
一

「
縞
　
野
」
　
論
　
覚

－
女
の
「
不
為
合
せ
」

書と
末
尾
の
文
章
を
め
ぐ
っ
て

　
「
端
野
」
は
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
号
の
「
改
造
」
に
発
表
さ
れ
た
、
今
昔
物

語
葉
巻
第
三
十
「
中
務
太
絹
娘
、
成
近
江
郡
司
婢
語
第
四
」
と
伊
勢
物
語
の
類
話

に
材
を
採
っ
た
、
原
典
（
今
昔
）
の
ほ
ぼ
二
倍
の
長
さ
を
持
つ
短
編
（
注
一
）
で

あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
従
来
、
堀
の
リ
ル
ケ
的
主
題
の
完
全
な
形
象
化
の
み
ら
れ

る
（
注
二
）
王
朝
物
の
棹
尾
を
飾
る
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
、
通
説
化
さ
れ
て
き

た
。
ま
た
、
原
典
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
ほ
と
ん
ど
原
典
に
し
た
が
っ
て
か

か
れ
て
い
る
」
（
注
三
）
と
い
う
見
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
近
年
、
原
典
と
の
詳
細
な
対
照
、
成
立
事
情
に
つ
い
て
の
詳
し
い
考

証
、
他
の
作
品
と
の
対
比
に
よ
る
作
品
の
検
証
（
注
四
）
な
ど
の
視
点
か
ら
、
一

個
の
作
品
と
し
て
の
研
究
が
進
み
、
そ
の
中
か
ら
前
述
の
通
説
へ
の
批
判
も
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
原
典
と
さ
れ
る
作
品
の
他
に
、
多
く
の
作
品
が
影
響

を
与
え
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
論
文
を
参
考
に
し
つ
つ
、
こ
の
作
品
の
主
題
に
つ
い
て

考
察
し
、
そ
の
結
果
か
ら
改
め
て
こ
の
作
品
を
、
堀
と
い
う
作
家
の
文
学
活
動
の

中
で
見
直
し
て
い
き
た
い
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
昭
和
十
六
年
十
月
二
十
四
日
付
堀
多
恵
子
宛
書
簡
の

山
　
　
本

裕
　
　
一

中
で
、
「
『
今
昔
物
語
』
の
作
品
の
中
に
あ
る
或
不
幸
な
女
の
話
」
と
語
ら
れ
、

ま
た
、
そ
の
成
立
事
情
を
書
い
た
と
さ
れ
る
「
十
月
」
の
な
か
で
は
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
注
五
）

　
そ
れ
は
Ｉ
人
の
ふ
し
あ
は
せ
な
女
の
物
語
。
自
分
を
与
へ
与
へ
し
て
ゐ
る

ーち
に
い
つ
し
か
自
分
を
神
に
し
て
ゐ
た
や
う
な
ク
ロ
オ
デ
ル
好
み
の
聖
女
と

は
反
対
に
、
自
分
を
与
へ
れ
ば
与
へ
る
ほ
ど
い
よ
い
よ
は
か
な
い
境
涯
に
堕

ち
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
万
人
の
女
の
、
世
に
も
さ
み
し
い
身
の
上
話
。

さ
う
い
ふ
物
語
の
女
を
見
出
す
と
、
僕
は
な
ん
だ
か
急
に
身
の
し
ま
る
や
う

な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
（
傍
線
山
本
）

こ
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
ク
ロ
オ
デ
ル
の
作
品
「
マ
リ
ア
ヘ
の
お
告
げ
」
に
つ

い
て
は
、
同
じ
「
十
月
」
の
五
日
前
の
記
述
で
「
惜
し
げ
も
な
く
自
分
を
与
へ
る

余
り
の
純
真
さ
、
さ
う
し
て
ゐ
る
う
ち
に
自
分
で
も
知
ら
ず
識
ら
ず
神
に
ま
で
引

き
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
驚
き
、
そ
の
心
の
葛
藤
」
に
感
勤
し
な
が
ら
も
、
「
彼
女
を

孤
独
に
し
、
あ
あ
も
完
全
に
人
間
性
を
超
越
せ
し
め
、
そ
れ
ま
で
彼
女
を
と
り
ま

い
て
ゐ
た
平
和
な
田
園
生
活
か
ら
引
き
離
す
こ
と
が
ど
う
あ
っ
て
も
必
然
だ
つ
た

の
で
あ
ら
う
か
」
と
「
そ
の
結
末
の
神
へ
の
賛
美
の
や
う
な
も
の
」
を
「
異
様
な

も
の
」
に
思
い
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
ら
を
投

げ
出
し
て
生
き
る
純
真
さ
を
、
信
仰
に
よ
っ
て
現
実
生
活
を
超
越
し
た
も
の
と
し

－１



て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
、
人
間
的
な
不
安
な
生
活
の
中
で
描
こ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
か
な
り
後
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
昭
和
二
十
一
年
六
月
二
日
付
野
村
英
夫

宛
書
簡
の
中
の
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
も
、
こ
の
事
は
見
て
取
れ
る
。

し
か
し
、
「
十
月
」
の
な
か
で
「
マ
リ
ア
ヘ
の
お
告
げ
」
の
ヴ
イ
オ
レ
エ

ヌ
の
犠
牲
の
崇
高
さ
に
感
動
し
な
が
ら
、
同
時
に
何
か
心
情
的
に
反
発
せ
ず

に
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
あ
ヽ
い
ふ
僕
の
十
月
的
な
心
境
の
中
で
の
一
つ

の
挿
話
に
す
ぎ
ぬ
、
「
十
月
」
全
部
を
考
へ
て
貰
っ
た
ら
、
造
形
美
術
云
々

は
問
題
で
は
な
く
、
「
礦
野
」
の
女
主
人
公
と
の
対
比
に
お
い
て
、
そ
の
僕

の
反
発
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
思
ふ
（
傍
線
山
本
）

　
こ
の
よ
う
に
、
「
礦
野
」
は
、
そ
の
ふ
し
あ
わ
せ
な
女
主
人
公
の
は
か
な
い
境

涯
を
、
現
世
的
な
不
安
な
生
の
中
で
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
堀
は
、
そ
の
本
文

中
で
全
能
者
の
視
点
か
ら
、
女
の
「
不
為
合
せ
」
を
段
階
的
に
記
述
し
て
い
る
。

　
　
　
　
「
あ
の
方
さ
へ
お
為
合
せ
に
な
っ
て
ゐ
て
下
さ
れ
ば
、
わ
た
し
は
此
の
値

　
　
朽
ち
て
も
い
い
。
」

　
　
　
さ
う
思
ふ
こ
と
の
出
来
た
女
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
ま
だ
不
為
合
せ
で
は

　
　
な
か
っ
た
。
（
第
二
章
）

　
　
　
此
処
に
、
女
は
ま
っ
た
く
不
為
合
せ
な
も
の
と
な
っ
た
。
（
第
四
章
）

　
こ
の
作
品
の
主
題
が
「
不
為
合
せ
」
な
女
の
物
語
で
あ
り
、
堀
が
そ
の
「
不
為

合
せ
」
に
つ
い
て
作
品
内
で
解
説
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
言
う
「
不
為
合
せ
」

が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
ろ
う
。
以

下
、
堀
の
い
う
「
不
為
合
せ
」
と
は
何
な
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

　
　
　
二

　
初
め
の
堀
の
判
断
が
出
て
く
る
第
二
章
第
一
節
で
は
、
原
話
で
は
立
ち
入
ら
れ

な
か
っ
た
女
の
心
情
、
特
に
男
を
待
つ
女
の
心
の
充
実
が
、
日
毎
に
人
気
が
な
く

な
り
、
荒
れ
て
い
く
館
の
描
写
の
間
に
は
さ
み
込
む
形
で
、
堀
の
手
に
よ
っ
て
繰

り
返
し
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
論
部
分
と
し
て
、
前
述
の
堀
の

