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「
背
中
ば
か
り
が
暮
れ
残
る
」
は
、
平
成
六
年
三
月
の
「
群
像
」
に
発
表
さ
れ
、

同
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
陽
気
な
夜
ま
わ
り
』
（
講
談
社
）
に
収
録
さ
れ
た
。

古
井
の
五
十
七
歳
の
時
の
作
品
で
あ
る
。
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
古
井
由
吉
自
選

短
篇
集　

木
犀
の
日
』
（
平 10

、
講
談
社
）
に
も
再
録
さ
れ
て
お
り
、
古
井
自
身

に
と
っ
て
も
評
価
の
高
い
作
品
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
「
背
中
ば
か
り
が
暮
れ
残
る
」
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
す

る
。
ま
た
作
者
の
年
譜
的
な
事
実
と
比
べ
る
こ
と
で
、
こ
の
作
品
の
執
筆
動
機

な
ど
も
解
明
し
た
い
。
更
に
二
項
対
立
と
両
義
性
と
い
う
視
座
か
ら
も
考
察
す

る
。

　

ま
ず
「
背
中
ば
か
り
が
暮
れ
残
る
」
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
島

弘
之
は
「
新
潮
」
（
平
６
・12)

の
『
陽
気
な
夜
ま
わ
り
』
の
書
評
で
、
「
『
背
中
ば
か

り
が
暮
れ
残
る
』
で
締
め
括
っ
て
い
る
の
が
ニ
ク
イ
」
と
述
べ
て
い
る
。
影
や

分
身
な
ど
の
意
味
を
追
求
す
る
『
陽
気
な
夜
ま
わ
り
』
と
い
う
短
編
集
の
特
質

を
、
最
後
に
置
か
れ
た
「
背
中
ば
か
り
が
暮
れ
残
る
」
が
象
徴
的
に
示
し
て
い

る
こ
と
の
巧
み
さ
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
妥
当
な
見
解
で
あ
る
。
初
老
に

さ
し
か
か
っ
た
作
者
の
心
身
の
状
況
が
、
こ
の
作
品
集
に
は
如
実
に
反
映
し
て

い
る
。

　

ま
た
大
杉
重
男
は
講
談
社
文
庫
『
木
犀
の
日
』（
平10

）
の
「
解
説
」
で
、
氏
の

中
で
犬
儒
的
な
も
の
は
ま
だ
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
『
背
中
ば
か

り
が
暮
れ
残
る
』
（
そ
の
題
名
は
芥
川
龍
之
介
の
辞
世
「
水
涕
や
鼻
の
先
だ
け
暮

れ
残
る
」
を
踏
ま
え
る
）
の
主
人
公
は
、
よ
り
踏
み
込
ん
で
犬
儒
的
な
る
も
の
を
、

心
の
中
に
い
つ
も
宿
っ
て
い
る
別
人
格
と
し
て
再
考
察
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
社
会
的
慣
習
や
文
明
生
活
を
軽
ん
じ
、
無
欲
な
自
然
生
活
を
理
想
と
す

る
犬
儒
的
な
生
き
方
へ
の
関
心
や
執
着
が
描
か
れ
て
い
る
。
主
人
公
に
お
け
る

分
身
や
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
よ
う
な
存
在
へ
の
こ
だ
わ
り
が
露
わ
に
示
さ
れ

て
い
る
。
高
度
経
済
成
長
と
い
っ
た
社
会
や
世
間
に
背
を
向
け
て
、
あ
え
て
隠

遁
す
る
よ
う
な
生
き
方
へ
の
願
望
や
執
着
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
芥
川
の
辞
世
の
句
が
孤
独
や
絶
望
と
い
っ
た
意
識
を
象
徴
的
に
示
し

て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
古
井
の
「
背
中
ば
か
り
が
暮
れ
残
る
」
は
身
辺
の
状

況
を
随
想
的
に
も
記
し
て
い
る
。
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作
品
の
分
析

そ
も
そ
も
古
井
の
よ
う
な
内
向
の
世
代
を
代
表
す
る
作
家
と
言
わ
れ
独
自
な

境
地
に
達
し
て
い
る
作
家
の
作
品
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は 、

作
品
の

特
質
に
ふ
さ
わ
し
い
適
切
な
方
法
を
案
出
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う 。

小
説

と
い
う
形
式
そ
の
も
の
へ
の
根
深
い
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る 。

