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中
野
重
治
の
文
学
と
女
性

木

村

幸

雄

「
日
本
の
女
」

に
お
け
る
「
男
性
中
心
主
義
」
批
判

中
野
重
治
に
、
「
日
本
の
女
」
〈
「
海
」
昭
川
崎
・

7
）
と
い
う
作
品
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
長
い
間
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
田
村
俊
子
の
短
篇
小
説
「
杷
拘
の
実
の
誘
惑
」
（
「
文
章
世
界
」
大
3
・
9
〉
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
を
鋭

く
分
析
・
解
剖
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
日
本
の
女
が
、
「
男
中
心
主
義
」
、
「
家
族
中
心
主
義
」
に
よ
っ
て
、
い
か
に
残
忍
に
取
り
扱
わ
れ
、
不

幸
に
つ
き
落
さ
れ
て
来
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
日
本
の
女
」
に
お
い
て
追
究
さ
れ
て
い
る
の
は
、
男
性
中
心
主
義
、
家
族
中
心
主
義
の
社
会
の
中
で
、
女
性
が
男
性
の
一
方
的
な
暴
力
に

よ
っ
て
性
的
な
暴
行
を
受
け
る
と
い
う
出
来
事
、
そ
れ
が
起
こ
っ
た
場
合
の
周
囲
の
受
け
と
め
方
、
女
性
自
身
の
身
の
処
し
方
の
な
か
に
、
根

深
く
喰
い
込
ん
で
い
る
「
性
差
別
」
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

田
村
俊
子
の
「
拘
杷
の
実
の
誘
惑
」
の
場
合
、
そ
の
こ
と
が
、
数
え
年
十
三
歳
、
小
学
校
六
年
生
位
の
女
の
子
の
身
の
上
に
起
こ
っ
た
こ
と

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
主
人
公
の
智
佐
子
と
い
う
少
女
は
、
父
、
母
、
叔
母
、
兄
と
い
う
家
族
の
中
で
平
穏
に
暮
し
て
い
る
。
学
校
か
ら
帰

る
と
友
だ
ち
を
誘
っ
て
、
野
原
に
拘
杷
の
実
を
取
り
に
行
く
。
赤
い
拘
杷
の
実
に
、
「
女
が
宝
玉
を
愛
す
る
や
う
な
心
持
」
で
魅
せ
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
日
曜
日
に
一
人
で
野
原
へ
出
か
け
た
時
に
不
幸
な
事
件
が
起
こ
る
。
智
佐
子
の
前
に
、
二
十
歳
位
の
見
知
ら
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ぬ
青
年
が
現
れ
、
抱
杷
の
木
の
高
い
校
の
実
を
取
っ
て
く
れ
る
が
、

ん
で
、
刃
物
で
脅
し
、
暴
力
的
に
犯
し
、
傷
を
負
わ
せ
る
。

そ
の
親
切
に
ま
ど
わ
さ
れ
た
少
女
を
、
野
原
の
隅
の
物
置
小
屋
に
連
れ
込

さ
て
、
中
野
重
治
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
出
来
事
が
あ
っ
て
か
ら
の
、

こ
の
不
幸
な
少
女
に
対
す
る
家
族
の
反
応
、

ま
た
隣
り
近

所
、
親
類
の
者
な
ど
の
好
奇
心
を
も
ま
じ
え
た
特
定
の
傾
向
を
も
っ
た
反
応
で
あ
る
。
父
親
は
、
も
う
娘
は
傷
も
の
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
嫁
に

も
行
け
ま
い
、
宗
教
に
で
も
入
ら
せ
る
し
か
あ
る
ま
い
と
考
え
、
母
親
は
、
「
：
：
：
十
三
に
も
な
っ
て
。
何
て
み
だ
ら
な
女
だ
ろ
う
。
あ
れ
が

ほ
ん
や
り
だ
か
ら
だ
。
」
と
娘
を
な
じ
る
。
兄
は
寝
て
い
る
妹
の
枕
を
足
で
蹴
と
ば
す
。
つ
ま
り
、
純
粋
に
気
の
毒
な
一
人
の
被
害
者
に
ほ
か

な
ら
な
い
娘
が
、
家
族
の
限
に
は
ま
が
ま
が
し
い
も
の
に
映
っ
て
く
る
。
娘
の
不
幸
を
不
幸
と
し
て
見
る
眼
が
ゆ
が
め
ら
れ
、

一
家
に
即
日
う
べ

き
不
体
裁
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
っ
た
い
ま
わ
し
い
出
来
事
の
張
本
人
に
見
え
、
被
害
者
の
娘
自
身
が
家
族
の
憎
悪
の
的
に
さ
れ
る
。

そ
こ
に
現
れ
た
問
題
を
、
中
野
重
治
は
、
日
本
的
な
「
男
中
心
主
義
」
、
「
家
族
中
心
主
義
」
の
問
題
と
し
て
お
さ
え
て
い
る
。

〈
そ
の
中
心
の
一
つ
は
、

万
事
万
端
男
中
心
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
男
中
心
主
義
、

そ
れ
を
軸
と
す
る
家
族
中
心
主
義
だ
っ
た
だ
ろ

ぅ
。
問
題
を
外
へ
ひ
ろ
げ
て
扱
わ
な
い
で
、

そ
れ
を
避
け
て
、
こ
こ
で
は
犯
人
さ
が
し
な
ぞ
か
ら
は
積
極
的
に
逃
げ
て
、
内
へ
内
へ
と
持
っ
て

行
く
行
き
方
、

つ
ま
り
解
決
へ
向
か
わ
な
い
で
未
解
決
へ
向
か
っ
て
し
ま
う
一
種
の
全
く
日
本
的
な
姿
の
問
題
だ
っ
た
ろ
う
。

V

田
村
俊
子
の
「
柏
杷
の
実
の
誘
惑
」
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
問
題
を
引
き
出
し
た
中
野
は
、
こ
の
間
題
は
、
「
今
日
た
だ
い
ま
の
問
題
」
に
つ

な
が
っ
て
い
る
と
し
て
、
佐
多
稲
子
の
「
庇
あ
と
」
（
「
群
像
」
昭

ω
・1
）
に
つ
な
げ
て
追
究
を
進
め
て
行
く
。

さ
て
、
「
庇
あ
と
」
の
場
合
は
、
女
の
活
動
家
が
、
警
察
に
捕
え
ら
れ
て
、
性
的
に
残
忍
な
拷
聞
を
受
け
た
こ
と
に
対
す
る
男
の
活
動
家
た

ち
の
反
応
が
問
題
と
な
る
。
戦
前
の
あ
る
活
動
家
の
会
合
で
、
男
女
の
活
動
家
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
た
と
き
に
、

み
ん
な
が
知
っ
て
い
る
一
人

の
「
清
純
な
美
少
女
」
が
、
警
察
で
性
的
に
残
忍
な
拷
聞
を
受
け
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
、

み
と
怒
り
を
こ
め
て
こ
め
て
語
り
は
じ
め
る
の
だ
が
、
途
中
か
ら
話
、
か
変
な
ふ
う
に
そ
れ
で
、
男
た
ち
が
奇
妙
に
顔
を
歪
め
て
笑
う
。
作
品
の

一
人
の
男
が
警
察
に
対
す
る
憎
し

語
り
手
で
あ
る
「
私
」
は
、
そ
の
席
に
夫
婦
で
出
て
い
て
、
自
分
の
夫
の
目
、
か
、
男
た
ち
の
笑
レ
に
同
調
す
る
の
を
見
て
、
激
し
く
反
発
す



工
場
の
「
オ
ル
グ
」
と
し
て
活
動
し
て
い
た
小
林
と
し
江
と
そ
の
恋
人
の
青
年
も
出
て
い
た
。
そ
の
会
合
の
帰
り
、
恋
人

の
青
年
が
、
「
警
察
の
奴
ら
に
あ
ん
な
こ
と
を
許
す
の
は
、
本
人
に
も
責
任
が
あ
る
」
と
、
拷
聞
を
受
け
た
「
美
少
女
」
の
こ
と
を
な
じ
っ
た