判
断
が
書
か
れ
て
い
る
。
状
況
説
明
部
分
を
抄
録
し
、
段
を
下
げ
、
括
弧
で
括
っ

て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
（
そ
れ
で
も
女
は
な
ほ
男
を
心
待
ち
に
し
な
が
ら
、
幾
人
か
の
召
使
ひ

　
を
相
手
に
、
さ
び
し
い
、
便
り
な
い
暮
ら
し
を
続
け
て
ゐ
た
）

そ
れ
で
も
女
は
ま
だ
し
も
そ
の
な
か
に
（
山
本
注
、
何
物
も
紛
ら
せ
て
は

く
れ
な
い
「
待
つ
こ
と
の
苦
し
み
」
を
さ
す
）
　
一
種
の
満
足
を
見
出
し
得
た
。

　
　
　
（
わ
づ
か
に
残
っ
て
ゐ
た
召
使
ひ
も
誰
か
ら
と
も
な
く
暇
を
と
り
出
し

　
　
み
な
散
り
散
り
に
立
ち
去
っ
て
往
っ
た
。
／
一
年
ば
か
り
の
あ
と
に
は
、

　
　
女
の
も
と
に
は
も
う
幼
い
童
が
一
人
し
か
残
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
）
な
か

　
ば
傾
い
た
西
の
対
の
端
に
、
わ
づ
か
に
雨
露
を
し
の
ぎ
な
が
ら
、

女
は
そ
れ
で
も
ぢ
っ
と
何
物
か
を
待
ち
続
け
て
ゐ
た
。

　
　
（
最
後
ま
で
残
っ
て
ゐ
た
幼
い
童
も
と
う
と
う
何
処
か
に
去
っ
て
し
ま

　
　
っ
た
。
）

　
し
か
し
こ
の
頃
は
も
う
女
に
は
そ
の
日
の
こ
と
に
も
事
を
欠
く
こ
と
が
多

く
な
り
出
し
て
ゐ
た
。
－
そ
れ
で
も
な
ほ
女
は
そ
こ
を
離
れ
ず
に
、
何
物

か
を
待
ち
続
け
て
ゐ
る
の
を
止
め
な
か
っ
た
。

　
　
「
あ
の
方
さ
へ
お
為
合
せ
に
な
っ
て
ゐ
て
下
さ
れ
ば
、
わ
た
し
は
此
の
儒

朽
ち
て
も
い
い
。
」
／
さ
う
思
ふ
こ
と
の
出
来
た
女
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、

ま
だ
不
為
合
せ
で
は
な
か
っ
た
。
（
傍
線
等
山
本
）

傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
周
り
の
現
実
が
厳
し
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
女
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は
「
待
つ
こ
と
の
苦
し
み
」
の
中
に
満
足
を
見
出
し
、
そ
れ
を
支
え
と
し
て
お
り
、

そ
の
こ
と
が
何
度
に
も
わ
た
る
「
そ
れ
で
も
」
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
感

懐
は
、
そ
う
し
た
断
層
的
な
表
現
に
続
い
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
彼

女
を
支
え
て
い
た
考
え
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
堀
は
、
右
の
よ
う

な
判
断
を
下
し
て
い
る
。
彼
女
は
最
愛
の
夫
と
別
れ
、
生
活
に
窮
乏
し
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
か
な
ら
ず
し
も
、
ま
だ
」
不
為
合
せ
で
な
い
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
自
己
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
男
を
幸
福
に
す
る
と
い
う
考
え
の
も
と
に
、

彼
女
が
「
待
つ
」
て
い
る
と
こ
ろ
を
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
彼
女
が
「
待
つ
」
こ
と
を
や
め
、
弱
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
後
で
も
、

堀
は
何
も
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
お
ら
ず
、
「
真
に
不
為
合
せ
」
と
断
ず
る
の
は
は

る
か
先
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の
評
価
の
対
象
は
「
待
つ
」
行
為
そ
の
も
の

で
な
く
、
そ
の
奥
に
あ
る
も
っ
と
深
い
心
情
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
女
の
「
待
つ
」
行
為
の
意
味
を
も
う

少
し
深
い
部
分
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
女
の
待
っ
て
い
た
も
の
は
何

で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
ま
ず
考
え
て
み
る
。

第
二
章
に
お
い
て
女
は
男
の
来
訪
を
受
け
る
。
以
下
は
そ
の
時
の
描
写
で
あ
る
。

　
女
は
急
に
手
足
が
辣
む
や
う
に
覚
え
た
。
さ
う
し
て
女
は
殆
ど
我
を
忘
れ

て
、
い
そ
い
で
自
分
の
小
さ
な
体
を
色
の
梗
め
た
蘇
芳
の
衣
の
な
か
に
隠
し

だ
の
が
漸
っ
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
女
に
は
自
分
が
見
る
か
げ
も
な
く
痩
せ
さ

ら
ば
へ
て
、
あ
さ
ま
し
い
や
う
な
姿
に
な
つ
て
ゐ
る
の
が
そ
の
と
き
初
め
て

気
が
つ
い
た
や
う
に
見
え
た
。
た
と
ひ
気
が
つ
い
て
ゐ
た
に
せ
よ
、
そ
の
と

き
ま
で
は
殆
ど
気
に
も
な
ら
な
か
っ
た
、
自
分
の
さ
う
い
ふ
み
じ
め
な
姿
が
、

そ
ん
な
に
な
っ
て
ま
だ
自
分
の
待
っ
て
ゐ
た
男
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
急
に
空

　
怖
ろ
し
く
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
（
傍
線
山
本
）

本
文
中
に
「
そ
ん
な
に
な
っ
て
ま
だ
自
分
の
待
っ
て
ゐ
た
男
」
と
あ
る
よ
う
に
、

女
が
待
っ
て
い
た
の
は
本
来
男
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
男
の
到
来
は
最
も

願
わ
し
い
現
実
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
は
自
分
の
惨
め
な
姿
を
男
に

見
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
身
を
隠
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
女
は
単
に
男
と
逢
う
こ

と
を
待
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
傍
線
部
を
見
れ
ば
、
そ
れ
ま

で
女
が
現
実
に
目
を
向
け
ず
、
自
ら
の
思
念
の
中
に
だ
け
生
き
て
い
た
こ
と
も
明

白
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
彼
女
が
待
っ
て
い
た
「
何
物
か
」
と
は
、
男
と
の
間

に
以
前
の
よ
う
な
付
き
合
い
が
取
り
戻
さ
れ
る
と
い
う
夢
想
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
の
こ
と
は
、
第
二
早
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
章
は
二
つ
の
別
れ
話
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
も
の
は
、

原
典
の
別
れ
話
を
整
理
し
た
も
の
で
、
そ
の
会
話
は
原
典
の
ほ
と
ん
ど
直
訳
と
い
っ

て
も
い
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
「
（
前
略
）
父
母
の
を
り
ま
し
た
間
は
、
そ
れ
で
も
ま
だ
何
か
と
お
支
度

な
ど
も
お
調
へ
し
て
さ
し
上
げ
ら
れ
て
を
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
か
う
何

か
と
不
如
意
に
な
っ
て
来
ま
し
て
は
、
そ
れ
も
思
ふ
に
ま
か
せ
な
く
な
り
、

お
出
仕
の
折
な
ど
に
さ
ぞ
見
苦
し
い
お
思
ひ
も
な
さ
れ
る
こ
と
が
お
あ
り
で

ご
ざ
い
ま
せ
う
。
ほ
ん
た
う
に
私
の
こ
と
な
ど
は
構
ひ
ま
せ
ぬ
か
ら
、
ど
う

ぞ
あ
な
た
様
の
お
為
め
に
な
る
や
う
に
な
す
っ
て
下
さ
い
ま
せ
。
」

　
こ
れ
に
対
し
て
、
二
回
目
の
別
れ
話
は
全
く
の
堀
の
創
作
で
、
そ
こ
に
は
原
典

の
女
よ
り
も
更
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
、
孤
立
し
た
女
の
心
情
が
描
か
れ
て
い
る
。