そ
の
辺
り
に
つ
い
て
も 、

検
証
す
る 。

本
稿
で
は 、
「

背
中
ば
か
り
が
暮
れ
残
る」

の
作
品
の
分
析
だ
け
で
な
く 、

古

井
の
他
の
作
品
に
も
共
通
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い

。

ま
た 、

本

作
の
古
井
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
検
証
す
る 。

更
に
古
井
の
作
品
の

持
つ
特
徴
が 、

現
代
の
文
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
か
に
つ
い
て

も
考
察
す
る 。
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「
背
中
ば
か
り
が

暮
れ
残
る
」

の
冒
頭
に
は 、
「

遠
く
で
風
が
鳴
り 、

男
の
目

が
起
き
か
け
た
が 、

ひ
と
声
だ
け
で
吹
き
続
く
け
は
い
も
な
く 、

背
は
ま
た
坐

り
机
の
上
へ
ま
る
く
な
っ
た 。

そ
う
し
て
終
日
ほ
と
ん
ど
動
か
ず 、

物
を
読
ん

で
い
る 。
く
た
び
れ

た
上
着
に 、

冬
場
な
の
で
綿
入
れ
を
は
お
り 、

膝
に
は
毛

布
を
ま
わ
し
て
い
る
が 、

陽
気
が
良
く
な
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
身
な
り
が
更
わ
る

わ
け
で
な
い

。
暑
さ

寒
さ
に
あ
ま
り
感
じ
な
く
な
っ
て
い
る
。

机
の
前
に
は
木

枠
の
窓
が
埃
に
ま
み
れ
た
磨
硝
子
を
閉
ざ
し
て
い
る
。

冬
に
は
午
後
の
早
い
時

刻
か
ら
翳
り
は
じ
め
る
。

住
ま
い
は
六
畳
ひ
と
間
と
台
所
と
便
所
か
ら
な
り 、

建
替
え
の
時
期
を
逸
し
た
木
造
ア
パ
ー
ト

の
二
階
の
端
に
あ
た
る
。

角
部
屋
な

の
で
南
側
の
往
来
に
面
し
た
ほ
う
に
も
窓
が
あ
り 、

陽
の
差
す
部
屋
で
あ
っ
た

が 、

そ
ち
ら
の
窓
は
と
う
の
以
前
か
ら
雨
戸
を
閉
て
き
り
に
し
て 、

そ
の
前
に

家
具
が
置
か
れ
て
い
る
」

と
あ
る
。

初
老
に
至
っ
た
主
人
公
「

私」

の
現
在
の
心

境
が 、

背
中

に
象
徴
さ
れ
る
形
で
描
か
れ
て
い
る
。

置
か
れ
て
い
る
「

六
畳
ひ

と
間」

の
部
屋
は
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
あ
り 、

主
人
公
の
心
身
の
状
況
と
重

な
っ
て
い
る
。

世
間
や
社
会
か
ら
目
を
背
け 、
一

人
机
に
向
か
う
男
の
後
ろ
姿

で
あ
り 、

浮
世
離
れ
し
た
生
き
方
を
生
涯
の
ほ
と
ん
ど
に
わ
た
っ
て
し
て
来
た

の
で
あ
る
。

主
人
公
は
実
社
会
と
の
つ
な
が
り
が
断
た
れ
て
隠
遁
し
て
い
る
よ
う
な
心
境
に

い
る
が 、

そ
こ
で
は
「

世
間
に
た
い
す
る
緊
張
の
筋
が
す
っ
か
り
断
た
れ
た

の
は 、

何
時
頃
の
こ
と
だ

。

時
間
の
停
ま
っ
た
の
は
何
時
頃
の
こ
と
だ

。

五
十

の
坂
で
の
こ
と
か 。

四
十
な
か
ば
の
こ
と
か 。

何
が
あ
っ
た
の
だ

。

病
気
を
し

た
の
か 。

神
経
を
傷
め
き
っ
た
の
か 。

頼
み
の
仲
介
者
が
死
ん
だ
の
か 。

実
家

が
崩
壊
し
た
の
か 。

女
が
よ
そ
の
男
に
通
じ
た
の
か 。

そ
れ
と
も 、

往
来
で
行

き
ず
り
の 、

無
縁
の
人
間
の 、

何
と
も
感
じ
て
い
な
い
は
ず
の
一

瞥
に 、

勝
て

な
か
っ
た
か
」

と
自
問
自
答
し
て
い
る
。

そ
し
て 、

そ
の
す
ぐ
後
で
は 、

「

答
え

は
な
く
て 、

私
は
勝
手
に
嘆
き
つ
の
る
自
分
を
あ
さ
ま
し
い
よ
う
に
思
っ
て
目

を
そ
む
け」

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

主
人
公
は
人
の
世
の
無
常
迅
速
を
痛
切
に

覚
え
な
が
ら 、
一

方
で
は
「

時
間
の
停
ま
っ
た
」

澱
ん
だ
よ
う
な
状
態
に
置
か

れ
た
原
因
を
探
す
が 、

は
っ
き
り
と
は
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

表
題
に
関
わ
る
こ
と
で
は 、

「

暮
れ
方
に
家
に
駆
け
も
ど
っ
て
背
中
へ

近
づ
い

て
来
た
女
を 、

手
も
と
に
引
き
寄
せ
る
。

朝
方
に
女
の
仕
掛
け
て
い
っ
た
炊
飯
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器
か
ら
や
が
て
か
た
か
た
と
湯
の
沸
く
音
が
立
ち
︑
や
が
て
飯
の
炊
け
る
に
お

い
の
流
れ
る
そ
の
間
︑
女
を
抱
い
て
離
さ
な
い
︒
女
の
装
い
を
ま
も
る
よ
う
に
︑

女
の
乱
れ
を
支
え
て
い
る
︒
自
身
が
老
い
て
も
︑
女
が
老
い
て
も
︑
そ
の
時
刻

の
情
欲
は
︑
生
涯
の
意
志
の
よ
う
に
︑
保
ち
続
け
た
︒
女
の
ほ
う
も
仕
事
の
ひ

け
る
時
か
ら
︑
電
車
に
乗
っ
て
い
る
間
も
︑
あ
わ
た
だ
し
く
夕
飯
の
材
料
を
仕

入
れ
る
間
も
︑
も
う
一
歩
も
先
へ
進
む
の
を
厭
う
ほ
ど
の
長
い
疲
れ
に
つ
つ
ま

れ
な
が
ら
︑
男
を
受
け
入
れ
る
か
ら
だ
に
な
っ
て
い
る
︒
指
先
に
十
年
一
日
の

感
触
が
あ
る
︒
暗
が
り
の
中
に
男
の
︑
背
中
ば
か
り
が
暮
れ
残
る
﹂
と
あ
る
︒

自
ら
の
人
生
を
客
観
的
に
振
り
返
る
と
︑
俗
世
間
に
背
を
向
け
て
き
た
よ
う
な

感
慨
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
し
か
も
女
が
外
で
働
き
主
人
公
は
養
わ
れ
て

い
た
と
い
う
︑
あ
り
得
た
か
も
知
れ
な
い
も
う
一
つ
の
人
生
に
︑
主
人
公
の
連

想
は
及
ん
で
い
る
︒
人
生
の
無
常
迅
速
を
実
感
し
た
ま
ま
︑
﹁
三
十
年
と
い
う
歳

月
が
経
っ
た
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
︒
食
欲
や
性
欲
な
ど
の
根
源
的
な
も
の
に
し

つ
こ
く
付
き
ま
と
わ
れ
な
が
ら
︑
歳
月
は
あ
わ
た
だ
し
く
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
も
あ
る
︒

　
﹁
あ
れ
は
自
己
投
影
ど
こ
ろ
か
︑
自
分
の
背
中
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
︒
行

き
着
く
先
の
老
耄
の
背
に
︑
ま
も
な
く
寸
分
違
わ
ず
重
な
る
生
涯
の
背
中
だ
︒

何
を
し
よ
う
と
︑
い
か
に
走
り
ま
わ
ろ
う
と
︑
背
後
か
ら
見
れ
ば
い
つ
も
あ
ん

な
だ
っ
た
︒
あ
る
夜
︑
長
い
こ
と
黙
り
こ
く
っ
て
い
た
末
に
︑
そ
う
つ
ぶ
や
い

た
﹂
と
あ
る
︒
主
人
公
の
意
識
か
ら
離
れ
な
い
座
り
込
ん
だ
背
中
に
つ
い
て
︑

見
知
っ
た
別
の
人
物
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
煎
じ
詰
め
た
自

分
の
生
涯
の
姿
を
見
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
︒
脳
裏
に
浮
か
ぶ
背
中
を

自
己
投
影
に
違
い
な
い
と
認
識
し
て
︑
こ
の
世
の
無
常
を
思
う
の
で
あ
る
︒

　
主
人
公
の
少
年
時
代
の
回
想
と
し
て
は
︑
﹁
廃
線
に
な
り
か
か
っ
た
よ
う
な
さ

び
し
い
鉄
道
だ
っ
た
が
︑
と
き
ど
き
日
の
暮
れ
に
︑
窓
に
煌
々
と
灯
を
と
も
し

た
列
車
が
や
っ
て
来
た
︒
米
兵
を
満
載
し
て
い
る
︒
す
る
と
年
か
さ
の
少
年
た

ち
が
自
転
車
に
飛
び
乗
っ
て
駅
へ
急
ぐ
﹂
と
あ
る
︒
日
暮
れ
に
荒
涼
と
し
た
光

景
を
目
撃
し
た
記
憶
に
つ
い
て
思
い
出
し
て
い
る
︒
こ
れ
も
煎
じ
詰
め
る
と
︑

子
供
の
頃
に
体
験
し
た
人
生
の
黄
昏
や
無
常
に
つ
な
が
る
光
景
だ
と
い
う
の
で

あ
る
︒

　
学
生
時
代
の
回
想
と
し
て
は
︑
山
登
り
の
帰
り
に
四
︑
五
歳
上
の
サ
ラ
リ
ｰ

マ
ン
と
知
り
合
う
︒
工
事
現
場
の
灯
り
に
つ
い
て
︑
主
人
公
は
﹁
日
が
暮
れ
る

と
︑
山
の
中
か
ら
︑
夜
の
楼
閣
が
湧
い
て
出
て
く
る
よ
う
な
眺
め
﹂
だ
と
詩
的

に
捉
え
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
四
︑
五
歳
上
の
男
は
︑
﹁
あ
れ
を
金
額
に
︑
換

