も
う

--a…は
、
業
裁
の
ふ
る
ま
い
が
、
〈
父
v

を
回
避
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
た
と
い

う
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
A

父
〉
と
の
対
決
・
〈
父
v

殺
し
を
封
じ
ら
れ
て
き
た
日
本
近



代
の
天
皇
制
・
家
族
制
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
『
人
問
失

格
』
に
お
い
て
#
衆
議
が
辿
っ
た
結
末
と
同
じ
く
、
死
ぬ
の
は
常
に
〈
子
〉
で
あ
り
、
A

父
V

は
無
傷
の
ま
ま
残
り
続
け
る
と
言
う
「
戦
後
日
本
」
の
姿
が
批
判
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
「
苦
悩
の
古
里
の
存
在
意
義
が
ど
う
で
あ
れ
、
そ
れ
を
い
っ
ぱ
い
に
ま
で
・
満
た

し
、
外
側
か
ら
陵
昧
な
〈
自
己
v

を
塑
写
す
る
対
象
と
し
て
の
「
父
」
を
残
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
禁
政
は
「
廃
人
」
と
し
て
衰
弱
す
る
よ
り
他
に
路
は
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
敗
戦
後
の
急
激
な
価
値
観
の
逆
転
に
対
し
、
何
の
疑
い
も
抱
か
ず
瀬
応
し

た
「
世
間
」一
へ
の
太
宰
の
批
判
で
も
あ
ろ
う
。
喰
え
る
な
ら
、
は
、
〈
歩
き
続
け
ら
れ
た
者
〉

と
ハ
立
ち
止
ま
っ
た
者
〉
と
の
、
不
協
和
音
を
奏
で
な
が
ら
の
、
〈
共
生
感
覚
v

へ
の
太
宰

R

四回

の
執
着
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
苦
悩
の
霊
」
の
問
題
は
「
(
同
時
代
の
)
読
者
」
へ
の
太
宰

の
批
判
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
繋
蔵
の

「人
間
、
失
絡
」
意
識
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
湖
町
四
に
な
る
の
は
、
太
宰

は
〈
人
間
〉
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
、
と
い
、
つ
こ
と
で
あ
る
。
太
宰
が
錨
い
た

「
大
庭
発
議
」
は
、
一
つ
の
地
上
の
現
実
を
生
き
な
が
ら
も
、
何
処
か
地
上
か
ら
足
が
浮
い

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
不
安
定
な
存
在
で
あ
る
。
事
実
、
兼
蔵
は
「
人
間
の
生
活
と
い
ふ

も
の
」
「
人
聞
の
営
み
と
い
ふ
も
の
」
が
わ
か
ら
な
い
の
だ
と
「
第
一
の
手
記
」
で
告
白
し

て
い
る
。
対
「
大
衆
・
民
衆
・
一
般
」
と
い
っ
た
、
所
説
、
対
「
世
間
」
の
慾
織
に
お
い

て
常
に
繁
蔵
は
、
浮
き
上
が
る
〈
違
和
感
V

を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
も
う
既
に
〈
浮

き
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
〉
と
い
う
被
害
者
意
識
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
常
に
抱
え
な
が
ら
生

き
る
業
蔵
は
、
何
処
か
し
ら
得
体
の
知
れ
ぬ
存
在
で
も
あ
る
。
#
衆
議
の
「
手
記
」
は
排
除

さ
れ
る
側
の
観
点
か
ら
の
告
発
で
も
あ
ろ
う
。
最
終
的
に
は
「
罪
人
」
と
い
う
自
己
認
論

さ
え
も
剥
奪
さ
れ
、
去
勢
さ
れ
た
「
狂
人
・
廃
人
」
へ
と
繋
織
の
自
己
認
識
は
衰
弱
し
て

い
く
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
国
民
国
家
の
建
設
を
縄
げ
た
近
代
日
本
の
「
世
間
」
の
中
で
、

そ
の
「
世
間
」
に
従
い
同
化
し
た

ν
世
間
人

(
H
『
人
間
b
H
と
し
て
の
失
絡
で
あ
り
、

同
時
に
人
間
社
会
に
お
け
る
「
大
窪
翠
眠
」
と
い
う
u
個
人

(
H
『
世
間
』
)

H

と
し
て
も

失
格
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
葉
桜
の

「人
問
、
失
絡
」
は
、
彼

の
辿
っ
た
「
世
間
、
失
裕
」
の
過
程
で
d

も
あ
っ
た
と
換
害
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ

し
て
、
繁
蔵
は
「
狂
人

・
廃
人
」
と
額
に
刻
印
を
打
た
れ
自
己
破
産
者
と
し
て
そ
の
他
大

勢
の
中
に
埋
没
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
こ
の

「
父
の
死
」
と
葉
歳
の
「
人
間
、
失
格
」
意
識
は
、
太
宰
治
の
中
で
は
、

ど
う
繋
が
る
の
だ
ろ
う
か
。

太
宰
治
(
聾
剛
派
)
は
、
箪
隊
の
体
験
を
持
っ
て
い
な
い
。
彼
に
と
っ
て
の
戦
争
体
験

を
次
の
よ
う
な
た
-hvr
で
表
現
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

軍
隊
が
長
い
長
い
隊
列
を
組
み
延
々
と
続
く
大
陸
を
行
軍
し
て
い
る
。
指
揮
押
官
は
軍
馬

が
軍
用
車
の
よ
か
ら
、
兵
士
を
怒
鳴
り
つ
け
て
い
る
。
「
歩
け
!
」
隊
列
か
ら
脱
務
ず
る
兵

士
が
必
ず
出
て
き
、
そ
れ
を
見
捨
て
て
歩
き
続
け
る
兵
士
、
兵
士
、
兵
士
、
;
:
。

太
宰
治
が
戦
後
描
こ
う
と
し
た
も
の
は
、
戦
争
が
、
国
家
権
力
に
よ
る
、
一
方
的
な
人

間
性
破
濃
の
強
圧
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
(
む
ろ
ん
そ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
)
、