の
で
、
彼
女
は
青
年
と
喧
嘩
す
る
。
そ
の
後
、
と
し
江
自
身
が
警
察
に
捕
え
ら
れ
、
拷
問
を
受
け
、
体
に
焼
け
た
火
箸
を
当
て
ら
れ
、
そ
の

「
庇
あ
と
」
は
、
三
十
年
後
の
今
も
な
お
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
れ
た
恋
人
に
も
、
現
在
の
夫
に
も
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
で

き
た
。
女
が
警
察
で
拷
聞
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
の
男
た
ち
の
反
応
を
思
え
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
男
に
語
る
こ
と
は
、
女
性
の
尊
厳
が
許
さ

る
。
そ
の
席
に
は
、

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
抱
杷
の
実
の
誘
惑
」
と
「
庇
あ
と
」
と
を
比
べ
る
と
、
後
者
の
方
に
よ
り
複
雑
で
「
厄
介
な
問
題
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。
あ
つ
か
わ
れ
て

い
る
事
件
も
、
前
者
は
い
わ
ば
個
人
的
な
事
件
だ
が
、
後
者
は
政
治
的
・
社
会
的
な
事
件
で
あ
る
。
そ
う
い
う
違
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
問
題
の
根
本
の
と
こ
ろ
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
、
中
野
は
両
者
を
つ
な
げ
て
追
究
を
進
め
て
い
る
。
「
抱
杷
の
実
の
誘
惑
」
の
母
親
が
、

「
：
：
：
十
三
に
も
な
っ
て
。
何
て
み
だ
ら
な
女
だ
ら
う
。
あ
れ
が
ぼ
ん
や
り
だ
か
ら
だ
。
」
と
被
害
者
の
娘
を
な
じ
る
言
葉
と
、
「
庇
あ
と
」
の

男
性
活
動
家
が
、

「
警
察
の
奴
ら
に
あ
ん
な
こ
と
を
許
す
の
は
、
本
人
に
も
責
任
が
あ
る
」
と
被
害
者
の
女
性
活
動
家
を
非
難
す
る
言
葉
と

は
、
根
の
と
こ
ろ
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
の
根
本
の
問
題
が
、
「
男
中
心
主
義
」
、
「
家
族
中
心
主
義
」
に
ま
つ
わ
る
男
女
の
「
性
差
別
」
の

問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
中
野
重
治
は
鋭
く
扶
り
出
し
て
い
る
。
そ
の
問
題
が
、
抽
象
的
・
観
念
的
に
で
は
な
く
、
具
体
的
・

肉
体
的
に
む
き
出
し
に
な
っ
て
く
る
場
面
と
し
て
、
警
察
に
お
け
る
拷
問
の
場
面
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
「
日
本
の
女
」
は
、
佐
伯
彰
一
の
文
芸
時
評
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。

八
中
野
重
治
の
「
日
本
の
女
」
も
印
象
鋭
利
な
短
篇
だ
が
、

せ
っ
か
く
の
凄
味
さ
え
た
だ
よ
う
メ
ス
さ
ば
き
が
、
結
末
の
露
す
ぎ
る
政
治
的

な
割
り
切
り
に
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
、
消
さ
れ
た
と
ぼ
く
は
感
じ
た
。

（
中
略
）
田
村
俊
子
、
佐
多
稲
子
の
短
篇
を
通
し
て
い
わ
ば
犯
さ
れ
る
女

と
い
う
主
題
を
じ
り
じ
り
と
追
い
つ
め
、
男
性
中
心
主
義
の
醜
さ
を
え
ぐ
り
出
す
中
野
氏
の
筆
力
の
粘
り
に
は
、
思
わ
ず
息
を
呑
む
よ
う
な
迫

カ
が
た
だ
よ
う
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
作
者
自
身
の
内
な
る
「
男
」
と
の
つ
な
が
り
は
如
何
、
と
読
者
と
し
て
は
問
い
直
し
た
く
な
っ
て
く

中
野
量
治
の
文
学
と
女
性
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る
。
外
側
に
向
け
ら
れ
た
政
治
的
告
発
と
い
う
形
の
結
び
で
は
、
読
者
の
側
の
か
き
立
て
ら
れ
た
不
安
、
動
揺
を
静
め
る
の
に
足
り
な
い
の
で

あ
る
。

V

こ
の
文
芸
時
評
で
は
、
「
日
本
の
女
」
を
「
印
象
鋭
利
な
短
篇
」
と
評
価
し
な
が
ら
、
二
つ
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

中
心
主
義
の
醜
さ
を
え
ぐ
り
出
す
こ
と
と
「
作
者
の
内
な
る
『
男
』
と
の
つ
な
が
り
如
何
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
は
た
し
て
男
性

は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
的
な
言
説
の
主
体
た
り
得
る
の
か
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に

一
つ
は
、
男
性

し
た
い
。
も
う
一
つ
は
、
「
結
末
の
露
す
ぎ
る
政
治
的
な
割
り
切
り
」
、
「
外
側
に
向
け
ら
れ
た
政
治
的
告
発
と
い
う
形
の
結
び
」
が
、
作
品
の

印
象
を
弱
め
る
弱
点
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
「
抱
杷
の
突
の
誘
惑
」
、
「
庇
あ
と
」
の
解
剖
を
通
じ
て
鋭
ぎ
す
ま
さ
れ
た
中
野
重
治
の
男
性
中
心
主
義
比
判
、
女
性
差
別
か
ら

く
る
男
性
の
頚
廃
を
告
発
す
る
メ
ス
の
鋒
先
は
、
結
末
部
で
当
時
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
政
治
問
題
へ
と
ふ
り
向
け
ら
れ
て
い
る
。
当
時
、

人

の
男
性
新
聞
記
者
が
、

一
人
の
女
性
外
務
省
事
務
官
か
ら
入
手
し
た
日
米
間
の
外
交
上
の
秘
密
を
暴
露
し
た
こ
と
が
刑
事
事
件
と
な
り
、
検
察

官
が
二
人
の
男
女
関
係
を
暴
き
、
「
情
を
通
じ
て
」
情
報
を
も
ら
し
た
と
い
う
非
難
を
浴
せ
た
が
、

そ
の
非
難
が
主
と
し
て
女
性
の
側
に
打
撃

を
加
え
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
で
事
件
の
政
治
的
な
本
質
が
見
の
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
告
発
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
両
性

の
あ
い
だ
の
愛
の
問
題
は
、
憲
法
に
か
か
わ
り
な
く
、
賃
金
の
問
題
、
首
切
り
対
象
の
問
題
、
勤
労
者
、
専
門
家
と
し
て
の
地
位
の
問
題
そ
の

他
と
並
ん
で
女
性
に
不
利
な
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
。
」
と
結
ん
で
い
る
。

こ
う
い
う
結
末
が
、
佐
伯
氏
の
一
一
一
口
う
よ
う
に
、
「
外
側
に
向
け
ら
れ
た
政
治
的
告
発
」
と
し
て
、
作
品
の
弱
点
に
な
っ
て
い
る
と
は
私
は
考

え
な
い
。
む
し
ろ
、
「
柏
杷
の
実
の
誘
惑
」
の
個
人
的
な
事
件
、
「
庇
あ
と
」
の
社
会
的
な
事
件
、
結
末
の
政
治
的
な
事
件
を
通
じ
て
、
そ
の
根

底
に
根
深
く
横
た
わ
っ
て
い
る
「
男
性
中
心
主
義
」
、
「
家
族
中
心
主
義
」
を
粘
り
強
く
告
発
し
つ
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
中
野
重
治
の
真
面

目
が
発
縛
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
評
価
し
た
い
。
素
撲
な
態
度
を
好
む
中
野
の
な
か
で
は
、
性
的
な
告
発
と
政
治
的
な
告
発
と
が
、
わ
か
ち
が
た

い
一
つ
の
も
の
と
な
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



中
野
重
治
の
文
学
は
、
本
質
的
に
告
発
の
文
学
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
告
発
は
、
つ
ね
に
弱
者
・
被
抑
圧
者
の
側
に
立
っ
て
、
強
者
・
抑

圧
者
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
本
質
か
ら
し
て
、
中
野
重
治
の
文
学
は
、
女
性
的
な
る
も
の
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