先
の
引
例
と
比
べ
て
み
て
欲
し
い
。

　
「
い
つ
ま
で
も
か
う
し
て
わ
た
く
し
と
Ｉ
緒
に
ゐ
て
下
さ
る
の
は
、
わ
た
く

し
は
嬉
し
が
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
ど
う
も
そ
れ
以
上
に
心
苦

し
く
て
な
り
ま
せ
ぬ
。
わ
た
く
し
は
か
う
し
て
あ
な
た
の
お
傍
に
居
り
ま
し

て
も
、
あ
な
た
の
そ
の
お
窟
れ
に
な
っ
た
お
姿
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ぬ
。

の
み
な
ら
ず
、
こ
の
頃
あ
な
た
様
は
わ
た
く
し
に
隠
し
て
、
何
か
お
考
へ
に

３



な
っ
て
い
ら
つ
し
や
る
の
で
せ
う
。
な
ぜ
そ
れ
を
わ
た
く
し
に
言
っ
て
は
下

さ
ら
ぬ
の
で
す
。
」
　
（
傍
線
山
本
）

　
傍
線
部
を
見
る
と
、
女
は
、
け
っ
し
て
単
に
「
献
身
的
、
没
我
的
」
な
わ
け
で

は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
父
母
が
死
ん
だ
今
と
な
っ
て
は
、
男
に
他
に
通
う
と
こ

ろ
が
出
来
る
の
は
、
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
事
は
女
も
重
々
承
知
し
て

い
る
。
さ
き
に
「
ほ
ん
た
う
に
私
の
こ
と
な
ど
は
構
ひ
ま
せ
ぬ
か
ら
、
ど
う
ぞ
あ

な
た
様
の
お
為
に
な
る
や
う
に
な
す
つ
て
下
さ
い
ま
せ
」
と
ま
で
語
っ
て
い
る
の

が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
女
は
「
な
ぜ
そ
れ
を
わ

た
く
し
に
言
っ
て
は
下
さ
ら
ぬ
の
で
す
」
と
男
を
詰
問
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

男
へ
の
愛
情
か
ら
身
を
引
こ
う
と
し
た
初
め
の
決
意
と
は
相
反
す
る
、
あ
く
ま
で

男
と
の
間
に
強
い
つ
な
が
り
を
持
ち
続
け
た
い
と
い
う
心
の
動
き
が
見
て
と
れ
る
。

　
女
が
そ
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
男
の
や
つ
れ
た
姿
を
見
た

く
な
い
と
い
う
彼
女
の
言
葉
は
、
つ
ま
り
、
男
を
や
つ
れ
て
い
な
い
姿
で
見
た
い

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
二
章
の
、
自
分
の
惨
め
な
姿
を
男
に
見
ら
れ
な
い
と
い
う

態
度
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
女
は
現
実
を
受
け
入
れ
ず
、
自
分
が
男
の
世
話
を
し

て
い
た
昔
の
状
況
を
強
く
思
慕
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
女
が
望
ん
で
い
る

も
の
は
現
状
で
は
か
な
え
ら
れ
な
い
夢
で
あ
り
、
女
は
そ
の
夢
を
追
う
こ
と
で
孤

独
へ
と
自
分
を
追
い
込
み
、
二
人
の
生
活
に
破
綻
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
こ
の
作
品
は
、
そ
の
内
な
る
欲
求
の
強
さ
故
に

口
了
不
ス
ク
な
心
情
に
苦
し
む
点
に
お
い
て
、
前
作
「
菜
穂
子
」
の
三
村
夫
人
や

菜
穂
子
に
通
じ
る
人
物
造
型
な
の
で
あ
る
。
（
注
六
）

　
堀
が
こ
こ
で
描
こ
う
と
し
た
も
の
は
、
冒
頭
（
本
論
文
の
Ｉ
）
で
述
べ
た
よ
う

に
、
人
間
性
を
逸
脱
し
た
よ
う
な
愛
や
犠
牲
精
神
で
は
な
い
。
自
ら
を
犠
牲
に
し

て
ま
で
も
、
そ
の
愛
を
貫
こ
う
と
し
た
女
の
激
し
い
生
の
希
求
な
の
で
あ
り
、
ま

た
、
苦
悩
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
再
び
、
二
章
に
戻
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
以
下
は
、
先
に
あ
げ

た
、
女
が
男
の
来
訪
に
驚
く
文
章
の
少
し
あ
と
、
男
が
立
ち
去
っ
た
後
の
女
の
心

情
の
描
写
で
あ
る
。

　
す
べ
て
は
失
は
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
男
は
其
処
に
ゐ
た
。
其
処
に
ゐ
た

こ
と
は
た
し
か
だ
。
そ
れ
を
女
に
た
し
か
め
で
も
す
る
や
う
に
、
男
の
歩
み

去
っ
た
山
吹
の
茂
み
の
上
に
は
、
ま
だ
蜘
の
網
が
破
れ
た
ま
ま
い
く
す
ぢ
か

垂
れ
さ
か
つ
て
夕
月
に
光
っ
て
見
え
た
。
女
は
そ
の
儒
荒
ら
な
板
敷
の
う
へ

に
い
つ
ま
で
も
泣
き
伏
し
て
ゐ
た
。
…
…
（
傍
線
山
本
）

　
た
ず
ね
て
来
た
男
が
立
ち
去
り
、
二
度
と
男
と
逢
え
な
く
な
っ
た
こ
と
に
対
し

て
、
女
は
「
す
べ
て
は
失
は
れ
て
し
ま
つ
た
の
だ
」
と
い
う
感
懐
を
抱
き
、
板
敷

に
泣
き
伏
し
て
い
る
。
男
の
幸
せ
が
第
一
義
の
問
題
で
あ
っ
た
な
ら
、
男
と
の
別

れ
は
、
す
べ
て
を
失
っ
た
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
ま
た
、
た
と
え
、
姿
を
隠
し
た

に
し
て
も
、
自
分
の
望
ん
だ
通
り
立
派
に
な
っ
た
か
男
を
一
目
み
た
い
、
見
て
、

自
分
の
考
え
の
正
し
か
っ
た
こ
と
を
確
か
め
、
そ
の
心
を
な
ぐ
さ
め
た
い
と
考
え

る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
男
が
幸
せ
か
ど
う
か
も
確
か
め
ず
、
ひ
た
す
ら

身
を
隠
し
、
こ
の
よ
う
な
感
懐
を
抱
く
と
す
れ
ば
、
「
あ
の
方
さ
へ
お
為
合
せ
に

な
っ
て
ゐ
て
下
さ
れ
ば
わ
た
し
は
此
の
儒
朽
ち
て
も
い
い
」
と
い
う
自
己
犠
牲
に

基
づ
く
献
身
的
な
考
え
は
女
の
本
当
の
望
み
で
は
な
い
。
女
の
あ
ま
り
に
激
し
い

生
の
希
求
が
作
り
出
し
た
自
己
欺
隔
な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
も
し
失
わ
れ
た
も

の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
「
い
つ
か
は
男
に
逢
へ
る
」

と
い
う
思
い
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
、
男
と
の
生
活
が
あ
る
べ
き
姿
で
取
り
戻
せ
る

と
い
う
夢
想
で
あ
ろ
う
。
現
実
の
自
ら
の
姿
を
認
識
し
た
時
に
、
女
は
そ
の
本
当

の
望
み
を
あ
き
ら
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
「
待
つ
」
こ
と
が
、
意
味
を
な

さ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
女
の
「
待
つ
」
行
為
と
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
考
え
を
こ
の
よ
う
に

と
ら
え
る
時
、
二
度
目
の
別
離
に
よ
る
女
の
変
化
は
、
夢
想
に
生
き
て
い
た
彼
女

が
、
現
実
へ
と
目
を
向
け
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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そ
し
て
、
そ
の
後
も
残
る
何
か
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
、
堀
が
女
の
中