歩
く
こ
と
が
、
国
家
内
部
で
の
共
生
感
の
穣
認
で
あ
り
、
そ
の
共
生
感
が
脱
洛
者
を
見
鎗

て
る
と
い
ゐ
粂
論
理
的
決
断
を
人
間
に
下
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
(
そ
の
よ
う
な
戦
各
砕
撃

で
あ
っ
た
。
人
間
は
、
他
者
の
存
在
(
生
命
)
を
犯
し
、
見
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か

結
吉
得
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

き
て
、
し
か
し
、
狭
俊
文
学
に
お
い
て
見
ら
れ
る
ま
興
性
の
穆
宿
に
照
ら
し
て
、
『
人
間

失
絡
』
が
特
異
な
の
は
、
い
わ
ば
行
軍
か
ら
の
脱
務
者
(
窃
者
)
の
い
な
い
理
想
主
云
へ

の
パ
l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
、

『人
間
失
格
」
に
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
変

革
の
理
念
・
思
想
は
、
太
宰
の
戦
後
観
に
お
い
て
は
、
も
は
や
信
じ
ら
れ
て
い
な
い
(
戦

後
民
主
主
義
は
そ
れ
ほ
ど
の
ひ
ど
い
状
況
で
あ
っ
た
コ
で
は
、
現
実
変
革
へ
の
パ
l
ス
ペ
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ク
テ
ィ
ヴ
の
な
い
揖
防
で
、
行
軍
か
ら
の
脱
務
者
を
い
か
に
し
て
撃
つ
の
か
。

太
宰
が
考
え
て
い
た
の
は
、
歩
き
続
け
た
者
と
脱
浴
し
た
者
と
の
共
生
感
へ
の
執
着
と

い
う
構
造
的
同
一
怯
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
失
業
蔵
物
語
v

に
描
か
れ
た
、
業
蔵
と
人
間
と
の
対
比
は
自
信
の
有
無
を
除
け
ば
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
)
。

に
も
関
わ
ら
ず
、
脱
落
し
て
し
ま
え
ば
、
狂
人
と
な
り

「人
間
、
失
格
」
と
な
る
の
は
、

彼
等
が
い
わ
ば
H

行
箪
H

し
て
い
る
か
ら
、
歩
き
続
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。「

さ
と
は
、
指
世
間
宮
で
あ
り
、
「
父
の
き
は
、
脱
董
官
と
見
捨
て
る
者
と
が
と
も
に

立
ち
止
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

「生
直
の
窒
は

「か
ら
っ
ぽ
」
に
な
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
業
蔵
の
決
定
的
な
衰
弱
に
な
る
と
い
う
こ
の
告
白
こ
そ
が
、

つ
ま
め
は
日
本
人
が
敗
戦
直
後
、
天
皇
の
玉
音
放
送
を
聞
い
た
際
に
直
感
し
た
、

H

自
ら

を
恥
じ
る
ω
感
覚
に
根
ざ
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
太
宰
は
〈
ζ

の
衰
弱
か
ら
は

じ
め
よ
!
v
と
一雪辱
つ
の
で
あ
る
。

第
二
節

「
神
緩
み
た
い
な
い
い
子
」

「
《前
略
}
私
は
こ
な
ひ
だ
は
じ
め
て
、
会
郎
読
ん
で
み
て
、
:
:
:」

「泣
き
ま
し
た
か
?
」

「い
い
え
、
泣
く
と
い
ふ
よ
り
、
:
:
:
だ
め
ね
、
人
間
も
、
あ
あ
な
っ
て
は
、
も

、ヮ駄
目
ね。
」

「
そ
れ
か
ら
十
年
、
と
す
る
と
も
う
亡
く
な
っ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
ね
。
こ
れ

は
、
あ
な
た
へ
の
お
礼
の
つ
も
り
で
送
っ
て
よ
こ
し
た
の
で
せ
う
。
多
少
、
誇
醸
し

て
舎
い
て
ゐ
る
や
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
け
ど
、
し
か
し
、
あ
な
た
も
、
相
当
ひ
ど
い

被
害
を
か
う
む
っ
た
?
つ
で
す
ね
。
も
し
、
こ
れ
が
金
郎
事
実
だ
っ
た
ら
、
き
っ
し

て
僕
が
こ
の
ひ
と
の
友
人
だ
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
酎
臓
病
院
に
連
れ
て
行
き
た
く
な
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
」

「
あ
の
ひ
と
の
お
父
さ
ん
が
悪
い
の
で
す
よ
J

何
気
な
き
さ
う
に
、
さ
、2
百
っ
た
。

「
私
た
ち
の
知
っ
て
ゐ
る
葉
ち
ゃ
ん
は
、
と
て
も
素
直
で
、
よ
く
気
が
き
い
て
、

あ
れ
で
お
酒
さ
へ
飲
ま
な
け
れ
ば
、
い
い
え
、
飲
ん
で
も
、
;
:
神
機
み
た
い
な
い

い
子
で
し
た
。
」

以
上
が
、
「
あ
と
が
き
」
に
お
け
る

「私
」
と
「
マ
ダ
ム
」
の
会
話
の
後
半
郎
で
あ
る
。

こ
こ
で
従
来
か
ら
問
題
視
さ
れ
て
き
た
の
は
、
マ
ダ
ム
の

「あ
の
ひ
と
の
お
父
さ
ん
が
悪

い
の
で
す
よ
。
」
と

「神
機
み
た
い
な
い
い
子
で
し
た
。
」
の
雪
策
の
真
意
で
あ
る
。

ま
ず
、

「あ
の
ひ
と
の
お
父
さ
ん
が
悪
い
の
で
す
よ
己

に
つ
い
て
だ
が
、
先
の
「
苦
悩

の
章
巳
に
お
け
る
業
磁
の
「
父
の
せ
ゐ
」
と
表
現
上
は
重
な
る
発
言
で
あ
る
。
こ
の
マ
ダ

ム
の
霊
旨
の
唐
突
号
、

「お
父
さ
ん
が
惑
い
」
の
な
ら
、
伊
慧
い
の
か
、
骨
骨
が
悪
い

の
か
が
、
や
は
り
「
手
記
」
に
お
い
て
明
確
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
難
解
き
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
父
の
何
処
が
惑
い
の
か
に
つ
い
て
、
高
田
氏
は