「
姉
の
話
」
、

「
た
ん
ぼ
の
女
」
、
「
汽
車
三
」
に
お
け
る
差
別
・
搾
取
さ
れ
る
女
た
ち
へ
の
思
い
や
り

中
野
重
治
が
、
四
高
時
代
、
「
北
辰
会
雑
誌
」
に
発
表
し
た
「
国
旗
」
ハ
大

ω
・
7
〉
、
「
姉
の
話
」
（
大

u
・
7
〉
と
い
う
短
篇
習
作
が
あ
る
。
こ

の
二
つ
の
短
編
は
、
中
野
重
治
の
文
学
と
女
性
と
の
結
び
つ
き
の
原
点
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
「
姉
の
話
」
の
方
か
ら
み
た
い
。
こ
れ
は
、
不
幸
な
思
い
出
を
残
し
た
兄
嫁
の
こ
と
を
、
弟
の
視
点
か
ら
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
中

野
重
治
自
身
の
少
年
時
代
の
体
験
に
も
と
づ
く
、
素
撲
な
短
編
小
説
と
な
っ
て
い
る
。
重
治
の
兄
耕
一
は
、
重
治
が
福
井
中
学
校
を
卒
業
し
た

大
正
八
年
八
月
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
日
本
赤
十
字
社
救
護
病
院
で
病
死
し
て
い
る
。
そ
の
兄
の
不
幸
な
恋
愛
・
結
婚
・
病
死
を
め
ぐ
る
出
来
事

が
、
兄
嫁
の
方
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
描
か
れ
て
い
る
。
兄
嫁
と
な
っ
た
女
性
は
、
も
と
芸
者
で
、
兄
の
高
校
時
代
か
ら
恋
愛
が
は
じ
ま
っ
て

早
々
朝
鮮
に
渡
り
、

い
た
の
だ
が
、
家
族
か
ら
結
婚
に
反
対
さ
れ
る
。
大
学
を
卒
業
し
て
、

一
年
後
に
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
で
病
死
し
て
い
る
。
そ
の
兄
は
不
幸
だ
っ
た
が
、
家
族
や
世
間
か
ら
差
別
さ
れ
つ
づ
け
た
兄

一
本
田
の
生
家
で
結
婚
式
を
挙
げ
る
こ
と
に
こ
ぎ
つ
け
る
が
、
新
婚

嫁
は
も
っ
と
不
幸
だ
っ
た
。
そ
の
兄
嫁
の
不
幸
な
姿
を
、
弟
の
少
年
の
白
を
通
し
て
、
同
情
を
こ
め
て
浮
彫
り
に
し
た
の
が
、
「
姉
の
話
」
で

あ
る
。〈

結
婚
式
が
ま
だ
挙
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
こ
ろ
の
姉
は
、
な
る
べ
く
人
の
限
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
「
ご
め
ん
な
さ

い
：
：
：
」
な
ど
と
人
の
訪
れ
る
声
を
玄
関
に
聞
き
つ
け
る
と
、
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
た
り
、

せ
っ
せ
と
仕
事
を
し
て
い
た
り
し
た
姉
は
、

L、
ち

は
や
く
立
ち
上
が
っ
て
、

ひ
ら
り
と
、
ま
る
で
白
い
さ
か
な
か
な
ん
ぞ
の
よ
う
に
、
障
子
の
陰
や
暗
い
廊
下
の
方
へ
か
く
れ
て
、
客
が
帰
っ
て

し
ま
う
ま
で
じ
っ
と
身
動
き
も
せ
ず
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
私
の
少
年
の
心
は
、
そ
ん
な
と
き
の
姉
の
後
姿
を
こ
の
上
も
な
く
あ

中
野
重
治
の
文
学
と
女
性

「
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コ
ニ
四

わ
れ
な
も
の
に
思
っ
た
。

V

こ
の
「
姉
」
は
、
結
婚
す
る
前
も
、
結
婚
し
て
か
ら
も
、
世
間
や
家
族
か
ら
差
別
さ
れ
つ
づ
け
る
。
父
親
も
、
母
親
も
、
家
柄
を
重
ん
じ
る

立
場
か
ら
、
「
田
舎
芸
者
」
を
長
男
の
嫁
に
迎
え
る
こ
と
を
容
認
で
き
な
い
。
従
兄
弟
の
一
人
は
、
「
あ
の
女
は
決
し
て
い
い
人
で
は
な
く
、
現

に
小
生
な
ど
に
た
い
し
て
も
春
を
売
り
：
：
：
」
な
ど
と
中
傷
す
る
手
紙
を
兄
に
よ
こ
し
た
り
す
る
。
そ
の
芸
者
出
の
「
姉
」
に
対
す
る
差
別
の

根
深
さ
は
、
兄
の
死
を
述
懐
す
る
父
の
言
葉
の
は
し
ば
し
に
ま
で
に
じ
み
出
て
い
る
。

入
「
け
れ
ど
も
、
あ
れ
が
ね
え
さ
ん
を
も
ら
っ
た
こ
と
が
、
あ
れ
の
死
の
原
因
の
一
部
に
も
な
る
わ
け
な
ん
だ
ね
。
あ
あ
い
う
社
会
（
注
｜

銀
行
員
の
社
会
）
で
も
や
は
り
、
女
房
が
そ
ん
な
出
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
れ
る
の
は
、
あ
ま
り
い
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
ら
ね
。
自
然
隠
そ
う

隠
そ
う
と
つ
と
め
た
ら
し
い
ん
だ
。
そ
れ
に
あ
の
子
は
あ
ん
な
お
と
な
し
い
た
ち
だ
も
ん
だ
か
ら
、

よ
そ
の
奥
さ
ん
の
あ
い
だ
へ
は
い
る
と
自

分
で
も
引
け
目
を
感
じ
る
ん
だ
よ
。
そ
れ
が
い
っ
そ
う
い
け
な
い
わ
け
さ
。
」
V

と
こ
ろ
で
、
そ
う
述
懐
す
る
父
親
自
身
が
、
「
姉
」
に
対
し
て
最
も
手
ひ
ど
い
差
別
の
仕
打
ち
を
加
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

八
兄
た
ち
が
は
じ
め
朝
鮮
の
方
へ
立
っ
と
き
、
姉
は
荷
物
の
な
か
へ
三
味
線
を
入
れ
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
不
幸
に
も
、

そ
の
と
き
父
が

向
か
で
む
し
ゃ
く
し
ゃ
と
腹
を
立
て
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
見
つ
け
る
と
い
き
な
り
三
味
線
を
へ
し
折
っ
て
炉
に
く
べ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ

と

：
そ
れ
を
聞
い
た
と
き
私
は
、
思
わ
ず
息
が
つ
ま
っ
て
何
ひ
と
つ
口
へ
は
出
せ
な
か
っ
た
。
姉
が
そ
の
と
き
、
ど
ん
な
に
や
る
せ
な
い
思

い
を
し
た
ろ
う
か
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

し
ば
ら
く
し
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
考
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
。

V

「
姉
」
が
女
と
し
て
愛
着
を
も
っ
て
い
る
「
三
味
線
」
は
、
家
柄
を
何
よ
り
も
重
視
す
る
父
か
ら
す
れ
ば
、
家
の
中
に
持
ち
込
ん
で
は
な
ら

ぬ
彼
女
の
芸
者
時
代
と
結
び
つ
い
て
い
る
い
ま
わ
し
い
代
物
で
、

へ
し
折
っ
て
炉
に
く
べ
て
し
ま
う
べ
き
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
父
の

「
姉
」
に
対
す
る
手
ひ
ど
い
仕
打
ち
に
、
弟
の
少
年
は
絶
句
す
る
ほ
ど
の
衝
撃
を
お
ぼ
え
て
い
る
。

こ
の
「
姉
の
話
」
に
お
け
る
芸
者
出
の
「
姉
」
に
対
す
る
家
族
の
態
度
は
、
あ
の
「
抱
杷
の
突
の
誘
惑
」
に
お
け
る
暴
行
を
受
け
た
娘
に
対



す
る
家
族
の
態
度
と
通
底
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
男
中
心
主
義
」
、
そ
れ
を
軸
と
す
る
「
家
族
中
心
主
義
」
が
そ
の
根
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
差
別
の
ひ
ど
さ
が
、
「
姉
」
に
思
い
や
り
を
寄
せ
つ
づ
け
る
弟
の
少
年
の
限
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
眼
に
は
、
離
縁
さ
れ
た