算
で
き
な
い
で
も
な
い
﹂
と
経
済
的
な
こ
と
と
し
て
割
り
切
っ
た
捉
え
方
を
し

て
い
る
︒
こ
の
男
か
ら
は
そ
の
後
ご
馳
走
し
て
も
ら
う
が
︑
そ
う
い
う
状
況
に

な
っ
た
こ
と
自
体
を
︑
主
人
公
は
ど
こ
か
で
疑
問
に
思
っ
て
い
る
︒
駅
で
別
れ

た
後
も
︑
あ
の
男
こ
そ
今
と
な
っ
て
は
︑
背
中
に
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
主

人
公
の
脳
裏
に
い
つ
ま
で
も
残
っ
た
の
で
あ
る
︒
四
︑
五
歳
上
の
男
を
企
業
人

の
典
型
と
し
て
見
て
い
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
に
対
し
て
一
人
机
に
向
か
う
主
人

公
は
︑
浮
世
離
れ
し
た
生
き
方
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
︒

　
そ
れ
で
も
あ
れ
も
生
業
︑
こ
れ
も
生
業
と
い
う
こ
と
で
は
︑
両
者
は
表
裏
一

体
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
四
︑
五
歳
上
の
男
は
︑
企
業
人
と

し
て
懸
命
に
働
い
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
﹁
し
ば
し
の
夢
み
た
い
な
も
の
だ
っ



古井由吉「背中ばかりが暮れ残る」論

(22) 94

た
﹂
と
か
︑
﹁
い
い
夢
を
見
さ
せ
て
も
ら
っ
た
﹂
と
主
人
公
に
語
っ
て
い
る
こ
と

は
︑
そ
れ
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
﹁
私
は
家
の
内
で
日
を
暮
ら
す
人
間
と
な
り
︑

﹃
こ
れ
が
稼
ぎ
だ
か
ら
︑
﹄
と
机
の
前
で
一
人
で
半
日
も
徒
労
の
よ
う
な
苦
心
を

し
た
末
に
つ
ぶ
や
く
時
な
ど
に
︑
多
忙
の
さ
な
か
か
ら
こ
ち
ら
を
振
り
向
い
て
︑

そ
う
な
ん
だ
ろ
う
ね
︑
し
ょ
せ
ん
同
じ
︑
身
の
磨
り
減
ら
し
方
な
の
だ
ろ
う
ね
︑

と
や
は
り
苦
笑
ま
じ
り
に
う
な
ず
い
て
み
せ
る
顔
の
見
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
﹂

と
い
う
と
こ
ろ
も
同
様
で
あ
る
︒
文
筆
業
で
終
日
机
の
前
に
座
っ
て
い
よ
う
が
︑

企
業
人
と
し
て
あ
く
せ
く
動
き
回
ろ
う
が
︑
煎
じ
詰
め
る
と
似
た
よ
う
な
も
の

だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒

　
若
い
頃
に
山
の
中
で
道
に
迷
っ
た
時
に
︑
視
覚
に
す
が
る
と
い
う
よ
り
も
む

し
ろ
︑
聴
覚
や
嗅
覚
に
よ
る
認
識
に
す
が
ろ
う
と
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ

る
︒
つ
ま
り
﹁
や
が
て
に
わ
か
に
耳
が
あ
た
り
へ
ひ
ら
い
て
︑
風
の
音
の
中
で

立
ち
停
ま
っ
た
﹂
と
か
﹁
た
だ
耳
を
ひ
ら
い
て
︑
物
を
思
わ
ず
に
い
た
﹂
と
い
う

聴
覚
や
︑
﹁
め
っ
き
り
暮
色
の
深
く
な
っ
た
道
を
た
ど
り
返
す
う
ち
に
︑
だ
ん
だ

ん
に
強
く
︑
人
の
に
お
い
を
嗅
ぎ
取
っ
た
﹂
と
か
﹁
薄
暮
の
中
を
あ
の
分
岐
点

に
差
し
か
か
っ
た
と
し
た
ら
︑
無
意
識
の
う
ち
に
︑
人
の
に
お
い
の
濃
い
ほ
う

へ
惹
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
﹂
と
い
う
嗅
覚
へ
の
こ
だ
わ
り
で
あ

る
︒
こ
の
シ
ｰ
ン
で
は
﹁
に
お
い
﹂
と
い
う
語
句
が
十
三
回
も
用
い
ら
れ
て
お
り
︑

い
か
に
嗅
覚
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
か
が
分
か
る
︒
こ
の
山
登
り
で
知
り
合
っ
た

男
の
気
配
や
背
中
に
︑
主
人
公
の
﹁
私
﹂
は
い
つ
ま
で
も
こ
だ
わ
る
こ
と
に
な
る
︒

男
が
主
人
公
に
近
付
い
て
来
た
の
も
︑
山
の
中
で
道
に
迷
っ
て
他
者
の
臭
い
や

気
配
に
敏
感
に
反
応
し
た
せ
い
で
は
な
い
か
と
主
人
公
は
思
う
よ
う
に
な
っ
て

い
る
︒
こ
こ
で
は
他
者
と
の
人
間
関
係
や
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
と
は
お
よ
そ
無
縁
な
︑

微
妙
な
感
性
に
こ
だ
わ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
︒

　
結
末
に
は
︑
﹁
中
山
で
呑
ん
だ
酒
も
さ
め
て
家
の
前
ま
で
も
ど
り
︑
二
軒
隣
の

家
の
戸
口
に
︑
朝
方
に
は
見
か
け
な
か
っ
た
忌
中
の
札
の
張
っ
て
あ
る
の
を
横

目
に
睨
ん
で
通
り
過
ぎ
た
︒
玄
関
か
ら
あ
が
っ
て
そ
の
足
で
仕
事
部
屋
に
入
り
︑

コ
ｰ
ト
を
着
た
き
り
︑
棚
の
あ
た
り
に
積
み
重
な
っ
た
書
類
を
掻
き
回
し
て
︑

や
っ
と
一
通
の
葉
書
を
取
り
出
し
た
︒
　
　
　
私
は
二
度
目
の
入
院
で
一
時
は
危

ぶ
ま
れ
て
居
た
生
命
の
危
機
を
脱
し
社
会
復
帰
と
は
い
は
な
い
迄
も
も
う
す
こ

し
生
き
る
時
間
を
与
へ
ら
れ
た
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
故
人
か
ら
の
手
紙
だ
っ