「注
」
に
お
い
て
次
の

よ
行
会
興
味
深
い
推
験
を
展
開
し
て
い
る
。
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「
あ
と
が
き
」
に
記
さ
れ
た
マ
ダ
ム
の
も
う
ひ
と
つ
の
コ
メ
ン
ト
の

「
あ
の
ひ
と
の
お
父
さ
ん
が
悪
い
の
で
す
よ
」
も
い
ろ
い
ろ
に
織
論
さ
れ
て
い
る
多
義

的
な
言
及
で
あ
る
。
マ
ダ
ム
は
索
液
の
父
と
の
面
識
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
父

親
が
死
ん
で
聞
も
な
く
長
兄
が
業
蔵
を
退
箆
さ
せ
て
い
る
ζ
と
か
ら
推
し
て
、
串
県
議

を
脳
病
院
に
入
院
さ
せ
る
と
い
う
措
置
は
父
親
の
意
志
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

マ
ダ
ム
が
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
と
偽
っ
て
入
院
さ
せ
る
と
い
う
や
り
方
に
反
対
し
て

立淫

(
5
)



い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
主
導
者
で
あ
る
父
親
に
対
す
る
批
判
を
抱
い
た
の
は
当
然
で

あ
り
、
業
環
を

「ダ
メ
」
に
し
た
忽
寝
と
し
て
の
入
院
(
「
駄
目
」
に
な
っ
た
か
ら
入

院
し
た
の
で
は
な
い
)
の
影
響
の
大
き
さ
を
策
議
の
手
記
に
よ
っ
て
再
確
認
し
た

と
い
う
}
面
を
想
像
し
て
み
る
こ
と
も
可
襲
~
ろ
う
と
思

1

し
か
し
、
高
田
氏
の
こ
の
推
請
は
、
あ
く
ま
で
も
「
手
記
」
に
で
マ
ダ
ム
が
業
慈
の
脳

病
院
へ
の
入
院
の
場
に
い
な
い
こ
と
か
ら

『想
像
」
し
た
推
量
の
銭
を
出
な
い
。
そ
れ
な

ら
ば
、
同
様
に
、
思
決
蔵
が
予
め
「
手
記
の
読
み
手
」
と
し
て
マ
ダ
ム
を
想
定
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
故
意
に
マ
ダ
ム
に
関
わ
る
記
述
を
操
作
し
て
い
る
可
鵠
即
位
と
て
否
め
な
い
。
加

え
て
、
ま
っ
た
く
面
総
の
な
い

「私
」
で
さ
え
も
、
業
蔵
の
手
記
を
通
読
し
て

「一僕
が
こ

の
ひ
と
の
友
人
だ
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
脳
病
院
に
逮
れ
て
行
き
た
く
な
っ
た
か
も
知
れ
な

い
己
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
友
人
で
あ
る
堀
木
や
ヒ
ラ
メ
や
ヨ
シ
子
の
策

で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
よ
父
」
が
繁
蔵
に
対
し
唯
一
室
主
」
の
中
で
主
導
的
に
行
っ

て
い
た
こ
と
は
「
送
金
」
だ
け
で
あ
っ
た
。
官
向
田
氏
の
よ
う
に
「
主
導
者
」
と
し
て
積
極

的
に
「
父
」
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
「
父
」
は
以
前
と
同
じ
よ
う
に
た
だ
「
送
金
」
の

み
行
っ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
そ
こ
に
は
存
在
す
る
。
が
、
や
は
り
、
こ
の
マ
ダ
ム
の

「お
父
さ
ん
が
態
い
」
は
蒙
蔵
の

「父
の
せ
ゐ
」
と
同
様
に
、
そ
の
真
窓
を
「
手
記
」
に
還

元
す
る
方
法
で
読
み
解
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
、
「
父
が
す
べ

て
悪
い
」
の
だ
と
「
責
任
転
嫁
」
を
図
る
姿
勢
を
こ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
を
文
字
通
り
の
現
実
の
「
父
」
へ
の
言
及
だ
け
で
な
く
、
よ
り
抽
象
化
さ
れ
た

〈
父
性
〉
と
見
れ
ば
、
〈
敗
戦
後
の
日
本
〉
の
姿
が
透
け
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
う
っ
か
。

次
に
、
末
尾
の
「
神
様
み
た
い
な
い
い
子
で
し
た
。
」
で
あ
る
が
、
マ
ダ
ム
の
こ
の
発
言

を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
状
況
が
あ
る
。

し
か
し
、
論
者
の
多
く
の
指
摘
が

「太
宰
治
E
大
廃
業
磁
」
と
い
う
章
氏
な
し
に
は
、
意

昧
を
な
さ
な
い
も
の
で
あ
り
、
結
采
と
し
て
問
題
が
太
宰
の
内
へ
と
戻
る
と
い
う
、
堂
々

巡
り
の
袋
小
路
へ
迷
い
込
ん
で
い
た
。

し
か
し
、
太
宰
の
立
場
は
マ
ダ
ム
の
そ
れ
と
重
な

る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
顕
著
な
の
は
、
マ
ダ
ム
に

「
母
(
性
)
」
・

「女
」
を
見
る
傾
向
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
東
郷
民
の
指
摘
し
た