に
見
出
し
た
、
「
不
為
合
せ
」
で
な
い
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
さ
ら
の
感
も
あ
る
が
、
私
は
、
そ
れ
を
生
の
希
求
す
な
わ
ち
現
実
の
生
に
満

足
せ
ず
、
よ
り
高
き
生
を
生
き
ん
と
す
る
姿
勢
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ

の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
三
章
の
次
の
よ
う
な
表
現
に
も
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

女
は
そ
れ
を
強
ひ
ら
れ
る
儒
に
、
京
を
離
れ
る
の
は
い
か
に
も
つ
ら
か
つ

た
け
れ
ど
、
し
か
し
、
自
分
の
余
り
に
も
っ
た
な
か
っ
た
来
し
か
た
に
抗
ふ

や
う
な
、
さ
う
し
て
何
か
自
分
の
運
を
試
し
て
み
る
や
う
な
心
持
ち
に
も
な

　
　
り
な
が
ら
、
そ
の
郡
司
の
息
子
に
つ
い
て
近
江
に
下
っ
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
山
本
）

　
確
か
に
、
「
待
つ
」
こ
と
を
諦
め
た
後
の
女
は
、
男
へ
の
愛
と
い
う
生
き
が
い

を
失
っ
て
「
も
う
以
前
の
女
で
は
な
」
い
。
意
志
も
弱
く
な
っ
て
、
郡
司
の
息
子

に
養
わ
れ
る
こ
と
を
一
時
は
否
み
な
が
ら
も
、
や
が
て
男
を
通
わ
せ
る
。
し
か
し
、

堀
は
そ
の
よ
う
な
女
に
、
自
分
の
身
が
「
い
と
ほ
し
く
て
い
と
ほ
し
く
て
な
ら
な

い
や
う
な
」
気
位
を
失
わ
せ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
引
用
の
傍
線
部
分
を
見
れ
ば
、

女
が
単
に
運
命
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
状
に
悔
し
い
思
い
を
し

な
が
ら
も
、
妥
協
せ
ず
、
現
実
の
中
に
働
き
か
け
る
意
志
を
失
っ
て
は
い
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。
女
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
な
お
「
不
為
合
せ
」
と
は
言
い
切
れ
な
い

の
で
あ
る
。
堀
が
こ
の
女
で
描
こ
う
と
し
た
も
の
は
、
夫
へ
の
愛
と
い
う
も
の
で

な
く
、
そ
の
奥
に
あ
る
こ
の
よ
う
な
心
情
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

一

一

一

　
次
に
二
度
目
の
堀
の
判
断
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
彼
女
は
、
や
が
て
「
い
か
に
も
悔

や
し
い
思
ひ
」
を
し
な
が
ら
、
近
江
の
国
か
ら
上
京
し
た
郡
司
の
息
子
に
身
を
許

し
、
彼
と
と
も
に
近
江
に
下
る
（
第
三
章
）
。
し
か
し
、
そ
の
男
に
は
国
元
に
妻

か
お
り
、
女
は
婢
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
こ
に
、
女
は
近
江
で
の
再
出
発
と
い
う

最
後
の
望
み
を
失
い
、
「
す
べ
て
の
運
命
が
そ
こ
に
う
ち
挫
か
れ
た
」
と
感
じ
る

（
第
四
章
第
一
節
）
。
以
下
は
そ
れ
に
続
く
部
分
で
あ
る
。

　
が
、
一
月
た
ち
二
月
た
ち
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
（
中
略
）
空
虚
な
気
も
ち

の
す
る
日
々
が
過
ご
さ
れ
た
。
い
ま
ま
で
の
不
為
合
せ
な
来
し
か
た
が
自
分

に
さ
へ
忘
れ
去
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
な
、
－
さ
う
し
て
、
そ
こ
に
は
、
自
分

が
横
切
っ
て
き
た
境
涯
だ
け
が
、
野
分
の
あ
と
の
、
う
ら
枯
れ
た
、
み
ど
こ

ろ
の
な
い
、
礦
野
の
や
う
に
し
ら
じ
ら
と
残
つ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

「
い
っ
そ
も
う
か
う
し
て
婢
と
し
て
誰
に
も
知
ら
れ
ず
に
一
生
を
終
へ
た
い
」

－
女
は
い
つ
か
さ
う
も
考
え
る
や
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
此
処
に
、
女
は
、
ま
っ
た
く
不
為
合
せ
な
も
の
と
な
っ
た
。
（
傍
線
山
本
）

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
事
は
、
先
に
要
約
し
た
、
男
の
来
訪
以
後
の
彼
女
の
運
命

は
、
ど
れ
Ｉ
つ
と
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
「
不
為
合
せ
」
と
す
る
に
足
る
内
容
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
堀
は
、
郡
司
の
息
子
の
裏
切
り
を
知
っ
て
か
ら
二
月
と

い
う
長
い
期
間
を
置
い
た
後
に
初
め
て
「
此
処
に
、
女
は
、
ま
っ
た
く
不
為
合
せ

な
も
の
と
な
っ
た
」
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
傍
線
部

参
照
）
。
「
不
為
合
せ
」
と
は
現
実
で
の
挫
折
－
夫
と
の
離
別
や
郡
司
の
息
子

に
裏
切
ら
れ
た
こ
と
（
外
的
条
件
）
で
は
な
い
。
女
が
人
生
に
絶
望
し
、
能
動
的

に
働
き
か
け
を
す
る
気
力
を
失
っ
た
こ
と
（
内
的
な
変
化
）
に
対
す
る
堀
の
判
断

で
あ
る
。
生
涯
を
「
礦
野
」
と
感
じ
、
「
誰
に
も
知
ら
れ
ず
に
一
生
を
終
へ
た
い
」

と
い
う
考
え
に
陥
っ
た
女
は
、
国
司
の
召
し
を
受
け
た
時
、
い
く
ら
で
も
相
手
を

●
●
●
一
一
・
一
●
・
一
一
　
　
一
●
・
●
・
●
一
・
一
　
・
　
●
　
・
　
一

さ
げ
す
め
た
以
前
と
は
違
い
、
「
い
い
な
り
に
な
ら
う
と
し
て
ゐ
る
自
分
が
何
だ

　
　
　
　
　
　
●
●
●
・
●
●
１
１
１
・
・
一

か
自
分
で
も
さ
げ
す
ま
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
や
う
な
」
「
無
性
に
さ
び
し
い
気
も

ち
」
（
傍
点
山
本
）
を
抱
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
も
は
や
女
は
運
命
に
身
を
ま

か
せ
て
お
り
、
気
位
を
も
失
っ
て
い
る
。
そ
の
状
態
が
「
不
為
合
せ
」
な
の
で
あ

５－一



る
。
つ
ま
り
、
堀
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
運
命
に
抗
う
姿
勢
な
の
だ
。

　
自
ら
を
犠
牲
に
す
る
ほ
ど
激
し
く
生
を
希
求
し
た
女
が
、
自
己
を
喪
失
す
る
と

い
う
「
不
為
合
せ
」
に
陥
っ
て
い
く
姿
が
、
こ
の
作
品
の
主
題
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
で
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
な
ら
ば
、

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
女
を
描
く
こ
と
が
堀
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ

た
の
か
が
問
題
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
ま
で
の
部
分

で
結
論
を
出
す
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
、
佐
藤
泰
正
氏
が
「
こ
の
終
末
の

場
面
を
描
く
切
迫
し
た
作
者
の
語
調
、
文
体
の
突
出
部
と
も
い
う
べ
き
部
分
に
、

こ
の
作
品
の
す
べ
て
は
賭
け
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
」
　
（
注
七
）
と
述
べ
て

お
ら
れ
て
い
る
末
尾
部
分
の
解
釈
を
踏
ま
え
た
上
で
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
小