た
︒
私
よ
り
も
ず
っ
と
年
上
の
︑
と
う
に
自
適
の
人
で
︑
近
所
で
と
き
ど
き
立

ち
話
を
す
る
だ
け
の
間
だ
っ
た
が
︑
私
の
病
後
の
回
復
期
の
姿
を
見
か
け
て
は
︑

す
っ
か
り
良
く
な
り
ま
し
た
ね
︑
ど
う
で
す
か
︑
ゴ
ル
フ
を
や
っ
て
見
ま
せ
ん

か
︑
ゴ
ル
フ
を
︑
楽
し
い
も
の
で
す
よ
︑
な
ど
と
声
を
か
け
て
く
れ
た
の
で
︑

先
の
手
術
に
続
い
て
再
入
院
と
聞
い
て
私
が
遠
い
病
院
ま
で
見
舞
い
の
手
紙
を

送
っ
た
そ
の
返
事
だ
っ
た
︒
日
付
は
ち
ょ
う
ど
一
週
間
前
の
日
曜
日
に
な
る
︒

年
内
に
は
帰
宅
出
来
る
見
通
し
が
出
て
参
り
ま
し
た
こ
と
を
唯
々
感
謝
し
て
居

り
ま
す
︑
と
あ
っ
た
︒
よ
い
お
年
を
お
迎
へ
の
程
御
祈
り
申
し
あ
げ
ま
す
︑
と

結
ん
で
あ
っ
た
﹂
と
あ
る
︒
﹁
私
よ
り
も
ず
っ
と
年
上
の
︑
と
う
に
自
適
の
人
﹂

の
手
紙
で
は
︑
﹁
い
は
な
い
﹂
や
﹁
与
へ
ら
れ
た
や
う
﹂
や
﹁
お
迎
へ
﹂
の
よ
う
に
︑

あ
え
て
旧
仮
名
遣
い
を
用
い
て
そ
の
人
物
と
巧
み
に
つ
な
い
で
い
る
︒
か
な
り

年
輩
の
友
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
旧
仮
名
遣
い
の
表
記
に
よ
っ
て
自
ず
と
示
さ

れ
て
い
る
︒
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﹁
背
中
ば
か
り
が
暮
れ
残
る
﹂
と
い
う
小
説
の
中
に
︑
他
者
の
葉
書
と
い
う

別
の
テ
ク
ス
ト
が
意
図
的
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
し
か
も
そ
れ
は
実
は
死
者

か
ら
の
手
紙
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
作
品
で
は
結
末
近
く
ま
で
初
老
を
迎

え
た
主
人
公
の
身
辺
や
心
境
が
綴
ら
れ
て
い
た
の
に
︑
結
末
に
お
い
て
見
事
に

反
転
す
る
効
果
を
上
げ
て
い
る
︒
小
説
と
し
て
の
ス
ト
ｰ
リ
ｰ
を
意
図
的
に
作

り
出
す
こ
と
に
は
否
定
的
な
思
い
が
強
い
作
者
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
結
末
で
は

反
転
し
た
面
白
さ
を
遺
憾
な
く
示
し
て
い
る
︒

　
小
説
の
結
末
近
く
ま
で
は
主
人
公
の
内
面
を
描
く
こ
と
に
終
始
す
る
形
で
展

開
し
て
い
た
が
︑
結
末
で
は
他
者
の
人
生
が
作
品
の
中
に
さ
り
げ
な
く
取
り
込

ま
れ
て
い
る
︒
も
っ
と
も
こ
の
他
者
も
︑
所
詮
は
老
病
死
の
苦
し
み
を
背
負
い

な
が
ら
生
き
る
主
人
公
の
分
身
と
い
う
捉
え
方
が
で
き
よ
う
︒
人
は
日
々
往
生

し
な
が
ら
生
き
て
い
る
と
い
う
古
井
の
人
生
観
が
如
実
に
反
映
し
て
い
る
︒

　
な
お
︑
こ
の
結
末
に
つ
い
て
大
杉
重
男
は
講
談
社
文
庫
の
﹁
解
説
﹂
で
︑
﹁
末

尾
に
は
﹃
故
人
か
ら
の
手
紙
﹄
が
現
れ
る
が
︑
あ
る
意
味
で
あ
ら
ゆ
る
言
葉
は

生
前
の
言
葉
︑
死
者
の
言
葉
で
あ
り
︑
そ
し
て
そ
の
認
識
か
ら
生
じ
る
の
は
非

日
常
へ
の
飛
躍
で
は
な
く
︑
﹃
よ
い
お
年
を
お
迎
へ
の
程
御
祈
り
申
し
あ
げ
ま

す
﹄
と
い
っ
た
︑
今
日
の
日
常
を
大
切
に
し
な
さ
い
と
い
う
ユ
ｰ
モ
ラ
ス
な
勧

告
に
外
な
ら
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
だ
が
︑
こ
の
故
人
か
ら
の
手
紙
は
︑

我
々
の
生
の
す
ぐ
隣
に
死
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
認
識
を
実
感
的
に
描
き
出
す

効
果
を
果
た
し
て
い
る
と
捉
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
言
え
る
︒
主
人
公
に
ゴ

ル
フ
を
勧
め
る
故
人
に
つ
い
て
は
結
末
に
僅
か
に
登
場
す
る
だ
け
だ
が
︑
こ
の

手
紙
に
イ
ロ
ニ
ｰ
や
ユ
ｰ
モ
ア
の
意
識
は
乏
し
い
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
手
紙
に

微
妙
な
フ
ｨ
ク
シ
ｮ
ン
が
入
り
込
ん
で
い
る
余
地
は
あ
る
が
︑
大
杉
氏
の
よ
う

に
深
読
み
を
す
る
こ
と
は
︑
こ
こ
で
は
必
要
な
い
だ
ろ
う
︒

　
次
に
﹁
背
中
ば
か
り
が
暮
れ
残
る
﹂
に
つ
い
て
︑
二
項
対
立
と
両
義
性
と
い

う
視
点
か
ら
考
察
す
る
︒
こ
の
作
品
に
は
︑
現
実
と
幻
想
︑
こ
の
世
と
あ
の
世
︑

自
分
と
分
身
︑
現
在
と
過
去
︑
小
説
と
随
想
な
ど
の
二
項
対
立
と
︑
そ
れ
ら
の

両
方
を
併
せ
持
つ
と
こ
ろ
が
巧
み
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
も
単
に
二
項

対
立
的
な
要
素
が
混
じ
り
合
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
︑
先
に
挙
げ
た
様
々
な
二

項
対
立
的
な
要
素
が
複
雑
に
交
錯
し
て
い
る
実
相
を
︑
冷
徹
に
見
据
え
て
描
き

出
し
て
い
る
︒

　
主
人
公
の
﹁
私
﹂
は
三
途
の
川
に
佇
む
よ
う
な
心
境
に
陥
り
な
が
ら
︑
老
い

た
生
身
は
娑
婆
に
留
ま
り
︑
こ
の
世
の
実
相
を
凝
視
し
て
い
る
︒
無
常
迅
速

だ
っ
た
来
し
方
に
思
い
を
馳
せ
る
主
人
公
だ
が
︑
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
世
の

現
実
を
見
詰
め
る
目
が
曇
ら
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

　
学
生
時
代
の
回
想
で
は
︑
山
登
り
の
帰
り
に
四
︑
五
歳
上
の
サ
ラ
リ
ｰ
マ
ン

と
知
り
合
い
に
な
る
が
︑
い
つ
か
そ
の
男
の
後
ろ
姿
が
主
人
公
の
分
身
で
あ
る

か
の
よ
う
に
思
う
と
共
に
︑
そ
の
よ
う
に
屈
折
し
た
思
念
に
読
者
を
引
き
ず
り

込
む
よ
う
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
︒
二
十
歳
代
の
﹁
私
﹂
が
著
述
に
専
念
し
て