「
赦
す

『母
」
と
裁
く

『父
ど

と
い
、q
構
図
の
延
長
曲
線
上
に
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
禁
蔵
を

何
処
ま
で
で
込

「数
」
し
、
す
べ
て
を
「
受
け
止
め
る
」
存
在
と
し
て
、
マ
ダ
ム
の
上
に

「母
性
」
を
見
る
の
で
あ
る
。

が
、
マ
ダ
ム
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
「
女
性
」
で
あ
る
と
い
、
つ
性
別
と
は
ま
っ
た
く
関
係

の
な
い
、

一
般
の
代
弁
者
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
マ
ダ
ム
が
「
あ
あ
な
っ

て
は
、
も
う
駄
目
ね
。
」
と
気
に
し
て
い
る
の
は
、
策
『
械
の
〈
帰
着
点
V

で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
こ
に
は
素
併
な
民
衆
の
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
い
う
な
れ

ば
、
〈
帰
る
か
、
婦
ら
な
い
か
v

の
問
題
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
逆
に
八
百抗
っ
て
く
れ
ば
よ

か
っ
た
の
に
v

と
い
う
〈
此
岸
v

か
ら
の
呼
び
か
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
そ
れ
が
、

既
に
業
蔵
が
「
人
間
、
失
格
」
を
完
成
さ
せ
〈
管
ぎ
へ
と
行
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
の
、

還
す
ぎ
た
声
で
あ
っ
た
だ
け
で
、
恐
ら
く
は

「何
気
な
き
さ
う
に
」
口
か
ら
漏
れ
た
至
纏

驚
朴
な
成
懇
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

さ
で
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、

「大
庭
業
蔵
」、
「
秘
」
、

「
マ
ダ
ム
」
の
誰
と
む
立
場

を
同
巳
く
し
な
い
、
作
者
・
太
宰
治
の
〈
立
測
地
v

で
あ
る
。
そ
の
〈
立
脚
地
〉
を
探
る

た
め
に
、
戦
後
に
関
わ
る
む
う
ひ
と
つ
の
「
苦
悩
」
を
告
白
す
る
形
式
の
作
品
で
あ
る

「ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
の

「作
家
」
の

「
若
者
」
へ
の
返
事
を
引
用
し
た
い
。
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梓
復
。
気
取
っ
た
単
品
で
す
ね
。
僕
は
、
あ
ま
り
同
情
し
て
は
ゐ
な
い
ん
で
す
よ
。

十
指
の
指
葦
す
と
こ
ろ
、

十
日
の
見
る
と
こ
ろ
の
、
い
か
な
る
弁
明
も
成
立
し
な
い

醜
態
を
、
君
は
ま
だ
避
け
て
ゐ
る
ゃ
う
で
す
ね
。
真
の
思
想
は
、
叡
智
よ
り
も
勇



気
を
必
要
と
す
る
も
の
で
す
。
マ
タ
イ
十
灘
、
二
八
、
「
身
を
殺
し
て
霊
魂
を
こ
ろ
し

得
ぬ
者
ど
も
を
畑
地
る
な
、
身
と
袋
魂
と
を
ゲ
〈
ナ
に
て
滅
し
得
る
者
を
お
そ
れ
よ
e
」

こ
の
場
合
の

「憧
る
」
は
、「
畏
敬
」
の
意
に
ち
か
い
ゃ
う
で
す
。
こ
の
イ
エ

ス
の
言
に
、
震
震
を
感
ず
る
こ
と
が
出
来
た
ら
、
君
の
幻
隠
は
止
む
筈
で
す
。
不
尽
。

こ
の
「
作
家
」
の
「
解
答
」
こ
そ
が
、
恐
ら
く

「大
庭
繁
蔵
」
の
「
苦
悩
」
に
対
す
る

太
宰
の
〈
立
脚
地
〉
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
見
す
る
と
、
こ
こ
に

「若
者
」
の
問

い
に
対
す
る
置
撲
の
「
等
え
」
は
見
出
せ
な
い
。
が
、
そ
こ
に
は
、
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
の

「
華
官
」
が
外
部
へ
出
た
者
で
あ
り
、
「
身
と
霊
魂
と
を
ゲ
へ
ナ
に
て
滅
し
得
る
者
」
と
は

内
部
に
留
ま
る
者
で
あ
る
と
い
う
帰
国
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
〈
孤
立
を
切
り
落
と
し
て

生
き
て
い
く
v

こ
と
を
求
め
る
姿
勢
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
太
脅
曹
の
意
識
は
、
た

と
え
衰
弱
し
て
も
堕
ち
て
も
〈
生
き
ろ
〉
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
策
蔵
の
持
つ
極
め
て
日
本
人
的
な
恥
を
内
在
す
る
罪
意
識
は
、
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』

の
「
若
者
」
が

「昭
和
二
O
年
八
月
一
五
日
正
午
」
に
生
じ
さ
ぜ
た
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」

の
幻
鵬
と
伺
じ
く
、
日
本
人
が
終
戦
直
後
に
天
皇
の
玉
音
放
送
を
聞
い
た
際
に
直
感
し
た

〈
自
ら
を
差
じ
る
〉
感
覚
に
事
c
し
た
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
先
に
も

述
べ
た
が
太
宰
は
、
そ
れ
で
も
あ
え
て
そ
の
〈
衰
弱
か
ら
は
じ
め
よ
!
v
と
言
う
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
太
宰
の
「
戦
後
」
に
対
す
る
意
除
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

第
四
章

「人
間
失
格
』
と
太
宰
治
の
〈
戦
後
の
絶
望
〉

「人
間
失
裕
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
宮
本
郷
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