説
は
、
氏
が
い
う
よ
う
に
、
堀
に
は
珍
し
い
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
な
文
体
で
最
後
の
女
主

人
公
の
死
の
場
面
へ
と
収
斂
さ
れ
て
い
る
。
堀
は
、
男
の
限
り
な
い
女
へ
の
愛
を
全

能
者
視
点
か
ら
描
き
、
女
は
「
一
度
だ
け
目
を
大
き
く
見
ひ
ら
ひ
て
男
の
顔
を
い
ぶ

か
し
さ
う
に
見
つ
め
」
る
姿
を
目
撃
者
視
点
か
ら
描
く
に
と
ど
め
て
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
描
か
れ
た
も
の
は
原
典
と
も
、
同
じ
原
典
に
よ
っ
た
滝
井
孝
作
の
「
中
務
大

輔
の
娘
」
（
注
ハ
）
と
も
異
な
っ
た
堀
独
特
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
終
末
部
分
に
堀
の

主
題
に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
再
び
女

の
心
理
が
語
ら
れ
ず
、
そ
の
外
見
で
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
末
尾
の
描
写

は
、
そ
こ
に
「
わ
れ
わ
れ
の
生
は
わ
れ
わ
れ
の
運
命
よ
り
以
上
の
も
の
で
あ
る
」
と

い
う
「
風
立
ち
ぬ
」
以
来
の
主
題
の
「
完
全
な
形
」
で
の
「
形
象
化
」
を
見
る
谷
田
昌

平
に
代
表
さ
れ
る
解
釈
、
そ
れ
に
対
し
、
末
尾
二
行
の
表
現
か
ら
疑
問
を
発
し
、
そ

こ
に
も
は
や
男
の
想
い
を
受
け
と
め
え
ぬ
「
生
と
愛
と
の
荒
涼
た
る
終
息
」
を
見
る

大
森
郁
之
助
の
解
釈
、
自
己
自
身
へ
の
「
自
愛
的
な
恍
惚
」
「
自
他
合
一
の
共
時
的
エ

ク
ス
タ
シ
ー
」
を
見
る
竹
内
済
己
の
解
釈
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
許
す
も
の
と
な
っ

て
い
て
、
見
解
が
定
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
私
は
今
回
見
て
来
た
よ
う
な
「
不
為
合
せ
」

と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
末
尾
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
か
私
見

を
述
べ
て
み
た
い
。
問
題
と
な
る
末
尾
の
文
章
と
は
、
以
下
に
挙
げ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
「
し
っ
か
り
し
て
ゐ
て
く
れ
。
」
男
は
女
の
背
を
撫
で
な
が
ら
、
漸
っ
と
い
ま

自
分
に
返
さ
れ
た
こ
の
女
、
こ
の
女
ほ
ど
自
分
に
近
し
い
、
こ
れ
ほ
ど
貴
重
な

も
の
は
ゐ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
身
に
し
み
て
分
か
っ
た
。
さ

う
し
て
こ
の
不
為
合
せ
な
女
、
前
の
夫
を
行
き
ず
り
の
男
だ
と
思
い
込
ん
で
行

き
ず
り
の
男
に
身
を
ま
か
せ
る
と
同
じ
よ
う
な
詮
ら
め
で
身
を
ま
か
せ
て
ゐ
た

こ
の
惨
め
な
女
、
こ
の
女
こ
そ
こ
の
世
で
自
分
の
め
ぐ
り
あ
ふ
こ
と
の
出
来
た

唯
一
の
為
合
せ
で
あ
る
こ
と
を
は
じ
め
て
悟
っ
た
の
だ
っ
た
。
／
し
か
し
、
女

は
苦
し
さ
う
に
男
に
抱
か
れ
た
ま
ま
、
一
度
だ
け
目
を
大
き
く
見
ひ
ら
い
て
男

の
顔
を
い
ぶ
か
し
さ
う
に
見
っ
め
た
ぎ
り
、
だ
ん
だ
ん
死
顔
に
変
り
だ
し
て
ゐ

た
。
…
…

　
も
は
や
黙
っ
て
宿
命
に
身
を
ま
か
せ
て
生
き
る
こ
と
し
か
で
き
な
く
な
っ
て
い
る

女
に
と
っ
て
、
男
と
の
再
会
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

　
す
で
に
二
章
に
お
い
て
、
女
は
、
愛
に
殉
ず
る
こ
と
な
く
、
「
す
べ
て
は
失
は
れ
て

し
ま
っ
た
」
と
、
男
へ
の
愛
を
諦
め
て
い
る
の
を
見
て
来
た
。
し
か
も
、
彼
女
が
自
分

の
生
涯
を
「
礦
野
」
と
感
じ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
と
も
に
近
江
に
く
だ
っ
た
郡
司

の
息
子
の
裏
切
り
か
ら
で
あ
っ
て
、
最
初
の
男
へ
の
愛
が
「
彼
女
の
奥
深
く
に
沈
め

て
し
ま
」
わ
れ
、
『
生
命
』
そ
の
も
の
と
な
っ
て
」
、
彼
女
の
「
生
」
へ
の
意
志
を
支
え

て
い
る
と
す
る
谷
田
昌
平
氏
（
注
九
）
の
よ
う
に
は
考
え
に
く
い
。
も
ち
ろ
ん
、
不
在

に
よ
る
愛
の
高
揚
と
い
う
テ
ー
マ
は
後
期
の
堀
の
作
品
の
中
に
よ
く
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
こ
の
作
品
に
そ
れ
が
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
女
は
、
新

し
い
夫
を
迎
え
、
そ
の
男
と
の
生
活
に
賭
け
て
下
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
な
お
残

る
純
粋
な
愛
情
の
存
在
は
考
え
に
く
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
末
尾

二
打
の
「
い
ぶ
か
し
さ
う
に
」
と
い
う
表
現
が
、
「
相
手
が
誰
な
の
か
判
っ
て
も
尚
残

る
別
な
不
審
で
あ
り
」
「
た
と
え
旧
の
夫
で
も
今
ボ
さ
れ
た
激
情
は
理
解
し
難
い
、
と

い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
「
理
解
し
難
さ
を
表
出
し
た
こ
と
で
こ
と
き
れ

る
の
だ
か
ら
」
「
『
礦
野
』
の
女
主
人
公
の
愛
は
再
会
の
段
階
で
遂
に
発
現
す
る
こ
と

の
な
い
も
の
に
成
り
了
せ
る
、
そ
う
い
う
愛
な
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
大
森
論
文
の
指
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摘
も
あ
り
、
愛
し
た
男
と
の
再
会
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
女
の
喜
び
（
愛
の
再
燃
）
や
幸

福
を
見
る
こ
と
に
は
抵
抗
か
お
る
。

　
で
は
、
こ
の
女
に
は
救
い
は
な
い
の
か
。
大
森
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
作
品
に
は
、
堀
文
学
の
愛
と
生
の
荒
涼
た
る
終
息
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
。
こ

の
こ
と
を
引
用
部
分
か
ら
読
み
取
っ
て
み
よ
う
。

　
引
用
に
先
立
つ
部
分
で
、
男
の
「
矢
張
り
お
ま
へ
だ
つ
た
の
か
」
と
い
う
声
を
聞

い
て
、
女
は
男
の
腕
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
後
も
女
は
な
お
二
回
「
力
の
か

ぎ
り
」
「
な
ほ
も
必
死
に
」
男
の
腕
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
姿
を
書
か
れ
て
い
る
。
こ

の
激
し
い
希
求
は
、
も
は
や
生
け
る
屍
と
な
り
何
物
に
も
い
い
な
り
と
な
っ
て
い
た

女
の
、
与
え
ら
れ
た
苛
酷
な
運
命
に
対
し
て
の
最
後
の
力
を
振
り
絞
っ
て
の
抗
い
で

あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
時
、
女
は
自
己
を
喪
失
し
た
「
不
為
合
せ
」
な
も
の
で