「
姉
」
に
最
後
に
会
っ
た
時
の
、
「
姉
の
頚
す
じ
の
、
魚
の
鱗
を
ひ
い
た
あ
と
の
よ
う
な
う
す
汚
い
よ
ご
れ
め
」
が
、
「
何
と
も
号
一
日
え
な
い
寂
し

さ
」
と
と
も
に
焼
き
つ
け
ら
れ
、

い
つ
ま
で
も
残
る
。

こ
こ
で
、
こ
の
「
姉
」
の
不
幸
な
姿
を
焼
き
つ
け
ら
れ
た
弟
の
少
年
の
眼
が
、
差
別
・
搾
取
さ
れ
る
女
た
ち
の
姿
を
、
思
い
や
り
を
こ
め
て

描
く
中
野
重
治
の
文
学
の
原
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
「
姉
の
話
」
を
書
い
た
時
、
中
野
重
治
は
、
二
十
歳
、

四
高
の
三
年
生
で
、
犀
星
や
茂
吉
ら
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
短
歌
、
詩
、
小

説
の
創
作
に
い
そ
し
ん
で
い
た
大
正
期
文
学
青
年
の
一
人
で
あ
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
差
別
さ
れ
、
虚
げ
ら
れ
る
女
性
の
不
幸
に
対
す

る
同
情
も
、
素
撲
な
大
正
期
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
た
、
が
っ
て
、
「
姉
に
た
い
し
て
、
私
は
決
し
て
悪
い
小
異
で

は
な
か
っ
た
」
、
「
こ
の
こ
と
さ
え
私
自
身
に
は
っ
き
り
す
れ
ば
、
こ
れ
を
書
い
た
私
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
終

っ
て
い
る
。

そ
し
て
、

そ
の
地
続
き
の
と
こ
ろ
で
、
初
期
の
持
情
詩
の
美
し
い
一
篇
「
た
ん
ぼ
の
女
」
〈
「
裸
像
」
大
M
・

2
〉
が
書
か
れ
て
い
る
。

た
ん
ぼ
に
坐
っ
て
い
る
三
人
の
や
さ
し
い
女
の
人

私
も
そ
こ
へ
ま
じ
り
に
行
き
た
い

そ
こ
へ
行
っ
て
そ
こ
に
坐
っ
て

そ
の
特
別
な
話
が
聞
い
て
み
た
い

け
れ
ど
も
あ
な
た
方

あ
な
た
は
遊
女
で
私
は
生
徒
で
す

中
野
重
治
の
文
学
と
女
性

二
二
五



一一二六

こ
う
や
さ
し
く
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
「
遊
女
」
た
ち
の
背
後
に
は
、
「
姉
の
話
」
の
哀
れ
な
「
姉
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
思
い
浮
べ
ら
れ
て
い

た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
兄
と
「
姉
」
と
の
不
幸
な
恋
愛
・
結
婚
の
い
き
さ
つ
と
結
末
と
を
思
い
返
し
な
が
ら
、
そ
こ
へ
ま
じ
り
に
行
き

た
く
て
も
行
け
な
い
、
「
遊
女
」
で
あ
る
「
あ
な
た
方
」
と
「
生
徒
」
で
あ
る
「
わ
た
し
」
と
を
差
別
し
、
隔
て
る
社
会
的
な
壁
の
厚
さ
を
見

つ
め
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
壁
の
厚
さ
を
知
り
つ
つ
、
な
お
そ
れ
を
の
り
こ
え
て
、
「
私
も
そ
こ
へ
ま
じ
り
に
行
き
た
い
」
と
い
う
素

撲
な
内
的
衝
迫
が
、
行
情
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
。

私
も
そ
こ
へ
気
さ
く
に
ま
じ
り
に
行
き
た
い
の
で
す

そ
れ
な
の
に
私
は
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す

こ
の
詩
で
は
、
「
け
れ
ど
も
」
、
「
そ
れ
な
の
に
」
と
い
う
逆
接
の
接
続
詞
が
、
持
情
の
核
と
な
っ
て
い
る
。
一
一
一
日
い
か
え
れ
ば
、
「
私
も
そ
こ
へ

ま
じ
り
に
行
た
い
」
と
い
う
素
撲
な
内
的
衝
迫
が
、
「
生
徒
」
と
「
遊
女
」
と
を
隔
て
る
目
に
見
え
な
い
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
屈
折
し
、
内
攻
す

る
地
点
か
ら
、
こ
の
行
情
詩
が
立
ち
現
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
行
情
精
神
は
、

や
は
り
素
撲
な
大
正
期
ヒ
ュ
1
マ
ニ
ズ

ム
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
遊
女
」
た
ち
へ
の
や
さ
し
い
思
い
や
り
の
行
情
は
、
哀
憐
に
み
ち
た
「
別
れ
の
持
情
」
へ

と
変
奏
さ
れ
て
終
る
。

さ
よ
な
ら

た
ん
ぼ
の
女
の
人

私
は
ほ
k
A

笑
を
一
つ
返
し
ま
す

た
ん
と
日
光
を
お
吸
ひ
な
さ
い



た
ん
と
奇
麗
な
空
気
を
お
吸
ひ
な
さ
い

私
は
も
う
帰
り
ま
す

さ
や
う
な
ら

た
ん
ぼ
の
人

た
ん
ぼ
の
三
人
の
あ
な
た
方

「
私
も
そ
こ
へ
ま
じ
り
に
行
き
た
い
」
と
い
う
切
実
な
内
的
衝
迫
が
、
中
野
重
治
を
つ
き
動
か
し
、
大
正
か
ら
昭
和
へ
の
転
換
期
の
中
で
、

「
感
情
」
詩
派
的
な
行
情
詩
人
か
ら
革
命
的
な
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
人
へ
の
道
を
歩
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
的
衝
迫
が
、

貫
し
て
文
学
創
造
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
そ
こ
へ
ま
じ
り
に
行
き
た
い
」
の
「
そ
こ
」
が
、
時
代
と
と
も
に
、
中

野
の
意
識
の
変
革
と
と
も
に
ひ
ろ
が
っ
て
行
く
。

へ
と
ひ
ろ
が
っ
て
行
く
。
「
汽
車

は
、
紡
績
工
場
で
、
「
濡
れ
手
拭
の
や
う
に
し
ぼ
ら
れ
」
、
「
追
ひ
出
さ
れ
た
」
「
紡
績
女
工
」
た
ち
の
方
へ
眼
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
そ
の
眼

「
遊
女
」
た
ち
の
い
る
「
遊
廓
」
か
ら
、
「
女
工
」
た
ち
の
い
る
「
工
場
」

コ
こ
（
「
磁
馬
」
昭
2
・2
〉
で

は
、
も
は
や
搾
取
さ
れ
る
「
女
工
」
た
ち
の
不
幸
を
憐
む
同
情
の
眼
で
は
な
く
、
階
級
意
識
に
裏
づ
け
ら
れ
、
資
本
主
義
的
搾
取
を
告
発
す
る

告
発
の
眼
と
な
っ
て
い
る
。

「
た
ん
ぼ
の
女
」
も
、
「
汽
車

一
一
こ
も
、
差
別
さ
れ
、
搾
取
さ
れ
る
女
た
ち
へ
の
深
い
思
い
や
り
か
ら
生
ま
れ
た
行
情
詩
で
あ
る
。
女
た

ち
へ
の
思
い
や
り
が
、
「
さ
よ
な
ら
」
の
旋
律
に
つ
つ
ま
れ
て
「
別
れ
の
行
情
」
と
し
て
歌
い
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
同
じ
で
あ
る
。
し

か
し
、
「
た
ん
ぼ
の
女
」
が
、
明
る
い
牧
歌
的
な
「
別
れ
の
行
情
詩
」
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「
汽
車

二
」
は
、
暗
い
叛
逆
の
心
情
を
か

き
立
て
る
悲
痛
な
「
別
れ
の
持
情
詩
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
中
野
重
治
の
文
学
に
お
け
る
差
別
さ
れ
、
搾
取
さ
れ
る
女
た
ち
へ
の
思
い
や
り
の
線
は
、
実
体