現
在
の
「
人
嗣
失
格
」
は
太
宰
治
の
「
戦
後
の
絶
望
」
(
井
伏
鱒
二
宛
書
簡
)
を

媒
介
に
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
閲
家
と
そ
れ
を
支
え
て
い
た

家
父
長
制
倫
理
の
崩
媛
、
そ
れ
に

「母
」
な
る
故
郷
の
荒
廃
(
共
同
体
意
訟
の
耐
震
失
)

と
生
家
の
没
落
が
重
な
っ
た
と
き
、
太
害
活
の
人
閑
失
格
意
識
は
決
定
的
に
な
っ
た
。

赦
す
「
母
」
も
裁
く
「
父
」
も
死
ん
で
し
ま
っ
た
戦
後
は
、
彼
に
と
っ
て
異
邦
人
の

跳
梁
す
る
借
界
と
し
か
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
こ
の
戦
後
社
会
全

体
に
業
蔵
の
デ
カ
ダ
ン
ス
と
破
滅
ー
ー
そ
の
「
一
神
な
き
誠
き
を
批
判
的
に
対
置
し

よ
う
と
し
て
い
る
。

「人
間
失
権
」
は
太
宰
の
痛
烈
を
き
わ
め
た
戦
後
「
民
主
主
義
」

批
判
、
文
化
人
の
「
便
乗
思
想
」
へ
の
批
判
と
も
内
的
に
対
応
す
る
側
面
を
も
っ

た
管
聞
な
の
で
あ
る
。

れは
でい 『
いつ人

売た要
何絡
を 』
指成
し立
ての

る詳
のと
だな
ろっ
うた
かと

防

護警
鱒れ
こる
宛太

高g言
にの
は 「

奇襲
ょの

2霊
曇:l L一

言と
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私
も
「
展
望
」
に
「
冬
の
花
火
」
と
い
、
ュ
=
幕
の
大
悲
劇
を
つ
ひ
こ
な
い
だ
だ
送

り
'
ま
し
た
。
六

Eす
に
掲
載
さ
れ
る
の
だ
き
う
で
す
。
戦
後
の
絶
望
を
書
い
て
み
ま

し
た
。
総
は
大
戦
中
よ
り
も
所
詞
「
日
本
の
文
化
」
が
、
さ
ら
に
低
下
し
た
と
恩
っ

て
ゐ
ま
す
。

内
M
H
》

「
戦
後
の
絶
望
」
に
つ
い
て
の
太
宰
に
よ
る
説
明
は
「
冬
の
花
火
』
に
「
舎
」
き
表
し

た
と
い
、
つ
以
外
に
は
、
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
で
は
、
同
時
期
の
他
の
書
簡
に
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。
太
宰
の
行
っ
た
戦
後
批
判
の
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
の
は
、
提
重
久
宛
書
簡
で

あ
ろ
う
。
こ
の
中
で
太
箸
は
「
明
確
な
指
針
}
を
列
挙
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
中
に
次

の
一
文
が
あ
る
。



一
、
天
皇
は
倫
理
の
儀
表
と
し
て
之
を
支
持
せ
よ
。
恋
ひ
し
た
ふ
対
象
な
け
れ
ば
倫

理
は
宙
に
迷
ふ
お
そ
れ
あ
り
。

こ
の
「
明
確
な
指
針
」
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
こ
と
を
太
宰
は
雲
白
悩
の
年
間
』

v

に
お
い
て

も
書
き
表
し
て
い
る
。
「
倫
理
」
は
、
戦
後
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
支
配
す
る
原
理
に
対
す
る

抵
抗
の
根
拠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
宰
の
「
戦
後
の
絶
望
」
は
「
日
本
の
文
化
」

の
「
低
下
」
に
端
を
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
戦
後
民
主
主
義
」
そ
の

も
の
に
向
け
た
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
は
な
い
。
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
指
導
原
理
の
急

変
に
対
す
る
日
本
人
の
対
処
の
仕
方
、
特
に
旧
左
翼
の
無
責
任
な
復
活
が
、
世
相
を
軽
薄

な
も
の
に
し
て
い
る
と
の
批
判
だ
ろ
う
。
で
は
、
「
冬
の
花
火
』
に
見
ら
れ
る
太
宰
の
「
戦

後
の
絶
望
」
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
「
ア
ナ
キ
ズ
ム
」
の
「
桃

源
郷
」
の
崩
壊
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
倫
理
の
儀
表
」
と
し
て
の
〈
天
皇
v

の
問
題
と
も
密

接
に
結
ひ
っ
く
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
昭
和
二
一
年
一
月
に

は
「
天
皇
」
が
「
人
間
宣
言
」
を
行
い
〈
天
皇
〉
を
否
定
し
、
弊
俊
民
主
主
義
の
中
で
の

延
舎
乞
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
滅
び
」
へ
の
向
調
が
喪
わ
れ
た
こ
と
が
「
絶
望
」
と
結
び
つ

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
安
藤
両
は
、
「
現
実
に
は
天
皇
の
戦
争
責
任
の
追
及
、
『
一

億
総
憐
笹
へ
の
批
判
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
天
皇
制
家
族
国
家
と
い
う
制
度
そ
の
も
の
の

存
在
悪
が
、
既
に
自
明
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
」
現
実
か
ら
、
「
近
代
自
我
の
擁
立
が

声
高
ら
か
に
語
い
あ
げ
ら
れ
る
中
で
、
共
同
体
を
基
盤
と
す
る
自
覚
そ
の
も
の
が
断
罪
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
宿
命
に
あ
っ
た
」
と
見
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
現
実
の
状
況
が
「
ア
ナ
キ

ズ
ム
」
の
「
桃
源
郷
」
を
非
現
実
的
な
も
の
と
し
て
崩
壊
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
太
宰
の
精