は
な
く
、
そ
こ
に
は
、
二
章
で
男
か
ら
身
を
隠
し
た
の
と
同
質
の
激
し
さ
が
、
わ
ず

か
な
時
間
で
は
あ
る
が
甦
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
女
は
苦
し
さ
う
に
男
に
抱
か
れ
た

ま
ま
、
二
度
だ
け
目
を
大
き
く
見
ひ
ら
い
て
男
の
顔
を
い
ぶ
か
し
さ
う
に
見
つ
め
」

て
力
尽
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
い
ぶ
か
し
そ
う
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
、
大
森
氏
は
、
「
理
解
し
難
さ
を

表
出
し
た
こ
と
で
こ
と
き
れ
る
の
だ
か
ら
」
、
女
の
側
に
「
夫
の
側
と
類
似
し
た
感
情

は
ま
っ
た
く
生
じ
て
い
な
い
」
と
す
る
。
私
も
基
本
的
に
は
そ
れ
に
同
意
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
末
尾
の
表
現
の
う
ち
「
見
つ
め
る
」
と
い
う
行
為
の
方
に
こ
だ
わ
り
、

女
の
激
し
さ
が
甦
っ
て
い
る
こ
と
を
頭
に
お
い
て
別
な
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
も

う
一
つ
の
解
釈
が
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
女
は
、
国
司
と
な
っ
た
昔
の
男
を
み
つ
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
目
は
大
き
く

見
開
か
れ
て
い
る
。
た
だ
、
運
命
を
呪
い
、
我
が
身
を
嘆
く
ば
か
り
で
、
も
は
や
男
に

何
も
思
う
所
が
な
い
の
な
ら
、
男
を
見
つ
め
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
何
か
を
見
出

そ
う
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
い
ぶ
か
し
さ
う
に
」
疑
い
な
が
ら
も
、
な

お
見
つ
め
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
き
く
見
聞
か
れ
た
眼
は
そ
の
希
求
の
強
さ
を

物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
で
は
、
女
は
何
を
男
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
女
の
一
生
が
、
決

し
て
徒
労
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
証
明
で
は
な
か
っ
た
か
。
大
森
氏
の
言
う
よ
う
に
、

男
と
の
間
に
愛
情
の
再
燃
は
み
と
め
に
く
い
。
し
か
し
、
そ
の
男
を
自
分
を
犠
牲
に

し
て
ま
で
愛
し
た
事
実
は
消
え
は
し
な
い
。
出
世
し
た
男
を
見
る
こ
と
は
、
そ
の
当

時
の
願
い
が
、
立
派
に
達
成
さ
れ
た
こ
と
の
証
明
で
あ
り
、
女
の
生
涯
が
、
け
っ
し

て
自
ら
の
思
っ
て
い
る
よ
う
な
見
ど
こ
ろ
の
な
い
喧
野
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
証
明

で
も
あ
る
。
昔
の
夫
と
の
再
会
は
、
穣
野
に
一
条
の
光
を
さ
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　
女
は
、
背
負
わ
さ
れ
た
抗
い
が
た
い
運
命
の
前
に
何
も
信
ず
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
て
い
る
。
も
は
や
、
こ
の
女
に
は
、
ど
の
よ
う
な
「
為
合
は
せ
」
も
あ
り
得
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
女
に
は
信
じ
切
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
最
期
の
時

に
自
分
の
生
か
徒
労
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
や
る
こ
と
は
、
女
に
対
し
て
与
え

得
る
最
高
の
幸
福
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
を
祝
福
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
女
の
生

に
対
し
て
注
ぐ
堀
の
目
は
暖
か
い
。

四

　
私
は
、
こ
こ
ま
で
「
不
為
合
は
せ
」
と
い
う
点
か
ら
、
「
駿
野
」
の
主
題
と
そ
の
末

尾
の
女
の
姿
の
解
釈
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
て
き
た
。
次
に
男
の
側
か
ら
、
最
期

の
場
面
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
小
説
に
お
い
て
、
原
典
に
は
ほ
と

ん
ど
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
男
の
心
理
な
ど
に
、
堀
は
多
く
加
筆
し
て
い
る
。
明
ら

か
に
堀
は
、
こ
の
男
に
何
ら
か
の
役
割
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

役
割
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
女
と
の
再
会
に
お
い
て
、
男
は
、
当
初
、
女
が
旧
の
妻
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て

い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
女
へ
の
愛
情
が
持
続
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま

た
、
女
は
「
行
き
ず
り
の
男
に
身
を
ま
か
せ
る
」
よ
う
に
身
を
ま
か
せ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
男
が
そ
の
女
の
中
に
自
分
へ
の
愛
情
を
見
い
出
し
た
と
も
考
え
に
く
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男
は
末
尾
に
お
い
て
、
「
自
分
に
近
し
い
」
「
貴
重
な
」
「
漸
つ
と
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い
ま
自
分
に
返
さ
れ
た
こ
の
女
」
「
自
分
の
め
ぐ
り
あ
ふ
こ
と
の
出
来
た
唯
一
の
為
合

せ
」
と
女
の
こ
と
を
慕
い
、
激
情
を
示
す
。
こ
の
激
情
は
何
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う

か
。

　
男
は
、
女
の
「
自
分
の
こ
と
に
構
は
ず
に
、
己
の
こ
と
ば
か
り
構
は
う
と
し
て
ゐ

る
」
心
情
を
窮
屈
と
感
じ
、
女
の
も
と
を
去
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
女
恋
し
さ
に
何
度

か
女
を
訪
れ
よ
う
と
す
る
が
、
「
何
物
か
」
に
は
ば
ま
れ
て
、
女
か
ら
遠
ざ
か
る
。
し

か
も
、
意
を
決
し
て
女
を
尋
ね
た
時
に
さ
え
も
、
女
を
諦
め
る
と
、
女
恋
し
さ
を
瞬

時
に
「
言
い
し
れ
ず
昔
な
つ
か
し
い
や
う
な
、
殆
ど
快
い
物
思
ひ
」
に
変
え
て
い
る
。

男
は
、
誠
実
さ
を
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
は
い
る
か
、
何
一
つ
女
の
よ
う
な
純
真
な

心
を
持
っ
て
行
動
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
女
の
愛
情
の
強
さ
を
う
け
と
め

る
心
の
広
さ
を
持
た
ず
、
負
担
に
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
男
は
、
女
と
別
れ
た
後
、
国
司
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
世
間
的
な
意
味
で
は

十
分
に
「
為
合
せ
」
な
環
境
に
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
と
の
出
会
い
を
「
唯
一

の
為
合
せ
」
と
感
じ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
為
合
せ
」
と
は
、
や
は
り
、
そ
の
生

き
方
に
対
す
る
評
価
で
、
女
と
と
も
に
生
き
た
日
々
を
「
為
合
せ
」
と
感
じ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
女
が
男
と
別
れ
て
後
、
生
涯
を
「
礦
野
」
と
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
事
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
と
同
様
に
、
男
も
女
と
別
れ
た
後
に
「
為
合
せ
」
を

感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
再
会
に
至
る
男
の
心
情
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
男
が
最
期
に
激
情
を
。

示
し
て
い
る
こ
と
は
、
女
を
眼
前
に
し
た
時
、
女
と
別
れ
て
以
来
の
「
不
為
合
せ
」
な

日
々
の
中
に
、
女
と
の
思
い
出
を
対
置
し
、
当
時
に
は
負
担
に
思
う
ば
か
り
で
気
付

か
な
か
っ
た
、
女
の
純
真
な
生
の
貴
重
さ
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
た
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
「
漸
っ
と
い
ま
自
分
に
返
さ
れ
た
」
女
「
は
じ
め
て
悟
っ
た
の
だ
っ
た
」
と

い
う
記
述
は
そ
う
し
た
男
の
心
情
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
傍
点