験
に
根
ざ
す
「
姉
の
話
」
に
発
し
、
大
正
期
持
情
詩
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
「
た
ん
ぼ
の
女
」
を
経
て
、
昭
和
初
期
の
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
「
汽
車

一
一
一
」
へ
と
の
び
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
昭
和
十
年
代
の
転
向
体
験
・
戦
争
体
験
な
ど
の
屈
折
を
く
ぐ

中
野
重
治
の
文
学
と
女
性
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七



二
二
八

り
ぬ
け
、
戦
後
の
「
五
勺
の
酒
」
か
ら
「
日
本
の
女
」
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
国
旗
」
、

「
春
さ
き
の
風
」
、

「
新
聞
に
の
っ
た
写
真
」

に
お
け
る
母
親
の
感
性
と
視
点

つ
ぎ
に
、
「
姉
の
話
」
と
同
時
期
の
短
篇
習
作
「
国
旗
」
（
「
北
辰
会
雑
誌
」
大
日
・

7
）
か
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
時
代
の
「
春
さ
き

の
風
」
（
「
戦
旗
」
昭
3
・
8
）
、
「
新
聞
に
の
っ
た
写
真
」
（
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
」
昭
2
・
3
）
へ
と
の
び
て
行
く
線
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
こ

れ
は
、
母
親
の
感
性
と
視
点
か
ら
、
歴
史
・
社
会
的
な
事
件
、
政
治
的
な
事
件
を
と
ら
え
、
女
性
特
有
の
痛
覚
を
通
し
て
、
抑
圧
や
弾
圧
を
告

発
し
て
行
く
線
で
あ
る
。

「
国
旗
」
で
は
、

明
治
四
十
三
年
の
日
韓
併
合
の
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
中
野
重
治
は
、

一
人
の
若
い
日
本
人
女
性
の
感
性
と
視

点
を
通
し
て
嫡
い
て
い
る
。
主
人
公
の
女
性
は
、
夫
の
赴
任
に
し
た
が
っ
て
朝
鮮
に
渡
っ
た
若
い
妻
で
あ
る
。
郷
里
に
幼
い
男
の
子
を
残
し
て

来
て
い
る
若
い
母
親
で
も
あ
る
。
な
か
な
か
朝
鮮
の
風
土
や
生
活
に
な
じ
め
ず
、
早
く
郷
里
に
帰
り
た
い
と
い
う
思
い
を
つ
の
ら
せ
な
が
ら
淋

し
い
日
々
を
過
し
て
い
た
彼
女
の
限
に
は
、

日
韓
併
合
の
こ
と
が
、
突
然
の
、

理
不
尽
な
出
来
事
に
映
る
。

人
そ
の
う
ち
に
突
然
朝
鮮
が
日
本
の
も
の
に
な
る
こ
と
に
き
ま
っ
た
。
お
房
は
そ
ん
な
噂
を
今
ま
で
一
度
も
聞
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
驚
い

た
。
そ
し
て
朝
鮮
人
が
か
わ
い
そ
う
で
も
あ
り
、

ま
た
わ
け
も
わ
か
ら
ず
日
本
人
が
浅
ま
し
く
も
思
わ
れ
た
。
そ
の
う
え
近
ご
ろ
は
方
々
に
暴

徒
が
起
き
て
、

そ
ん
な
こ
と
ま
で
も
お
房
の
帰
心
を
煽
り
た
て
た
。

V

こ
の
主
人
公
は
、

日
韓
併
合
を
突
然
の
出
来
事
と
し
て
驚
き
、
も
っ
ぱ
ら
若
い
女
性
の
ナ
イ
ー
ブ
で
や
わ
ら
か
い
感
性
を
も
っ
て
反
応
し
、

朝
鮮
人
に
同
情
し
、

日
本
人
を
浅
ま
し
く
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
反
日
行
動
に
決
起
す
る
朝
鮮
人
を
「
暴
徒
」
と
し
て
と
ら
え
る
よ
う
な
視

野
の
限
界
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
若
い
母
親
の
視
点
は
、

一
人
の
朝
鮮
の
男
の
子
の
上
に
焦
点
を
結
ぶ
。

八
お
一
一
、
が
家
の
方
へ
歩
い
て
来
た
と
き
、

と
な
り
の
朝
鮮
人
の
小
さ
な
家
の
軒
に
日
の
丸
、
か
ば
た
ば
た
し
て
い
る
の
を
見
て
び
っ
く
り
し



た
。
な
お
近
づ
く
と
、

そ
れ
は
何
と
か
い
う
朝
鮮
に
だ
け
あ
る
丈
夫
な
ふ
す
ま
に
貼
る
よ
う
な
紙
に
赤
く
丸
を
描
い
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も

わ
か
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
家
の
前
ま
で
来
る
と
、
な
か
か
ら
子
供
（
そ
れ
は
か
わ
い
い
子
で
、
ど
こ
か
耕
一
に
似
か
よ
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る

の
で
、
そ
れ
に
日
本
語
が
よ
く
わ
か
る
の
で
、
よ
く
内
地
の
話
を
聞
か
せ
た
り
、
い
っ
し
ょ
に
町
へ
連
れ
て
行
っ
た
こ
と
な
ぞ
も
あ
っ
た
。
）

が
出
て
来
た
の
で
、

「
チ
ョ
ン
ガ
、
あ
れ
は
ど
う
し
た
の
。
」
と
日
の
丸
を
指
さ
し
な
が
ら
き
く
と
、

「
奥
さ
ん
、
国
旗
を
出
す
よ
う
に
と
の
こ
と
で
し
た
の
で
、
き
の
う
紙
を
買
っ
て
き
て
わ
た
し
が
か
い
た
の
で
す
。
」
そ
タ
言
っ
て
チ
ョ
ン

ガ
は
顔
を
ま
っ
か
に
し
た
。

「そう・・・・・・」

お
房
は
チ
ョ
ン
ガ
の
顔
を
見
な
が
ら
、
今
夜
こ
そ
は
切
り
だ
そ
う
と
思
っ
た
。

V

こ
の
「
国
旗
」
の
結
末
に
は
、
注
意
深
く
読
む
な
ら
ば
、
若
い
母
親
の
感
性
と
視
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
日
韓
併
合
の
理
不
尽
さ
が
、
鋭
く

告
発
さ
れ
て
い
る
。
「
と
な
り
の
朝
鮮
人
の
小
さ
な
家
の
軒
に
日
の
丸
が
ば
た
ば
た
し
て
る
の
を
見
て
び
っ
く
り
し
」
、
さ
ら
に
そ
れ
が
、
「
朝

鮮
に
だ
け
あ
る
丈
夫
な
ふ
す
ま
に
貼
る
紙
に
赤
く
丸
を
描
い
た
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
ま
で
つ
き
と
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
伝
統
的
な
文
化
を

持
つ
朝
鮮
と
い
う
一
つ
の
国
に
、

日
本
が
一
方
的
に
植
民
地
支
配
を
お
し
つ
け
た
こ
と
を
、
見
る
者
の
眼
に
具
体
的
な
形
で
つ
き
つ
け
て
い
る

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
描
か
さ
れ
た
か
わ
い
い
朝
鮮
の
男
の
子
と
郷
里
に
残
し
て
来
て
い
る
自
分
の
男
の
子
と
を
重
ね
な

が
ら
、
そ
の
こ
と
を
つ
き
と
め
て
い
る
。
子
供
の
姿
を
眺
め
る
母
親
の
眼
は
、
こ
の
よ
う
に
国
境
を
こ
え
て
ひ
ろ
が
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
の
「
新
聞
に
の
っ
た
写
真
」
の
と
こ
ろ
で
詳
し
く
述
べ
た
い
。
自
分
の
国
の
旗
で
は
な
い

「
日
の
丸
」
を
、

「
国
旗
」

と
し
て
描
い
て
掲
げ
さ
せ
ら
れ
る
屈
辱
に
、
顔
を
ま
っ
か
に
染
め
て
い
る
男
の
子
を
見
て
、
彼
女
は
絶
句
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
郷
里
へ
帰
国

す
る
こ
と
を
今
夜
こ
そ
は
夫
に
切
り
出
そ
う
と
決
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
「
国
旗
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
は
、
痛
烈
な
イ
ロ