神
的
な
基
盤
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
運
命
共
同
体
」
は
断
罪
の
対
象
で
し
か
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
戦
後
民
主
主
義
に
お
け
る
国
民
的
規
模
で
の
〈
転
向
〉
が
行

わ
れ
る
戦
後
民
主
主
義
の
流
れ
に
乗
り
か
か
っ
た
大
半
の
「
日
本
人
」
に
と
っ
て
は
〈
立

ち
止
ま
る
〉
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
八
現
実
〉
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
太
宰
は
そ

こ
に
「
人
間
失
格
」
の
「
大
庭
葉
蔵
」
を
〈
脱
落
者
〉
と
し
て
置
い
た
。
媒
介
と
し
て

「
戦
後
の
絶
望
」
が
存
在
し
た
上
で
、
「
葉
蔵
」
の
「
被
害
者
意
識
L
は
そ
こ
に
根
さ
し
た

も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
人
間
失
格
』
の
大
庭
葉
蔵
の
「
悲
劇
」
は
、
流
れ
に
乗

っ
て
〈
先
へ
行
く
者
v

た
ち
の
群
れ
か
ら
〈
脱
落
し
た
者
〉
が
〈
共
生
感
〉
に
八
執
着
v

し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
の
だ
と
言
え
る
。
近
代
日
本
の
転
向
に
つ
い
て
、
吉
本
隆
明
民
は

【
悶
-

「
転
向
車
問
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

近
代
日
本
の
転
向
は
、
す
べ
て
、
日
本
の
封
建
制
の
劣
悪
な
条
件
、
制
約
に
た
い

す
る
屈
服
、
妥
協
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
ば
か
り
か
、
日
本
の
封
建
制
の
優
性
遺
伝
子

的
な
因
子
に
た
い
す
る
シ
ム
パ

yγ
ー
や
無
関
心
と
し
て
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
日
本
の
社
会
が
、
自
己
を
疎
外
し
た
社
会
科
学
的
な
方
法
で
は
、
分
析

で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
活
者
ま
た
は
、
自
己
投
入
的
な
実
有
者
の
観
点
か
ら

は
、
統
一
さ
れ
た
総
体
を
把
む
こ
と
が
き
わ
め
て
難
し
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と

か
ん
が
え
ら
れ
る
。
分
析
的
に
は
近
代
的
な
因
子
と
封
建
的
な
因
子
の
結
合
の
よ
う

に
お
も
わ
れ
る
社
会
が
、
生
活
者
や
実
行
者
の
観
念
に
は
、
は
じ
め
も
な
い
お
わ
り

も
な
い
錯
綜
し
た
因
子
の
併
存
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
け
っ
し
て
日

本
に
特
有
な
も
の
で
は
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
、
自
己
疎
外
し
た
社
会
の
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
と
自
己
投
入
し
た
社
会
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
の
隔
た
り
が
、
日
本
に
お
け
る
ほ
ど

の
甚
だ
し
き
と
異
質
さ
を
も
っ
た
社
会
は
、
ほ
か
に
あ
り
え
な
い
。
日
本
の
近
代
的

な
転
向
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
誤
差
の
甚
疋
し
さ
と
異
質
さ
が
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ

ャ
の
自
己
意
識
に
あ
た
え
た
錯
乱
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
だ
。
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こ
れ
は
、
「
人
間
失
格
』
に
お
け
る
「
大
庭
葉
蔵
」
の
状
態
に
も
当
て
は
め
る
こ
と
が
で



き
る
。
ぞ
れ
は
、

「佐
官
軍
」
的
で
は
あ
っ
た
が
、
大
宰
の
示
し
た
戦
後
民
主
主
義
へ
の
理
解

で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
業
蔵
は
そ
の
体
現
者
と
し
て
滅
ぶ
こ
と
で
、
無
賃
任
と
も
と
れ
る

戦
後
民
主
主
義
へ
の
転
向
へ
の
抗
議
の
声
を
あ
げ
た
存
在
だ
9

た
の
だ
ろ
う
。

終
章

日
本
人
が
敗
戦
竃
後
、
天
皇
の
玉
音
放
送
を
聞
い
た
際
に
直
感
し
た

〈
自
ら
を
恥
じ
る
〉

感
覚
に
緑
町
さ
す
も
の
は
、
「
昔
悩
の
歪
」
が
「
か
ら
っ
ぽ
」
に
な
っ
た
と
雪
う

「犬
庭
襲
堅

の
「
告
白
」
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
業
歳
に
決
定
的
な
衰
弱
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
結

果
、
昌
己
を
外
側
か
ら
規
定
し
て
く
れ
る
絶
対
者
が
喪
わ
れ
、
何
も
受
け
止
め
ら
れ
な
い
。

数
わ
れ
な
い
、
癒
さ
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
罰
せ
ら
れ
も
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

都内
黄
伝
の
体
系
に
埋
没
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
太
宰
は
、
そ
れ
で
も
〈
こ
の

衰
弱
か
ら
は
じ
め
よ
!
v
と
言
、
つ
の
で
あ
る
。
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
の
「
作
家
」
の

「答
え
」

に
見
ら
れ
る
『
強
い
倫
理
」
の
存
在
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は

『人
間
失
格
』
の

「世
間
」

と
は
ま
9

た
く
別
の
次
元
の
個
極
観
で
あ
り
、

「世
間
」
か
ら
忘
れ
ら
れ
た
者
、
疎
外
感
を

感
じ
て
い
る
者
な
ど
に
光
を
当
て
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
が
、
「世
間
」
に
〈
生
き
る

者
v
を
般
向
向
か
せ
る
ま
で
の
カ
は
そ
こ
に
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『人
問
栄
絡
」