終
日
机
の
前
に
座
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
を
境
に
︑
五
十
歳
代
と
な
っ
た
﹁
私
﹂

の
想
像
の
中
に
何
年
も
座
り
続
け
る
男
の
姿
が
︑
脳
裏
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
何
年
も
座
り
続
け
る
男
は
︑
学
生
時
代
に
偶
然
知
り
合

い
に
な
っ
た
四
︑
五
歳
上
の
男
と
思
っ
て
い
た
が
︑
い
つ
か
自
ら
の
分
身
の
よ

う
に
思
え
て
き
て
し
ま
う
︒
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
主
人
公
自
身
も
﹁
筋
の
曲
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が
り
く
ね
っ
た
話
で
あ
る
︒
筋
が
通
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
︒
時
差
の
混
乱

が
あ
る
︒
彼
我
の
混
同
も
窺
え
る
﹂
と
捉
え
て
い
る
︒
こ
こ
に
は
現
在
の
自
ら

の
姿
と
過
去
の
記
憶
と
が
混
沌
と
し
た
ま
ま
入
り
混
じ
っ
て
お
り
︑
自
己
と
自

ら
の
分
身
で
あ
る
か
の
よ
う
な
他
者
が
未
分
化
の
ま
ま
存
在
し
て
い
る
︒
社
会

や
世
間
に
背
を
向
け
︑
人
生
を
背
中
に
象
徴
さ
せ
る
よ
う
に
生
き
て
き
た
男
の

姿
が
︑
初
老
の
主
人
公
の
心
境
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒

　
少
年
時
代
の
回
想
で
は
︑
喧
嘩
を
し
て
逃
げ
て
い
く
相
手
の
背
中
や
米
兵
を

乗
せ
た
列
車
な
ど
が
主
人
公
の
脳
裏
に
浮
か
ん
で
い
る
︒
そ
れ
ら
は
荒
涼
と
し

た
淫
ら
な
も
の
に
つ
な
が
る
が
︑
そ
の
頃
に
味
わ
っ
た
悲
哀
は
人
生
の
黄
昏
と

い
っ
た
現
在
の
認
識
に
も
及
ん
で
い
る
︒

　
結
末
で
は
︑
故
人
か
ら
の
手
紙
が
置
か
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
死
と
生
の
あ
わ

い
に
日
々
を
送
る
主
人
公
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
他
者
の
葉
書
は
︑

我
々
の
生
の
す
ぐ
隣
に
死
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
認
識
を
実
感
的
に
描
き
出
す

上
で
︑
効
果
を
上
げ
て
い
る
︒
ま
さ
に
古
井
が
考
え
る
︿
往
生
し
な
が
ら
生
き

て
い
る
と
い
う
人
の
世
の
実
相
﹀
を
具
体
的
に
描
き
出
し
て
お
り
︑
生
と
死
と

い
う
二
項
対
立
で
あ
り
な
が
ら
︑
混
沌
と
入
り
混
じ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
﹁
背
中
ば
か
り
が
暮
れ
残
る
﹂
の
中
に
︑
﹁
男
の
背
に
向
か
っ
て
私
は
呼
び
か

け
︑
そ
の
声
が
や
や
迫
り
か
か
る
︒
こ
こ
数
年
来
の
習
い
だ
︒
そ
し
て
私
自
身

も
五
十
代
の
中
途
を
過
ぎ
た
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
作
品
を
執
筆
し
た
当
時
五
十
七

歳
の
古
井
の
年
齢
と
も
符
合
し
て
い
る
︒
自
ら
の
心
身
や
身
辺
の
状
況
を
踏
ま

え
て
︑
随
想
的
に
実
感
的
に
記
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
と
言
え
る
︒

　
年
譜
的
な
事
実
と
の
関
連
に
つ
い
て
︑
作
品
内
に
出
て
来
る
順
序
で
は
な
く

て
︑
あ
え
て
主
人
公
の
年
齢
順
に
並
べ
変
え
て
見
て
い
く
︒
こ
の
作
品
で
は
現

在
の
主
人
公
の
心
身
の
状
況
の
み
な
ら
ず
︑
過
去
の
記
憶
も
重
要
な
要
素
と

な
っ
て
い
る
︒
回
想
と
は
改
変
で
あ
り
︑
忘
却
で
す
ら
あ
る
と
言
わ
れ
た
り
す

る
が
︑
本
作
で
は
そ
の
よ
う
な
要
素
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

　
戦
後
に
米
兵
を
乗
せ
た
列
車
を
見
た
際
の
エ
ピ
ソ
ｰ
ド
な
ど
も
記
さ
れ
て
い

る
が
︑
昭
和
二
十
年
に
八
歳
で
あ
っ
た
古
井
の
年
譜
と
も
符
合
し
て
い
る
︒
焼

跡
闇
市
と
い
っ
た
殺
伐
と
し
た
時
代
を
︑
ま
さ
に
身
を
も
っ
て
潜
り
抜
け
て
き

た
の
で
あ
る
︒

　
学
生
時
代
の
主
人
公
に
つ
い
て
︑
﹁
世
間
に
出
て
給
料
を
取
っ
て
い
る
は
ず
の

年
に
私
は
な
っ
て
い
た
が
身
分
は
学
生
に
違
い
な
か
っ
た
﹂
と
あ
る
︒
こ
こ
で

は
︑
院
生
の
頃
に
山
登
り
の
帰
り
に
︑
四
︑
五
歳
上
の
見
知
ら
ぬ
サ
ラ
リ
ｰ
マ

ン
か
ら
ご
馳
走
し
て
も
ら
っ
た
体
験
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
﹁
今
か
ら
三
十
年
あ
ま
り
も
昔
の
話
に
な
る
︒
そ
の
翌
年
の
春
︑
私
は
地
方

の
大
学
の
教
職
に
あ
り
つ
い
た
﹂
と
あ
る
が
︑
﹁
地
方
の
大
学
の
教
職
﹂
と
い
う

の
は
︑
昭
和
三
十
七
年
四
月
︑
二
十
五
歳
の
時
に
金
沢
大
学
法
文
学
部
助
手
と

し
て
着
任
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
︒

　
﹁
城
下
町
の
裏
小
路
の
二
階
の
下
宿
に
若
い
私
の
腰
が
と
に
か
く
据
わ
っ
た

そ
の
頃
を
境
に
し
て
︑
古
ア
パ
ｰ
ト
の
一
室
で
終
日
変
わ
ら
ず
︑
年
中
変
わ
ら

ず
︑
坐
り
机
に
向
か
う
︑
い
ま
現
在
の
私
の
想
像
上
の
人
物
の
背
後
か
ら
︑
時
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間
が
断
ち
切
ら
れ
る
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
は
金
沢
市
の
中
村
印
房
の
二
階
に
下
宿

し
て
い
た
体
験
を
踏
ま
え
て
い
る
︒
立
教
大
学
も
含
め
る
と
︑
ド
イ
ツ
語
の
教

員
と
し
て
八
年
間
勤
め
た
が
︑
論
文
を
作
成
す
る
他
に
︑
ヘ
ル
マ
ン
・
ブ
ロ
ｯ

ホ
﹃
誘
惑
者
﹄
や
ロ
ベ
ル
ト
・
ム
ｰ
ジ
ル
﹃
愛
の
完
成
﹄
等
の
翻
訳
に
没
頭
し
て

い
た
︒
そ
の
後
昭
和
四
十
五
年
三
月
︑
三
十
三
歳
の
時
に
学
園
紛
争
の
最
中
で

立
教
大
学
助
教
授
を
辞
職
し
た
︒
作
家
に
転
身
し
た
が
︑
執
筆
に
専
念
す
る
と

い
う
こ
と
で
は
似
た
よ
う
な
も
の
だ
と
主
人
公
は
捉
え
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
一