ニ
ー
を
ひ
め
た
告
発
が
ひ
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

中
野
重
治
の
文
学
と
女
性

二
二
九
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大
正
十
年
、
十
九
歳
、
四
高
二
年
生
の
中
野
重
治
が
、
こ
の
よ
う
な
「
国
旗
」
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
日
韓
併
合
を
め
ぐ
る
独
自
の

経
験
の
裏
づ
け
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
重
治
の
父
藤
作
は
、
明
治
四
十
二
年
、
日
韓
併
合
の
前
年
、
朝
鮮
に
渡
り
、
大
正
六
年
ま
で
朝
鮮

総
督
府
に
つ
と
め
て
い
る
。
母
や
妹
た
ち
も
、
朝
鮮
へ
行
き
、

一
人
郷
里
の
生
家
に
残
さ
れ
た
重
治
は
、
祖
父
母
の
も
と
で
育
て
ら
れ
た
。
当

然
、
朝
鮮
は
、
少
年
重
治
に
と
っ
て
、
父
・
母
・
妹
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
し
て
い
つ
も
心
に
か
か
る
土
地
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
小
学
三
年
生
の
夏
休
み
に
起
こ
っ
た
「
日
韓
併
合
」
と
い
う
出
来
事
に
対
し
て
も
格
別
の
関
心
を
い
だ
い
て
い
た
。
そ
の

へ
ん
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
自
伝
的
な
長
編
小
説
『
梨
の
花
』
に
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
「
国
旗
」
の
母
親
の
朝
鮮
に
い
て
郷
里
の
男
の
子

を
思
う
心
に
は
、
郷
里
に
い
て
朝
鮮
の
肉
親
た
ち
の
こ
と
を
思
い
つ
づ
け
た
少
年
重
治
の
心
が
転
移
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
「
国
旗
」
は
、
日
韓
併
合
と
い
う
歴
史
的
・
政
治
的
な
大
事
件
を
、
若
い
母
親
の
感
性
と
視
点
か
ら
と
ら
え
、
そ
れ

を
鋭
く
告
発
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
中
野
重
治
の
文
学
の
出
発
点
を
鮮
や
か
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
「
春
さ

そ
の
線
は
、

き
の
風
」
、
「
新
聞
に
の
っ
た
写
真
」
な
ど
へ
と
の
び
て
行
く
。

「
春
さ
き
の
風
」
は
、

一
九
二
八
年
三
月
十
五
日
に
起
っ
た
大
弾
圧
事
件
、

い
わ
ゆ
る
「
一
二
・
一
五
事
件
」
を
、
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
一

人
の
若
い
母
親
の
感
性
と
視
点
を
通
し
て
描
い
た
短
篇
小
説
で
、
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
代
表
す
る
傑
作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
小
林

多
喜
二
に
も
、
こ
の
事
件
を
描
い
た
「
一
九
二
八
年
三
月
十
五
日
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
も
そ
の
も
の
ず
ば
り
の
中
篇
小
説
が
あ
る
が
、
そ
れ
は

当
時
の

η

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
論
に
の
っ
と
っ
て
、
政
治
的
弾
圧
の
す
さ
ま
じ
さ
を
真
正
面
か
ら
リ
ア
ル
に
描
い
て
い
る
。

一
方
、
こ

の
「
春
さ
き
の
風
」
は
、
政
治
的
な
大
事
件
を
、

一
人
の
母
親
の
感
性
と
視
点
を
通
し
て
と
ら
え
、
彼
女
の
痛
み
に
身
を
よ
り
そ
わ
せ
な
が
ら

描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
を
発
揮
し
て
い
る
。
行
情
詩
人
の
書
い
た
散
文
詩
的
な
短
篇
と
い
う
色
合
が
濃
い
。

八
三
一
月
十
五
日
に
つ
か
ま
っ
た
人
々
の
な
か
に
一
人
の
赤
ん
坊
が
い
た
。

：
・
五
時
か
ら
八
時
半
ま
で
の
家
宅
捜
索
の
あ
い
だ
に
赤
ん
坊
は
十
分
に
冷
え
て
い
た
。
母
親
の
ふ
と
こ
ろ
の
な
か
で
赤
ん
坊
は
泣
き
声

を
立
て
な
か
っ
た
。
警
察
の
門
へ
曲
る
と
き
不
意
と
顔
を
上
げ
る
と
、
浄
水
場
の
堤
防
に
咲
い
た
か
じ
か
ん
だ
タ
ン
ポ
ポ
の
花
が
母
親
の
眼
に



映
っ
た
。

V

こ
の
冒
頭
部
か
ら
、
作
者
は
、
主
人
公
の
若
い
母
親
の
感
性
に
身
を
よ
り
そ
わ
せ
な
が
ら
、
三
月
十
五
日
に
つ
か
ま
っ
た
人
々
の
な
か
に
い

た
一
人
の
赤
ん
坊
の
死
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
そ
の
母
親
の
嘆
き
、
悲
し
み
、
怒
り
を
繊
細
・
簡
潔
な
タ
ッ
チ
で
描
き
出
し
て
行
く
。
警
察
の
門

へ
曲
る
と
き
、
母
親
の
限
に
映
る
「
か
じ
か
ん
だ
タ
ン
ポ
ポ
の
花
」
は
、
家
宅
捜
索
の
あ
い
だ
に
冷
え
き
っ
た
赤
ん
坊
の
姿
の
た
く
み
な
暗
喰

と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
母
親
の
眼
ば
、
事
件
の
な
か
で
そ
の
犠
牲
と
な
っ
て
死
ん
で
行
く
赤
ん
坊
の
姿
を
、
「
か
じ
か
ん
だ

タ
ン
ポ
ポ
の
花
」
に
重
ね
て
先
取
り
し
て
映
し
出
し
て
い
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
の
冒
頭
部
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
結
末
部
と
照
応
し
て
い
る
。

八
も
は
や
春
か
ぜ
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
連
日
連
夜
大
東
京
の
空
に
砂
と
煤
煙
と
を
措
き
あ
げ
た
。

風
の
音
の
な
か
で
母
親
は
死
ん
だ
赤
ん
坊
の
こ
と
を
考
え
た
。

そ
れ
は
ケ
シ
粒
の
よ
う
に
小
さ
く
見
え
た
。

V

と
こ
ろ
で
、
こ
の
結
末
部
を
読
み
返
す
た
び
に
、
「
そ
れ
は
ケ
シ
粒
の
よ
う
に
小
さ
く
見
え
た
よ
と
い
う
一
行
に
私
は
ひ
っ
か
か
り
、
こ
だ

わ
り
を
お
ぼ
え
ざ
る
を
得
な
い
。
「
死
ん
だ
赤
ん
坊
の
こ
と
」
が
、

ま
だ
そ
の
死
か
ら
一
月
と
経
た
ぬ
と
い
う
の
に
、
母
親
の
眼
に
、
「
そ
れ
は

ケ
シ
粒
の
よ
う
に
小
さ
く
見
え
た
。
」
と
い
う
の
は
、

ほ
ん
と
う
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
ふ
つ
う
な
ら
ば
、
「
死
ん
だ
赤
ん
坊
の
こ
と
」
は
、

日
が
経
つ
に
つ
れ
、
母
親
の
眼
に
は
ま
す
ま
す
大
き
な
も
の
に
映
っ
て
く
る
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
作
者
は
、
こ
の
母
親

は
、
平
常
の
安
穏
な
暮
し
の
な
か
で
「
死
ん
だ
赤
ん
坊
の
こ
と
」
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
連
日
連
夜
大
東
京
の
空
に
砂
と
煤
煙
と
を

捲
き
あ
げ
」
、
吹
き
荒
れ
る
「
春
か
ぜ
」
の
な
か
で
、
革
命
の
嵐
の
な
か
で
そ
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
だ
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。

当
時
の
革
命
運
動
の
な
か
に
は
、
運
動
の
前
進
の
た
め
に
は
、
家
族
、
家
庭
を
も
犠
牲
に
し
て
悔
い
な
い
と
い
う
観
念
的
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム

の
風
潮
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
中
野
重
治
の
「
道
路
を
築
く
」
（
「
無
産
者
新
聞
」
昭
2
・
1
・
1
）
に
も
表
れ
て
い
て
、
「
親
と
兄
弟
と
家
庭
と
を