末
尾
の
マ
ダ
ム
の
「
神
様
み
た
い
な
い
い
子
」
は
、
太
宰
の
そ
の
姿
勢
と
対
置
す
る
擬
制

民
主
主
義
に
順
応
し
た
「
世
間
』
の
そ
れ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

{寸
記

物
語
本
文
及
び
書
簡
か
ら
の
引
用
は
す
ぺ
て
第
H
次
筑
摩
書
房
版

『太
宰
遺
棄
」

全
日
巻
(
平
成
凶
年
5
月
1
平
成
M
年
5
月
)
に
拠
っ
た
。
な
お
、
そ
の
際
、
旧

字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
ル
ピ
は
省
脱
帽
し
た
。

註
ω
『
人
関
失
格
』

初

出
「
展
望
一
(
昭
和
幻
年
6
月
1
8月
)

6
月
1
日
付
発
行
6
月
号
(
第
刊
号
)
「
は
し
が
き
」
「第
一
の
手
記
」
「
第
二
の
手
記
」

6
月
日
目
太
宰
治
・
玉
川
上
水
に
て
山
崎
富
栄
と
投
身
自
殺

7月
1
目
付
発
行

7
EZ
第
担
方
)
「第
三
の
忌
記
(
一
)」

S
R
n
l日
付
発
行
8
月
号
(
第
担
号
)
「第
三
の
手
記
(
ニ
)
」
「
あ
と
が
き
」

「
人
間
失
格
」
(
筑
摩
書
一房
・
昭
和
お
年
7
月
お
B
)

ω
白
井
士
一見
「
太
宰
リ
翠
巴
(
「
展
望
一
」

・
8

E方
/
第

器
官了
昭
和
お
年
8
月
)

ω
東
郷
克
美
「
『人
間
失
格
』
の
渇
仰
」
(『作
ロ
阿
佐
醐
太
宰
治
』
・

双
文
社

・
昭
和
引

年
9
月
)

ω
東
郷
克
美
「
死
に

pqt
『母
』
の
系
譜
!
敗
戦
後
の
太
宰
治
二
『太
宰
治
の
世

界
」
・
冬
樹
社

・
昭
和
匁
年
5
月
)

同
註
制
に
同
じ

「人
聞
は
、
み
な
、
阿
じ
も
の
だ
」
と
い
う
「
民
衆
」
の
こ
と
ば
に
怯
え
る
、
「生
活

力
が
弱
く
て
、
欠
陥
の
あ
る
事
」
の
直
治
は
、「
強
く
た
く
ま
し
い
草
」
で
あ
る
「
所

謂
民
栄
の
友
」
に
な
る
た
め
に

「家
を
忘
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
父
の
血
に
毘
仇

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
母
の
優
し
谷
を
、
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ

っ
た
。
い
わ
ば
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
切
り
捨
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
し
か

し
彼
は
「
人
聞
が
、
み
な
、
同
じ
も
の
だ
」
と
い
う
原
理
で
成
り
た
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
現
窓
臨
界
で
は
所
詮
生
き
ら
れ
な
い
。
そ
の
結
果

「
捻
て
た
世
界
に
帰
る

こ
と
も
出
来
ず
、
民
衆
か
ら
は
悪
意
に
満
ち
た
ク
ソ
て
い
ね
い
の
傍
聴
席
を
与
へ
ら

れ
て
ゐ
る
だ
け
」
と
い
う
孤
立
状
態
に
お
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
自
己
を
洞
化
で
き
る

共
阿
体
的
人
間
関
係
か
ら
は
す
で
に
疎
外
さ
れ
、
戦
後
の
値
税
制
民
主
主
義
の
中
で
も
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生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
戦
後
の
太
宰
治
が
お
か
れ
て
い
た
根
無
し
草
的

状
況
を
性
格
に
語
っ
て
い
る
。
帰
属
す
べ
き
場
所
を
喪
っ
た
直
治
に
残
さ
れ
て

い
る
の
は
自
己
を
霊
化
す
る
道
だ
け
で
あ
る
。

『
斜
陽
』
の
直
治
と
『
人
間
失
格
」
の
大
庭
葉
蔵
の
造
形
に
お
け
る
類
似
性
を
見

出
す
こ
と
は
可
姥
た
ろ
う
。
た
だ
し
、
宣
治
と
葉
蔵
は
同
一
で
は
な
い
。

鳥
居
邦
朗
「
「
人
間
失
格
』
論
か
ら
太
宰
治
論
へ
」
(
「
解
釈
と
鐙
主
第
柑
巻
第

ω

号
・
昭
和
路
年

m月
)

安
藤
宏
「
『
人
間
失
格
』
の
構
成
|
作
品
分
析
の
た
め
の
覚
え
書
き
」
(
『
太
宰
治
』

恥
7
・
洋
々
社
・
平
成
3
年
6
月
)

高
田
知
波
司
人
間
失
格
』
と
〈
葉
蔵
物
語
〉
」
(
「
駒
沢
国
文
引
」
・
平
成
5
年
2
月
)

佐
士
口
純
一
郎
「
『
人
間
失
格
」
理
(
「
基
督
教
文
化
」
第
引
号
昭
和
翌
日
月
)

、
一
品
鯵
武
「
『
人
間
失
格
』
論
|
|
神
の
死
と
人
の
聖
性
1
1」
(
「
園
同
学
院
雑
益
第
花

巻
第
3
号
昭
和
匁
年
3
月
)

ド
ナ
ル
ド
・
キ
l
ン
「
解
荏
(
『
日
本
の
文
学
白

(7) (10) (9) (8) 。D

大
宰
治
」

中
央
公
論
社
・
昭

和
均
年
4
月
)

同
「
(
同
時
代
の
)
読
者
」
と
は
、
「
立
ち
止
ま
っ
た
者
」
、
「
執
着
す
る
者
」
な
ど
と
自
ら

は
っ
き
り
と
区
別
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
存
在
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
太