方
で
は
︑
主
人
公
は
﹁
職
を
離
れ
﹂
て
︑
﹁
世
間
に
背
を
向
け
た
﹂
と
い
う
意
識
を

引
き
ず
っ
て
い
る
︒

　
机
に
向
か
っ
て
座
る
影
の
よ
う
な
男
の
こ
と
を
思
う
場
面
で
は
︑
﹁
分
身
の
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
︒
自
分
と
は
お
よ
そ
異
っ
た
生
涯
を
送
る
他
人
と
感
じ
て

い
る
︒
年
齢
も
自
分
よ
り
は
四
︑
五
歳
上
と
見
て
い
る
︒
一
昨
年
亡
く
な
っ
た

長
兄
と
同
じ
よ
う
な
年
ま
わ
り
に
な
る
が
︑
長
兄
は
最
後
の
日
ま
で
働
い
て
い

た
﹂
と
あ
る
︒
平
成
三
年
十
月
に
亡
く
な
っ
た
長
兄
の
こ
と
を
作
品
の
中
に
取

り
込
ん
で
い
る
︒
平
成
六
年
三
月
に
こ
の
作
品
は
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
厳

密
に
は
一
昨
々
年
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
な
る
が
︑
余
り
に
も
細
か
な
こ
と
な

の
で
︑
あ
え
て
﹁
一
昨
年
亡
く
な
っ
た
﹂
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　
﹁
日
曜
日
は
晴
れ
あ
が
っ
て
︑
私
に
と
っ
て
も
長
年
恒
例
の
︑
暮
れ
の
中
山

へ
出
か
け
た
﹂
と
い
う
の
は
︑
競
馬
を
好
む
古
井
の
体
験
を
踏
ま
え
て
い
る
︒

何
年
に
も
わ
た
り
年
末
の
恒
例
行
事
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
は
︑
随
筆
な
ど

に
も
示
さ
れ
て
い
る
︒

　
古
井
の
体
験
や
思
索
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
︑
こ
の
作
品
の
評
価
と

つ
な
が
る
訳
で
は
必
ず
し
も
な
い
︒
﹁
ど
う
し
て
︑
自
分
が
ひ
と
間
と
少
々
の

ア
パ
ｰ
ト
で
暮
ら
し
て
い
る
の
か
︒
ど
う
し
て
︑
女
に
養
わ
れ
て
い
る
の
か
︒

子
供
た
ち
は
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
か
﹂
と
︑
現
実
と
は
異
な

る
幻
想
が
鮮
烈
に
イ
メ
ｰ
ジ
と
し
て
浮
か
ん
だ
こ
と
に
︑
主
人
公
は
戸
惑
い
︑

こ
だ
わ
っ
て
い
る
︒
妻
子
も
あ
り
マ
ン
シ
ｮ
ン
で
暮
ら
し
て
い
る
作
者
の
脳
裏

に
は
︑
随
分
と
矮
小
化
さ
れ
た
自
己
像
が
イ
メ
ｰ
ジ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

そ
こ
で
は
︑
人
の
世
の
無
常
迅
速
を
実
感
し
な
が
ら
︑
生
活
の
部
分
を
捨
象
し

た
実
存
の
裸
形
の
姿
が
︑
も
う
一
人
の
自
分
の
姿
と
し
て
思
わ
れ
て
い
る
と
言

え
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
昭
和
二
十
年
の
終
戦
の
年
に
古
井
は
八
歳
で
あ
っ
た
し
︑
五
月

二
十
三
日
の
山
手
大
空
襲
の
夜
に
は
罹
災
も
し
て
い
る
︒
戦
後
の
焼
跡
闇
市
と

い
っ
た
混
乱
し
た
世
相
も
く
ぐ
り
抜
け
て
い
る
︒
昭
和
四
十
五
年
三
月
︑
学
園

紛
争
の
只
中
で
立
教
大
学
助
教
授
を
辞
職
し
て
ペ
ン
一
本
の
生
活
に
入
っ
て
い

る
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
は
﹁
背
中
ば
か
り
が
暮
れ
残
る
﹂
で
も
部
分
的
に
は
描

か
れ
て
は
い
る
が
︑
社
会
的
及
び
政
治
的
な
状
況
は
後
景
と
し
て
退
い
た
ま
ま

で
︑
古
井
の
作
家
生
活
に
お
い
て
は
︑
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
あ
く
ま
で
︑
主
人
公
の
揺
れ
る
内
面
を
掘
り
下
げ
て
丹
念

に
描
く
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
︒
あ
れ
も
生
業
︑
こ
れ
も
生
業
と
い
っ

た
諦
め
の
よ
う
な
心
境
を
抱
え
た
ま
ま
︑
こ
の
世
の
実
相
を
に
ら
み
据
え
て
い

る
︒

こ
の
作
品
も
含
め
て
古
井
の
こ
の
時
期
の
作
品
に
は
︑
彼
の
年
譜
上
の
事
実

と
符
合
す
る
内
容
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
そ
の
こ
と
で
リ
ア
リ
テ
ｨ
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や
説
得
力
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
一
方
で
小
説
と
し
て
の
ス

ト
ｰ
リ
ｰ
性
ま
で
あ
え
て
削
い
で
い
る
と
こ
ろ
は
︑
や
は
り
小
説
と
し
て
の
物

足
り
な
さ
や
あ
る
種
の
限
界
を
指
摘
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
︒

そ
れ
で
も
フ
ｨ
ク
シ
ｮ
ン
を
あ
え
て
拒
絶
し
て
︑
あ
り
ふ
れ
た
セ
ン
チ
メ
ン
タ

リ
ズ
ム
に
は
向
か
わ
な
い
と
い
う
︑
作
者
の
一
貫
し
た
姿
勢
や
覚
悟
が
窺
え
る
︒

　
﹁
背
中
ば
か
り
が
暮
れ
残
る
﹂
は
随
想
的
な
要
素
が
あ
る
作
品
だ
が
︑
こ
の

傾
向
は
こ
の
時
期
の
古
井
の
他
の
作
品
に
も
当
て
は
ま
る
︒
随
筆
の
一
節
め
い

た
こ
の
表
題
に
は
︑
従
来
の
小
説
の
固
定
観
念
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
古
井
の