中
野
重
治
の
文
学
と
女
性
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た
L
き
込
み
／
赤
ん
坊
を
さ
へ
も
た
L
き
込
み
／
そ
れ
ら
一
切
を
悔
い
る
と
こ
ろ
な
く
煮
殺
そ
う
」
と
い
う
耳
を
疑
い
た
く
な
る
よ
う
な
呼
び

か
け
す
ら
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
当
時
の
観
念
的
な
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
が
、

」
の
「
春
さ
き
の
風
」
の
母
親
の
姿
の
上
に
も
影

を
落
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
母
親
の
姿
に
は
、
子
を
思
う
母
親
本
来
の
ナ
イ
ー
ブ
な
感
性
と
、
革
命
的
な
使
命
感
と
の
板
挟
み
に

な
り
、
感
性
と
意
思
と
が
分
裂
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
う
け
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
冒
頭
部
に
つ
つ
く
留
置
所
の
場
面
か
ら
、
具
体
的
に
う

か
が
わ
れ
る
。

保
護
櫨
に
入
れ
ら
れ
た
女
た
ち
が
、
赤
ん
坊
を
囲
ん
で
あ
と
あ
と
の
打
合
せ
を
始
め
る
。
お
そ
ら
く
事
件
に
対
す
る
対
策
を
立
て
る
た
め
の

打
合
せ
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
制
止
す
る
看
守
の
声
に
お
び
え
て
、
赤
ん
坊
が
泣
き
出
し
、

い
く
ら
な
だ
め
て
も
泣
き
や
ま
な
い
。

八
「
ど
う
し
た
の
よ
う
、
こ
の
児
は
。
」

母
親
は
赤
ん
坊
の
か
ら
だ
が
心
配
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
悲
し
く
な
っ
た

o
V

母
親
と
し
て
、
泣
き
や
ま
な
い
赤
ん
坊
の
か
ら
だ
が
心
配
に
な
り
、
悲
し
く
な
る
の
は
当
然
の
心
情
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
母
親
は
、
「
泣
か
し
て
や
れ
。
」
と
い
う
異
常
な
決
心
を
す
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
赤
ん
坊
の
泣
き
戸
に
隠
れ
て
、
女
た
ち
が
事
件
に
対

す
る
対
策
の
相
談
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
母
親
が
看
守
に
呼
び
出
さ
れ
た
と
き
に
も
、
泣
き
立
て
る
赤
ん
坊
を
置
き
去
り
に
し
て
行
く
。
女

た
ち
の
相
談
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
：
：
：
。

〈
赤
ん
坊
は
ま
だ
泣
き
女
て
て
い
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
と
母
親
は
、
底
冷
え
の
す
る
留
置
所
の
な
か
で
さ
え
鼻
の
頭
に
、
汁
の
浮
く
の
を

円
見
え
た
。

（
け
れ
ど
赤
ん
坊
を
連
れ
て
行
っ
て
は
二
人
に
話
が
で
き
な
か
ろ
う
：
：
：
）

母
親
は
赤
ん
坊
を
置
い
て
行
く
こ
と
に
し
た
。

V

こ
こ
で
置
き
去
り
に
さ
れ
た
赤
ん
坊
の
泣
き
声
は
、
極
端
に
言
え
ば
、
事
件
対
策
の
相
談
の
た
め
の
衝
立
代
り
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
母
親
は
、
非
情
冷
献
に
な
っ
て
そ
う
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
底
冷
え
の
す
る
留
置
所
の
な
か
で
さ
え
鼻
の
頭
に
汀



の
浮
く
の
を
覚
え
」
る
ほ
ど
の
苦
痛
を
感
じ
な
が
ら
そ
う
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
観
念
的
な
使
命
感
と
ナ
イ
ー
ブ
な
母
親
の
感
性
と

の
板
挟
み
に
な
り
な
が
ら
二
つ
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
母
親
の
つ
ら
い
姿
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
春
さ
き
の
風
」
に
は
、

そ
う
い
う
つ
ら
さ
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
コ
一
了
一
五
」
事
件
を
告
発
し
、
抗
議
し
、
た
た
か
い
つ
づ
け
る
母
親
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
、
「
国
旗
」
の
母
親
の
一
つ
の
発
展
型
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

つ
ぎ
の
「
新
聞
に
の
っ
た
写
真
」
は
、
当
時
中
国
上
海
で
起
こ
っ
た
日
本
軍
隊
の
弾
圧
事
件
を
、

一
人
の
母
親
の
視
点
と
感
性
と
を
通
し
て

糾
弾
し
た
詩
で
あ
る
。

ご
ら
ん
な
さ
い

母
よ

あ
な
た
の
息
子
が
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を

あ
な
た
の
息
子
は

人
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る

こ
の
詩
に
導
入
さ
れ
て
い
る
母
親
の
視
点
と
感
性
と
は
、
詩
人
の
思
想
を
感
性
化
し
て
歌
い
あ
げ
る
た
め
の
効
果
的
な
表
現
法
と
な
っ
て
い

る
。
い
わ
ば
、
方
法
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
母
親
の
視
点
と
感
性
と
い
う
も
の
に
な
ろ
う
。
新
聞
に
の
っ
た
写
真
の
中
の
息
子
は
、
「
脚
幹

を
は
か
さ
れ
／
弁
当
を
し
よ
わ
さ
れ
／
重
い
弾
薬
嚢
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
さ
れ
／
か
ま
え
銃

た
ま
込
め

つ
け
剣
を
さ
さ
れ
て
」
、
「
上
海
総

工
会
の
壁
の
前
に
／
足
を
ふ
ん
ば
っ
て
人
殺
し
の
顔
つ
き
で
立
た
さ
れ
て
い
る
」

一
人
の
兵
隊
の
姿
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
母
親
の
眼
を

通
し
て
見
る
な
ら
ば
、
自
分
の
や
さ
し
い
息
子
が
、
無
理
や
り
人
殺
し
に
さ
れ
て
い
る
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
詩
で
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、

そ
の
兵
隊
に
さ
れ
た
息
子
た
ち
の
銃
剣
で
刺
し
殺
さ
れ
る
も
の
が
、
す
べ
て
女
性
的
な
も
の

と
し
て
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

中
野
重
治
の
文
学
と
女
性

四



一
四
四

そ
し
て
そ
れ
を
拒
む
す
べ
て
の
胸
が

ま
る
い
胸
や

乳
房
の
あ
る
胸
や

あ
な
た
の
胸
の
よ
う
に
敏
の
ょ
っ
た
胸
や
が

あ
な
た
の
息
子
の
と
同
じ
銃
剣
で

前
と
う
し
ろ
と
か
ら
刺
し
抜
か
れ
る
の
を
ご
ら
ん
な
さ
い

こ
こ
で
は
、
兵
隊
に
さ
れ
た
息
子
た
ち
の
銃
剣
を
拒
み
、
虐
殺
さ
れ
る
も
の
が
、
す
べ
て
女
性
の
胸
の
イ
メ
ー
ジ
で
歌
い
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
日
本
軍
隊
の
残
虐
行
為
が
、
兵
隊
に
さ
れ
た
息
子
の
銃
剣
に
よ
っ
て
刺
し
つ
ら
ぬ
か
れ
る
母
親
の
胸
の
痛
覚
を
通
し
て

告
発
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
く
り
出
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
女
性
の
胸
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
世
代
や
国
境
を
超
え
て
す
べ
て
女
性
的
な
る
も
の
の
象

徴
と
な
っ
て
い
る
。
い
や
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
は
も
っ
と
ひ
ろ
が
っ
て
、
軍
隊
の
銃
剣
に
よ
っ
て
弾
圧
さ
れ
、
刺
し
殺
さ
れ
る
す
べ

て
の
被
害
者
を
象
徴
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
母
親
の
視
点
と
感
性
と
が
、
軍
隊
の
残
虐
行
為
を
国
境
を
超
え
て

糾
弾
す
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
国
旗
」
か
ら
「
春
さ
き
の
風
」
、
「
新
聞
に
の
っ
た
写
真
」
へ
と
つ
な
が
る
線
を
た
ど
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
中
野
重