宰
の
批
判
は
そ
の
陵
昧
さ
を
眼
前
に
突
き
つ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

、
内

J
A
M

。

(1司 (1司 (14) (1功

初
出
「
群
像
」
(
第
2
巻
第
I
号
・
昭
和
勾
年
1
月
)

井
伏
鱒
二
宛
書
簡
(
昭
和
引
年
5
月
1
日
付
)

「
阜
、
の
花
火
」
初
出
「
展
望
」
(
第
l
場
第
6
号
・
昭
和
幻
年
6
月
)

堤
重
久
宛
書
簡
(
昭
和
幻
年
1
月
お
日
付
)
(
傍
点
原
文
)

こ
の
ご
ろ
の
日
本
、
あ
ほ
ら
し
い
感
じ
、
馬
の
背
中
に
狐
の
乗
っ
て
る
姿
で
、
た

『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」

だ
ウ
ロ
ウ
口
、
た
ま
に
血
相
か
へ
た
り
、
赤
旗
を
ふ
り
ま
は
し
た
り
、
ば
か
ば
か
し

し、。
次
に
明
確
な
指
針
を
与
へ
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
信
じ
て
し
ば
ら
く
ゐ
る
事
。

て
十
年
一
日
の
如
き
不
変
の
政
治
思
想
な
ど
は
迷
夢
に
す
ぎ
な
い
。
二
十
年
目

に
シ
ャ
パ
に
出
て
、
こ
の
真
現
実
に
号
令
し
よ
う
た
っ
て
、
そ
り
ゃ
、
無
理

だ
、
顧
問
に
お
願
ひ
し
ま
せ
う
、
名
誉
会
員
は
如
何
。

君
、
い
ま
さ
ら
赤
い
旗
振
っ
て
、
「
我
ら
若
き
兵
士
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
」

と
い
ふ
歌
、
う
た
へ
ま
す
か
。
無
理
で
す
よ
。
自
身
の
感
覚
に
無
理
な

(
白
々
し
き
を
感
ぜ
し
む
る
)
行
動
は
一
き
い
き
け
る
事
、
必
ず
大
き
い
破

た
ん
を
生
ず
る
。

一
、
い
ま
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
大
醜
態
な
り
、
新
型
便
乗
と
い
ふ
も
の
な
り
。

文
化
立
国
も
へ
っ
た
く
れ
も
あ
り
ゃ
し
な
い
。
戦
時
の
新
聞
雑
誌
と
同
じ
ぢ

ゃ
な
い
か
。
古
い
よ
。
と
に
か
く
み
ん
な
古
い
。

一
、
戦
時
の
普
労
苦
全
部
否
定
す
る
な
。

て
い
ま
叫
ば
れ
て
ゐ
る
何
々
主
義
、
何
々
主
義
は
、
す
べ
て
一
時
の
間
に
合
せ

も
の
な
る
ゆ
忌
を
以
て
、
次
に
ま
っ
た
く
新
し
い
思
潮
の
台
頭
を
待
望
せ
よ
。

て
教
養
の
盤
い
と
こ
ろ
に
幸
福
無
し
。
教
養
と
は
、
ま
づ
、
ハ
ニ
カ
ミ
を
知
る

事
也
。

一
、
保
守
派
に
な
れ
。
保
守
は
反
動
に
非
ず
、
現
実
派
な
り
。
チ
エ
ホ
7
を
思
へ
。

「
桜
の
園
」
を
思
ひ
出
せ
。

一
、
若
し
文
献
が
あ
っ
た
ら
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
研
究
を
は
じ
め
よ
。
倫
理
を
原
子

に
せ
し
7
ナ
キ
ズ
ム
的
思
潮
、
あ
る
ひ
は
新
日
本
の
活
力
に
な
る
か
も
知
れ

ず
。
(
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
で
も
何
で
も
、
君
が
読
ん
だ
あ
と
、
僕
に
貸
し
て
く

れ
。
金
木
の
は
う
へ
送
っ
て
下
さ
い
。
)
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一
、
実
皐
は
倫
理
の
儀
表
と
し
て
之
を
支
持
せ
よ
。
恋
ひ
し
た
ふ
対
象
な
け
れ
ば
、

倫
理
は
衝
に
迷
ふ
れ
桔
そ
れ
あ
り
。

「苦
悩
の
年
旦
初
出
「
新
文
芸
(
第
1
巻
第
3
号
・
昭
利
引
年
6
月
)

日
本
は
筑
操
件
降
伏
を
し
た
。
私
は
た
だ
、
恥
か
し
か
っ
た
。
も
の
も
言
へ
な
い

く
ら
ゐ
に
吸
っ
か
し
か
っ
た
e

〈
中
略
〉

ま
っ
た
く
新
し
い
思
潮
の
台
頭
を
待
望
す
る
。
そ
れ
を
言
ひ
出
す
に
は
、
何
よ
り

も
ま
づ
、
「
勇
気
」
を
要
す
る
。
犯
の
い
ま
夢
想
す
る
境
涯
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ
リ

ス
ト
た
ち
の
感
覚
を
基
調
と
し
、
そ
の
倫
理
の
儀
表
を
突
息
一
に
世
き
、
我
等
の
生
活

は
自
給
自
足
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
鳳
の
桃
源
で
あ
る
。

安
藤
宏
「
太
宰
治
・
戦
中
か
ら
戦
後
へ
」
(
「国
語
と
箇
文
学
」
第
“
巻
第
5
号

・平

成
l
年
5
月
)

吉
本
隆
明
「
転
向
論
」
{
「
現
代
批
評
」
第
l
巻
第
1
号

・
昭
和
幻
年
ロ
月
)
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(
も
り
は
な

か
お
り

本
学
一
九
九
九
年
度
修
了
)