意
図
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

　
随
想
の
よ
う
な
小
説
な
の
で
リ
ア
リ
テ
ｨ
は
あ
る
が
︑
物
語
性
に
乏
し
い
︒

こ
こ
に
は
︑
意
図
的
に
ス
ト
ｰ
リ
ｰ
を
作
っ
て
読
者
を
感
動
さ
せ
よ
う
と
す
る

小
説
の
在
り
方
へ
の
根
深
い
懐
疑
が
あ
る
︒
意
図
的
に
物
語
を
作
り
出
す
こ
と

を
嫌
っ
て
︑
平
凡
で
退
屈
な
人
生
の
実
相
を
虚
心
に
書
き
綴
っ
て
い
る
︒
現
代

文
学
を
先
導
す
る
古
井
が
︑
ど
の
よ
う
な
変
容
を
遂
げ
て
来
た
の
か
を
如
実
に

示
し
て
い
る
︒

　
古
井
に
は
随
想
化
す
る
こ
と
で
︑
か
え
っ
て
現
代
人
の
表
現
力
は
強
く
し
ぼ

ら
れ
る
と
い
う
信
念
が
あ
る
︒
随
想
化
し
た
小
説
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
︑
掘

り
下
げ
て
検
証
す
る
︒

　
柄
谷
行
人
は
﹁
古
井
由
吉
さ
ん
を
し
の
ぶ
﹂(

﹁
朝
日
新
聞
﹂
令
２
・
３
・
４)

の

中
で
︑
﹁
彼
は80

年
代
半
ば
ご
ろ
︑
小
説
ら
し
い
小
説
を
書
く
の
を
や
め
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
︒
一
見
す
る
と
︑
エ
ｯ
セ
イ
風
で
す
︒
し
か
し
︑
エ
ｯ
セ
イ
と

は
︑
本
来
﹃
試
み
﹄
︑
﹃
実
験
﹄
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
︒
そ
の
意
味
で
な
ら
︑

彼の
作
品
は
常
に
エ
ｯ
セ
イ
だ
っ
た
と
も
い
え
ま
す
﹂
と
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
︒

随
想
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
︑
古
井
に
と
っ
て
は
実
験
的
で
ラ
デ
ｨ
カ
ル
な
文

学
的
営
為
で
あ
っ
た
と
い
う
実
態
が
見
え
て
来
る
の
で
あ
る
︒
わ
ざ
と
ら
し
い

物
語
を
作
っ
て
読
者
を
意
図
的
に
感
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
︑
現
代

に
生
き
る
作
家
の
心
身
の
状
況
を
虚
心
に
綴
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
し
て
い
る

の
で
あ
る
︒
森
の
中
の
一
本
の
木
に
す
ぎ
な
い
作
者
の
心
身
の
状
況
を
丹
念
に

描
き
出
せ
ば
︑
そ
れ
が
現
代
人
の
内
面
の
描
出
に
つ
な
が
り
︑
ひ
い
て
は
現
代

の
読
者
と
の
接
点
に
な
る
と
い
う
確
固
た
る
信
念
が
窺
え
る
︒

　
ス
ト
ｰ
リ
ｰ
を
展
開
さ
せ
て
読
者
を
感
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
小
説
を
嫌
っ
て
︑

ク
ｰ
ル
な
現
代
人
の
感
性
に
合
う
よ
う
な
︿
読
者
を
感
動
さ
せ
な
い
よ
う
な
小

説
﹀
を
あ
え
て
目
指
し
た
と
見
て
い
い
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
少
年
や
小
動
物
を

作
品
の
中
に
描
き
︑
感
動
的
な
シ
ｰ
ン
を
描
き
出
す
こ
と
を
好
む
ス
ト
ｰ
リ
ｰ

テ
ラ
ｰ
の
宮
本
輝
な
ど
と
は
︑
お
よ
そ
対
極
に
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

　
現
在
と
は
︑
︿
知
﹀
の
枠
組
み
が
大
き
な
変
化
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
時
代

だ
と
い
う
こ
と
も
耳
に
す
る
︒
近
代
文
学
の
在
り
方
そ
の
も
の
に
変
容
を
迫
ろ

う
と
し
て
︑
実
作
に
よ
る
古
井
な
り
の
問
題
提
起
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
現
在
で

は
生
活
の
在
り
方
や
価
値
観
︑
更
に
は
意
識
・
感
性
・
欲
望
な
ど
が
従
来
と
異

な
っ
た
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
た
故
に
︑
実
作
に
よ
る
古

井
な
り
の
小
説
観
や
文
学
観
の
提
示
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
古
井
自
身
が
評
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論
に
よ
っ
て
︑
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
声
高
に
主
張
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
︑

古
井
の
一
貫
し
た
信
念
の
反
映
で
あ
る
と
見
て
い
い
︒

　
赤
裸
々
に
自
ら
の
体
験
を
記
す
私
小
説
と
は
違
っ
て
︑
一
見
あ
り
ふ
れ
た
日

常
を
送
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
主
人
公
の
内
面
の
ひ
だ
を
古
井
は
詳
細
に
描

き
出
し
て
い
る
︒
荒
涼
と
し
た
内
面
を
抱
え
た
ま
ま
︑
そ
れ
が
生
き
る
こ
と
だ

と
覚
悟
を
決
め
た
小
説
家
の
心
身
の
在
り
よ
う
が
丹
念
に
綴
ら
れ
て
い
る
︒

　
﹁
背
中
ば
か
り
が
暮
れ
残
る
﹂
で
は
︑
こ
の
世
の
末
と
も
思
わ
れ
る
う
ら
ぶ

れ
た
光
景
の
中
で
の
人
間
達
の
生
老
病
死
の
姿
が
︑
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
り
な
が

ら
象
徴
に
達
す
る
よ
う
な
筆
致
で
見
事
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
作
品
の

主
人
公
に
は
︑
束
の
間
に
人
生
の
歳
月
が
過
ぎ
去
る
こ
と
へ
の
侘
し
さ
や
諦
め

が
あ
り
︑
人
生
の
無
常
迅
速
を
痛
切
に
実
感
し
て
い
る
︒
主
人
公
の
内
面
で
は
︑

遠
い
過
去
の
記
憶
が
︑
重
層
的
に
現
在
の
生
と
結
び
付
い
て
い
る
︒

　
本
作
に
は
︑
淡
々
と
し
た
筆
致
の
中
に
深
い
渋
み
が
に
じ
み
出
て
い
る
︒
随

筆
と
小
説
の
あ
わ
い
の
と
こ
ろ
で
︑
﹁
物
語
に
な
り
に
く
い
自
分
の
生
活
と
か
体

験
︑
想
念
︑
観
念
を
虚
心
に
書
き
綴
っ
て
い
﹂
る
︒
一
つ
の
ス
ト
ｰ
リ
ｰ
を

作
っ
て
小
説
を
展
開
す
る
の
で
は
な
く
︑
置
か
れ
た
時
間
や
空
間
を
虚
心
に
写

し
取
っ
て
い
る
︒
死
や
災
難
や
狂
気
な
ど
に
ま
と
い
つ
か
れ
た
人
生
で
あ
り
な

が
ら
︑
無
事
息
災
の
日
常
を
凝
視
し
︑
孤
立
し
た
内
面
の
襞
を
微
細
に
描
き
出

し
て
い
る
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
こ
の
作
品
は
人
生
の
境
涯
を
振
り
返
る
心
境
小

説
の
側
面
を
持
つ
佳
編
と
言
え
る
︒

︵
一
︶
短
編
集
﹃
陽
気
な
夜
ま
わ
り
﹄
に
は
︑
﹁
陽
気
な
夜
ま
わ
り
﹂
﹁
飯
を
喰
う
男
﹂
﹁
客

あ
り
客
あ
り
﹂
﹁
影
く
ら
べ
﹂
﹁
蝙
蝠
で
は
な
い
け
れ
ど
﹂
﹁
木
犀
の
日
﹂
﹁
鳥
の
眠
り
﹂

﹁
背
中
ば
か
り
が
暮
れ
残
る
﹂
の
八
編
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