山
本
）
。
そ
れ
は
、
女
と
の
再
会
に
よ
っ
て
、
初
め
て
も
た
ら
さ
れ
た
魂
の
目
覚
め
で

あ
り
、
そ
の
心
情
の
吐
露
の
激
し
さ
は
女
の
真
摯
な
生
か
男
へ
と
受
け
継
が
れ
る
こ

と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
堀
は
、
女
の
生
の
意
義
を
、
女
の
生
に
接
し
た
男
の
魂
の
高

揚
に
よ
っ
て
間
接
的
に
示
し
て
い
る
。
男
の
役
割
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
な
か
っ

た
か
。

　
堀
は
早
く
昭
和
十
年
一
月
発
表
の
「
山
茶
花
な
ど
」
に
お
い
て
、
登
場
人
物
に
「
菜

穂
子
」
を
思
わ
せ
る
作
品
の
構
想
を
語
ら
せ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
女
主
人
公
が
、

自
分
を
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
に
苦
し
ん
だ
挙
げ
句
、
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
結
末
に

つ
い
て
述
べ
た
後
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
人
の
一
生
は
無
駄
だ
っ
た
ら
う
か
？
そ
れ
も
一
つ
の
美
し
い

生
涯
だ
っ
た
ら
う
ぢ
や
あ
な
い
か
？
　
私
は
そ
れ
を
信
じ
た
い
の
だ
。
…
…
そ

れ
で
私
は
そ
の
人
の
物
語
を
描
く
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
か
う
い
ふ
結
末
を
与
へ

た
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
ひ
と
が
死
ん
で
か
ら
、
そ
れ
ま
で
そ
の
人
の
気
持
ち
な

ん
ぞ
少
し
も
理
解
し
や
う
と
も
し
な
い
や
う
な
男
だ
っ
た
そ
の
夫
が
、
い
つ
か

知
ら
ず
識
ら
ず
の
裡
に
そ
の
人
の
不
為
合
せ
だ
っ
た
事
に
気
が
っ
き
、
自
分
が

苦
し
め
て
ゐ
た
そ
の
妻
を
だ
ん
だ
ん
心
か
ら
愛
し
出
し
て
そ
の
た
め
自
ら
は
反

っ
て
為
合
せ
に
な
っ
て
ゆ
く
ー
と
云
っ
た
、
そ
ん
な
心
の
目
ざ
め
を
描
き

た
い
と
思
っ
た
の
だ
。

　
こ
れ
は
直
接
「
端
野
」
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
文
章
に
、

堀
が
「
端
野
」
の
男
を
描
い
た
こ
と
の
意
味
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
女
の
生
か
無
駄
で
な
か
っ
た
と
「
信
じ
た
い
の
だ
」
と
い
っ
た
堀
の
生
へ
の

信
頼
は
、
こ
の
物
語
の
女
の
生
と
そ
の
最
期
に
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
堀
は
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
男
の
「
心
の
目
覚
め
」
を
描
く
こ
と
で
、
女
の
生
の
意
義

を
間
接
的
に
も
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
注
十
二

　
「
端
野
」
末
尾
に
お
い
て
描
か
れ
た
も
の
は
、
現
実
の
圧
力
に
屈
し
た
女
の
最

期
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
女
を
描
く
こ
と
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
生

は
わ
れ
わ
れ
の
運
命
よ
り
以
上
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
課
題
を
作
品
の
中
に
求

め
続
け
た
堀
に
と
っ
て
現
実
に
対
す
る
「
さ
び
し
い
詮
め
」
（
注
十
二
）
で
あ
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
否
定
的
な
意
味
に
ば
か
り
と
る
こ
と

は
で
き
ま
い
。
現
実
を
直
視
し
、
根
源
的
な
生
の
探
求
を
続
け
て
い
く
か
ぎ
り
、

一
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理
想
的
な
状
態
は
望
め
な
い
。
こ
の
作
品
の
よ
う
に
現
実
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
し

ま
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
堀
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
宗
教
に
頼

る
こ
と
は
な
く
、
た
と
え
ど
ん
な
に
苛
烈
な
運
命
の
も
と
に
お
か
れ
よ
う
と
も
、

あ
く
ま
で
現
実
の
不
安
の
中
で
、
日
常
に
埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
自
己
の
生

を
高
揚
せ
ん
と
す
る
人
物
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
最
期
に
お
い
て
女
の

生
に
報
い
、
男
の
目
覚
め
を
描
く
こ
と
で
女
の
生
に
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。
こ

の
作
品
に
描
か
れ
た
も
の
は
大
森
氏
や
竹
内
氏
の
言
う
よ
う
な
「
わ
れ
わ
れ
の
運

命
よ
り
以
上
の
」
生
と
い
う
課
題
か
ら
の
後
退
や
変
容
で
は
な
い
。
現
実
の
厳
し

さ
を
認
め
た
上
で
の
さ
ら
な
る
課
題
の
追
求
、
逆
説
的
肯
定
で
あ
っ
て
、
次
作

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
へ
と
ひ
き
つ
が
れ
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

注
一
　
古
田
精
一
　
「
堀
辰
雄
と
王
朝
女
流
日
記
」

　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
六
年
十
月
至
文
堂
刊
『
現
代
文
学
と
古
典
』
所
収
）

注
二
　
谷
田
昌
平
『
堀
辰
雄
－
そ
の
生
涯
と
文
学
－
』
　
「
恋
す
る
女
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
十
年
十
二
月
、
青
木
書
房
よ
り
刊
行
）

注
三
　
谷
田
昌
平
「
堀
辰
雄
と
日
本
古
典
」

　
　
　
　
　
（
昭
和
三
三
年
十
月
角
川
書
店
刊
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
』
⑩
所
収
）

注
四
　
特
に
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
を
列
挙
す
る
。
本
文
中
で
は
、

　
　
煩
雑
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
、
多
く
は
著
者
の
名
の
み
で
記
し
た
。

　
長
谷
川
孝
士
「
堀
辰
雄
『
礦
野
』
に
関
す
る
考
察
－
『
今
昔
物
語
集
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
原
話
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
Ｉ
Ｉ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
媛
大
学
紀
要
一
三
　
昭
和
四
二
年
十
二
月
）

　
大
森
拓
之
助
「
『
礦
野
』
論
へ
の
序
－
成
立
課
程
の
虚
実
を
発
端
と
し
て
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
近
代
文
学
第
一
四
集
　
昭
和
四
六
年
五
月
）

　
　
（
「
十
月
」
と
書
簡
の
比
較
か
ら
、
成
立
事
情
を
考
証
、
「
十
月
」
の
信
憑
性

　
　
に
つ
い
て
疑
義
を
提
起
す
る
他
、
さ
ま
ざ
ま
な
指
摘
を
な
さ
れ
て
い
る
）

　
竹
内
湾
己
　
「
『
端
野
』
－
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
達
成
－
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
千
葉
大
学
教
養
部
研
究
報
告
　
　
昭
和
五
六
年
十
二
月
）

　
　
（
「
六
の
宮
の
姫
君
」
と
の
対
比
、
折
口
信
夫
の
民
俗
学
へ
の
接
近
と
い
う

　
　
観
点
よ
り
、
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
）

　
松
木
具
枝
　
「
堀
辰
雄
論
　
　
『
端
野
』
と
『
六
の
宮
の
姫
君
』
と
の
比
較

　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
中
心
に
」
　
（
玉
藻
第
二
十
号
　
昭
和
五
九
年
十
二
月
）

　
中
島
昭
　
「
堀
辰
雄
『
端
野
』
試
論
－
『
伊
勢
物
語
』
と
の
関
連
を
中
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
」
　
（
国
語
と
国
文
学
　
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
号
）

　
　
（
ジ
イ
ド
・
伊
勢
物
語
な
ど
の
日
本
古
典
の
影
響
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
）

注
五
　
昭
和
十
八
年
一
月
、
二
月
『
婦
人
公
論
』
に
発
表

　
　
角
川
書
店
版
「
堀
辰
雄
作
品
集
第
六
・
花
を
持
て
る
女
」
　
（
昭
和
二
三
年

　
四
月
刊
行
）
の
あ
と
が
き
に
、
「
こ
の
短
編
を
書
く
ま
で
の
心
境
は
「
十
月
」

　
の
中
に
書
い
た
」
と
の
発
言
が
あ
る
。

　
　
な
お
、
本
文
の
引
用
は
「
端
野
」
「
十
月
」
他
、
す
べ
て
筑
摩
版
堀
辰
雄

　
全
集
に
よ
り
、
漢
字
は
現
行
の
字
体
に
変
え
た
。

注
六
　
た
と
え
ば
、
前
作
「
菜
穂
子
」
を
単
行
本
に
収
録
す
る
際
、
そ
の
背
景

　
と
し
て
読
ま
れ
る
た
め
に
改
作
さ
れ
た
「
楡
の
家
」
第
一
部
に
は
、
次
の
よ

　
う
な
文
章
が
見
ら
れ
、
他
者
の
樵
悴
に
苦
し
み
、
ま
た
、
他
者
の
目
に
写
る

　
自
ら
の
姿
に
苦
し
む
と
い
う
発
想
が
本
文
中
の
引
用
と
共
通
し
て
い
る
。

　
あ
の
方
は
驚
く
ほ
ど
樵
悴
な
す
っ
て
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
見
え
た
。
そ

の
お
痩
せ
方
や
お
顔
色
の
悪
い
こ
と
は
私
の
胸
を
Ｉ
ぱ
い
に
さ
せ
た
。

　
（
中
略
）
私
の
竃
れ
た
様
子
が
あ
の
方
を
も
同
じ
や
う
に
悲
し
ま
せ
て

ゐ
る
ら
し
い
こ
と
を
や
っ
と
気
づ
き
出
し
た
。
私
は
心
の
圧
し
っ
ぶ
さ

れ
さ
う
な
の
を
や
っ
と
耐
へ
な
が
ら
表
面
だ
け
は
い
か
に
も
の
静
か
な

様
子
を
洋
っ
て
ゐ
た
。
ヽ
（
山
本
注
　
三
村
夫
人
が
森
と
再
会
す
る
場
面
）

ま
た
、
前
作
「
菜
穂
子
」
の
主
人
公
菜
穂
子
は
、
発
病
に
よ
っ
て
、
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夫
の
も
と
か
ら
抜
け
出
し
、
療
養
所
に
入
り
、
孤
独
の
中
に
「
生
の
愉

　
　
　
し
さ
」
を
味
わ
う
（
六
）
。
そ
の
時
彼
女
は
、
「
も
う
少
し
の
辛
抱
…
…

　
　
　
も
う
少
し
の
…
…
」
と
何
の
根
拠
も
な
く
自
分
に
言
い
き
か
せ
て
い
る
。

　
　
　
そ
れ
は
、
「
礦
野
」
の
女
が
男
と
別
れ
て
「
何
か
」
を
待
ち
続
け
て
い

　
　
　
る
の
と
同
様
で
あ
り
、
明
の
訪
問
な
ど
に
よ
り
、
菜
穂
子
が
そ
の
不
毛

　
　
　
に
気
づ
き
、
そ
こ
か
ら
現
実
へ
と
目
を
向
け
出
す
所
も
、
「
礦
野
」
の

　
　
　
女
が
、
男
の
訪
問
に
よ
り
自
ら
の
姿
に
気
づ
く
所
と
類
似
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
こ
と
と
、
後
述
す
る
「
山
茶
花
な
ど
」
の
叙
述
を
考
え
あ
わ
せ
る

　
　
　
と
、
そ
の
執
筆
時
期
の
近
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
「
礦
野
」
を
「
菜
穂
子
」

　
　
　
に
続
く
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ

　
　
　
ま
り
、
「
菜
穂
子
」
末
尾
の
予
見
を
引
き
継
ぎ
、
現
実
の
中
で
展
開
し

　
　
　
た
も
の
と
し
て
、
「
自
分
を
与
へ
与
へ
」
す
る
「
鷹
野
」
の
女
の
生
を

　
　
　
考
え
る
の
で
あ
る
。

注
七
　
佐
藤
泰
正
「
作
品
研
究
の
方
法
と
実
際
－
そ
の
一
つ
の
メ
モ
『
咳
野
』

　
　
　
　
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
五
〇
年
七
月
）

注
ハ
　
大
正
十
年
十
二
月
『
表
現
』
に
発
表

注
九
　
前
出
、
谷
田
昌
平
「
恋
す
る
女
」
　
（
注
二
参
照
）

注
十
　
前
出
、
大
森
郁
之
助
「
『
駿
野
』
論
へ
の
序
」
　
（
注
四
参
照
）

注
十
一
　
　
「
菜
穂
子
」
の
圭
介
は
、
菜
穂
子
の
病
気
の
こ
と
を
母
が
他
人
に
話

　
　
　
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
突
然
菜
穂
子
の
こ
と
が
気
に
か
か
り
出
し
、

　
　
　
菜
穂
子
の
何
か
を
こ
ら
え
る
よ
う
な
「
う
つ
む
き
顔
」
を
思
い
出
す
。

　
　
　
　
（
十
）
そ
し
て
、
た
ま
ら
な
く
な
っ
て
療
養
所
を
訪
ね
（
十
一
）
、
家

　
　
　
に
帰
る
気
に
な
ら
ず
、
銀
座
を
さ
ま
よ
う
（
十
二
）
。
そ
し
て
、
彼
は
、

　
　
　
　
「
何
物
か
に
引
き
摺
ら
れ
て
い
く
」
心
持
ち
で
家
に
帰
っ
て
い
く
。

　
　
　
　
　
「
礦
野
」
の
男
は
、
女
の
も
と
へ
行
こ
う
と
し
て
も
「
何
物
か
に
阻

　
　
　
ま
れ
る
や
う
な
心
も
ち
」
に
な
っ
て
別
の
女
の
家
へ
と
引
っ
返
す
。
ふ

　
　
　
と
、
女
の
柚
を
顔
に
し
た
、
さ
び
し
い
、
「
俯
伏
し
た
姿
」
を
思
い
出

　
　
　
す
と
、
「
女
恋
し
さ
に
ゐ
て
も
た
っ
て
も
ゐ
ら
れ
」
な
く
な
っ
て
、
女

を
訪
ね
る
。

　
両
者
は
、
と
も
に
女
を
恋
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
現
実
に
隔
著
せ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
類
似
は
、
男
を
圭
介
の
後
身
と
考
え
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
両
者
を
比
べ
て
み
る
と

き
、
そ
こ
に
堀
文
学
の
一
つ
の
変
容
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
菜

穂
子
」
で
は
、
菜
穂
子
は
確
か
に
圭
介
に
何
か
を
求
め
て
お
り
、
圭
介

も
菜
穂
子
と
の
交
渉
の
中
で
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
礦
野
」

の
女
は
、
こ
の
論
文
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
男
の
愛
を
求
め
て
は
お
ら

ず
、
男
は
女
と
の
再
会
に
よ
っ
て
、
目
覚
め
る
の
で
あ
る
。
「
菜
穂
子

ノ
オ
ト
」
に
記
さ
れ
た
「
夫
婦
愛
の
誕
生
」
の
テ
ー
マ
は
、
す
で
に
、

こ
の
作
品
に
お
い
て
、
「
目
覚
め
」
の
テ
ー
マ
ヘ
と
変
質
し
て
い
る
。

注
十
二
「
『
死
者
の
書
』
古
都
に
お
け
る
、
初
夏
の
夕
暮
れ
の
対
話
」

　
　
　
　
『
婦
人
公
論
』
昭
和
十
八
年
八
月
号
（
第
二
八
巻
第
八
号
）
発
表

｜

平
成
三
年
九
月
三
十
日
　
受
理
ｊ
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