︵
二
︶
﹁
先
導
獣
の
話
﹂
︵
昭
４
３
︶
で
も
︑
他
者
の
視
線
を
気
に
せ
ず
夕
立
ち
の
中
へ
無
頓

着
に
歩
み
出
す
一
人
の
男
に
つ
い
て
︑
﹁
私
に
は
な
ぜ
か
い
か
に
も
犬
儒
的
に
映
っ
た
﹂
と
捉

え
て
い
る
︒

︵
三
︶
背
中
と
い
う
も
の
の
持
つ
意
味
と
い
う
こ
と
で
は
︑
﹁
朝
の
客
﹂
︵
﹃
聖
耳
﹄
所
収
︑

平
１
２
︑
講
談
社
︶
の
中
に
﹁
廊
下
を
遠
ざ
か
り
な
が
ら
︑
背
中
で
物
を
思
う
と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
あ
る
﹂
と
あ
り
︑
﹁
徴
﹂
︵
﹃
野
川
﹄
所
収
︑
平
１
６
︑
講
談
社
︶
の
中
に
も
﹁
皆
︑

背
中
が
痩
せ
た
︒
そ
の
こ
と
を
お
互
い
に
知
っ
て
も
い
て
︑
さ
い
わ
い
背
中
は
自
分
で
見
え
な

い
か
ら
な
︑
と
お
互
い
に
笑
っ
て
い
る
﹂
と
あ
る
︒
ど
ち
ら
に
も
﹁
背
中
﹂
へ
の
こ
だ
わ
り
が

示
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
古
井
の
背
中
へ
の
こ
だ
わ
り
は
︑
小
池
昌
代
の
﹁
背
・
背
中
・
背

後
﹂
︵
﹃
黒
雲
の
下
で
卵
を
あ
た
た
め
る
﹄
所
収
︑
平
１
７
︑
岩
波
書
店
︶
に
通
う
と
こ
ろ
が

あ
る
︒
小
池
に
と
っ
て
︑
背
後
は
目
に
見
え
な
い
け
れ
ど
重
要
で
あ
り
︑
目
に
見
え
な
い
と
こ

ろ
ま
で
掘
り
下
げ
て
描
く
こ
と
に
文
学
の
意
義
を
認
め
て
い
る
︒
同
様
に
古
井
も
こ
の
作
品
で

は
︑
目
に
は
見
え
な
い
が
た
だ
な
ら
ぬ
気
配
が
漂
う
背
中
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
︒
世
間
に
背

を
向
け
て
︑
意
固
地
な
ま
で
に
座
り
込
ん
で
半
生
を
送
っ
て
き
た
姿
へ
の
こ
だ
わ
り
が
示
さ
れ

て
い
る
︒
な
お
︑
背
中
に
注
目
し
た
作
品
は
他
に
も
梅
崎
春
生
﹁
Ｓ
の
背
中
﹂
︵
昭
２
７
︶
や

綿
谷
り
さ
﹁
蹴
り
た
い
背
中
﹂
︵
平
１
５
︶
等
が
あ
る
︒

︵
四
︶
中
山
競
馬
場
の
こ
と
で
︑
競
馬
を
好
む
古
井
に
は
﹁
中
山
坂
﹂
と
い
う
小
説
も
あ
る
︒

詳
し
く
は
拙
稿
﹁
古
井
由
吉
﹃
中
山
坂
﹄
論
﹂
︵
﹁
九
州
産
業
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
﹂
第

７
０
号
︑
平
３
０
・
９
︶
を
参
照
頂
き
た
い
︒

︵
五
︶
同
様
の
内
容
は
︑
﹁
埴
輪
の
馬
﹂
︵
﹃
野
川
﹄
所
収
︑
平
１
６
︑
講
談
社
︶
に
も
記
さ

れ
て
い
る
︒
そ
の
中
に
は
︑
﹁
都
心
を
地
下
鉄
で
横
切
っ
て
夜
の
更
け
か
か
る
頃
に
家
の
近
く

ま
で
戻
り
︑
二
軒
手
前
の
お
宅
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
時
︑
も
う
十
年
ほ
ど
も
昔
︑
同
じ
年
の
瀬

の
日
曜
の
中
山
か
ら
の
帰
り
に
︑
そ
こ
の
扉
か
ら
忌
中
の
札
が
目
に
止
ま
っ
て
︑
は
て
と
首
を

か
し
げ
な
が
ら
家
に
入
り
仕
事
部
屋
の
机
の
脇
や
ら
棚
の
上
や
ら
を
掻
き
回
す
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と 、

つ
い
何
日
か
前
に
届
い
た 、

千
業
の
先
の
ほ
う
に
再
入
院
中
の
そ
の
人
か
ら
の 、

葉

沓
が
見
つ
か
っ
た 、

と
い
う
こ
と
の
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た

。

年
内
に
は
掃
宅
出
来

る
見
通
し

が
出
て
参
り
ま
し
た
こ
と
を
唯
々
感
謝
し
て
お
り
ま
す 、

と
あ
っ
た 。

消
印
は

八
日
前
の
土
曜
日
だ
っ
た 。

よ
い
お
年
を
お
迎
え
の
程
御
祈
り
申
し
上
げ
ま
す 、

と
結
ん

で
あ
っ
た
」

と
あ
る。

同
じ
素
材
を
小
説
に
再
度
用
い
る
の
は
好
ま
し
い
と
は
言
え
な
い

が、

い
か
に
こ
の
体
験
が
切
実
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
如
実
に
示
し
て
い
る。

彼
岸
と
此

岸
の
あ
わ
い
に
生
き
て
い
る
現
代
人
を
象
徴
的
に
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
効
果
的
で
あ

る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う 。

(28) 100

（

六）

古
井
は
令
和
二
年
二
月
二
十
七
日
に
逝
去
し
た
が、

そ
の
直
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
文

章
で
あ
る。

（

七）

こ
の
柄
谷
の
古
井
に
関
す
る
言
説
は 、
「

近
代
に
お
い
て
文
学
が
特
殊
な
意
味
を
与
え

ら
れ
て
い
て 、

だ
か
ら
こ
そ
特
殊
な
重
要
性 、

特
殊
な
価
値
が
あ
っ

た
と
い

う
こ
と 、

そ

し
て 、

そ
れ
が
も
う
無
く
な
っ

て
し
ま
っ

た
と
い

う
こ
と」
（

柄
谷
行
人
﹃
近
代
文
学
の

終
り
﹄
平
１
７、

イ
ン
ス
ク
リ
プ
ト）

と
い

う
よ
う
な
柄
谷
の
考
え
と
も
つ

な
が
っ

て
い
る。

小
説
と
い

う
形
式
や
制
度へ
の
根
深
い

懐
疑
が
根
底
に
あ
り、

意
図
的
に
近
代
の
小
説
か

ら
の
脱
構
築
を
試
み
る
と
い

う
の
で
あ
る。

（

八）
「

週
刊
ブ
ッ
ク
」
（

平
６
・
１
１
・
６、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
衛
星
放
送
２）
の
中
の
古
井
の
発
言
で
あ

る。