治
の
文
学
の
な
か
で
、
歴
史
的
、
社
会
的
な
事
件
や
政
治
的
な
事
件
を
、
女
性
の
視
点
と
感
性
を
通
し
て
、
被
害
者
の
側
に
立
っ
て
告
発
－
糾

弾
す
る
一
つ
の
重
要
な
線
と
し
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

四

『
斎
藤
茂
吉
ノ
l
ト
』
に
お
け
る
性
差
別
批
判

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
中
野
重
治
の
文
学
の
根
底
に
、
差
別
・
搾
取
さ
れ
る
女
た
ち
へ
の
共
感
・
連
帯
ゃ
、
女

性
の
感
性
・
視
点
か
ら
歴
史
的
・
社
会
的
な
事
件
を
と
ら
え
て
、
そ
の
加
害
者
を
告
発
し
、
糾
弾
す
る
と
い
う
戦
術
が
ひ
め
ら
れ
て
い
た
と
言



え
よ
う
。
そ
し
て
、

そ
う
い
う
女
性
的
な
る
も
の
へ
の
傾
倒
が
、
生
い
立
ち
に
根
ざ
す
自
然
発
生
的
で
資
質
的
な
も
の
か
ら
、
大
正
期
ヒ
ュ

l

さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
結
び
つ
き
に
ま
で
進
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
、
中
野
独
自
の
性
差
別
批
判
の
思
想
に
ま
で

深
め
ら
れ
る
の
は
、
転
向
体
験
を
経
て
、
昭
和
十
年
代
後
半
、
戦
時
下
の
抑
圧
の
下
で
書
き
つ
が
れ
た
『
斎
藤
茂
吉
ノ
l
ト
』
（
筑
摩
書
房
刊
、

マ
ニ
ズ
ム
と
結
び
つ
き
、

昭
ロ
・
6
〉
の
な
か
に
お
い
て
で
あ
る
。

最
初
に
と
り
あ
げ
た
「
日
本
の
女
」
の
「
男
中
心
主
義
」
批
判
の
思
想
的
な
原
点
は
、
「
ノ
l
ト
六

い
て
確
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
中
野
重
治
は
、
杉
浦
翠
子
が
斎
藤
茂
吉
の
「
男
中
心
主
義
」
の
女
性
観
を
批
判
し
た
批
評
を
ふ
ま

え
な
が
ら
問
題
追
究
を
発
展
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
杉
浦
が
女
性
の
感
性
と
視
点
か
ら
提
起
し
た
問
題
を
受
け
と
め
て
発
展
さ
せ
て
い
る

女
人
に
か
か
わ
る
歌
の
う
ち
」
に
お

の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
論
法
｜
｜
｜
女
流
文
学
者
が
提
起
し
た
問
題
を
受
け
と
め
て
発
展
さ
せ
る
と
い
う
論
法
は
、
「
日
本
の
女
」
で
田
村
俊
子

や
佐
多
稲
子
の
作
品
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
「
男
中
心
主
義
」
、
「
家
族
中
心
主
義
」
の
頚
廃
を
扶
り
出
し
て
行
く
と
い
う
や
り
方
に
引
き
つ
が
れ

て
い
る
。

さ
て
、
杉
浦
翠
子
が
茂
吉
の
「
男
中
心
主
義
」
的
な
女
性
観
の
表
れ
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の
は
、

つ
ぎ
の
二
首
の
歌
に
つ
い
て
で
あ
る
。

宋
美
齢
夫
人
よ
汝
が
閏
房
一
の
手
管
と
国
際
の
大
事
と
を
混
同
す
る
な

宋
美
齢
ほ
そ
き
声
し
て
放
送
す
る
を
閏
一
局
の
こ
ゑ
の
ご
と
く
に
讃
ふ

二
首
と
も
、

日
中
戦
争
下
に
蒋
介
石
夫
人
宋
美
齢
が
行
な
っ
た
ラ
ジ
オ
放
送
を
漫
罵
し
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
二
首
に
対
し
て
、
杉
浦
は
、

「
寒
雲
批
評
（
四
〉
」
（
「
短
歌
至
上
主
義
」
昭
日
・
日
）
の
な
か
で
、
女
性
の
立
場
か
ら
悲
し
み
憤
っ
て
い
る
。
「
そ
の
悲
憤
を
整
理
す
る
為
に
は

つ
ひ
に
男
性
全
体
を
註
し
て
私
は
抗
議
し
た
い
と
ま
で
思
ふ
。
一
合
抗
議
な
ど
す
る
ほ
ど
に
男
を
も
う
持
ま
な
い
。
た
だ
私
の
言
葉
が
い
さ
さ
か

で
も
男
性
の
自
覚
に
な
れ
ば
後
日
女
性
の
幸
と
な
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

中
野
重
治
の
文
学
と
女
性

－
四
五



「
四
六

八
敵
国
の
女
性
で
あ
れ
ば
、

い
か
に
慢
漫
し
た
か
ら
と
て
そ
れ
を
不
道
徳
と
し
な
い
、

そ
れ
が
社
会
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

し
か
し
こ

の
歌
に
就
い
て
の
私
の
感
想
は
敵
ゆ
ゑ
い
か
な
る
慢
漫
を
与
へ
て
も
よ
い
と
い
ふ
さ
う
し
た
主
観
的
な
考
へ
で
は
な
く
、
も
っ
と
客
観
的
な
立

場
に
な
っ
て
、
私
は
女
性
と
い
ふ
も
の
に
対
す
る
男
の
目
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
を
驚
い
た
。

男
は
女
に
対
し
て
決
し
て
崇
高
の
念
を
持
つ
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
は
常
に
男
は
女
を
肉
的
に
の
み
観
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ

に
こ
の
肉
的
に
弱
点
を
見
つ
け
出
し
て
は
女
を
虐
め
た
が
る
。
こ
れ
が
男
の
通
有
性
で
あ
る

o
V

中
野
重
治
は
、
こ
う
い
う
杉
浦
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
そ
の
批
判
に
同
意
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
茂
吉
の
歌
に
お
い
て
、
「
閏
房
の
手

管
」
、
「
閏
房
の
こ
ゑ
」
な
ど
の
言
葉
が
下
品
に
、
「
敵
国
の
女
性
」
を
慢
馬
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
手
管
」
と
か

「
こ
ゑ
」
と
か
が
女
の
側
の
性
的
な
も
の
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
も
っ
ぱ
ら
男
の
側
か
ら
の
晴
好
・
鑑
賞
の
露
骨
な
対
象
に
お
と
し
め
ら
れ
る

さ
ら
に
論
旨
を
発
展
さ
せ
て
、
「
閏
房
の
手
管
L

と
か
「
こ
ゑ
」
と
か
い
う

と
い
う
「
男
中
心
主
義
」
の
醜
さ
を
告
発
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

言
葉
が
、
好
色
的
な
下
品
に
お
と
し
め
ら
れ
な
い
た
め
に
は
、

そ
れ
ら
が
堂
々
た
る
格
調
に
お
い
て
正
当
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
、
「
閏
房
の
手
管
」
の
類
に
お
い
て
も
男
女
の
平
等
権
の
実
現
が
追
求
さ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
、
『
完
全
な
る
結
婚
』
の
著
者
、

ヴ

ア

ン
・
デ
・
ヴ
ェ
ル
デ
な
と
も
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
述
べ
て
い
る
。

〈
こ
の
点
女
の
側
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
の
観
察
が
あ
っ
て
い
い
わ
け
で
あ
る
。
本
来
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
今
の
と
こ
ろ
、
男
の
性
生
活

が
何
と
い
っ
て
も
事
実
問
題
と
し
て
女
性
の
よ
り
も
一
般
的
に
蒸
れ
て
い
る
。
（
中
略
）
こ
こ
に
女
の
苦
し
さ
、

つ
つ
ま
し
き
、

せ
ま
さ
が
あ

り
、
男
の
ひ
ろ
さ
、
放
時
、
自
堕
落
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
こ
の
種
の
事
が
ら
に
つ
き
、
男
女
が
と
も
に
論
じ
つ
つ
、

し
か
も
実

際
に
は
も
う
少
し
違
っ
た
形
で
論
じ
ら
れ
つ
つ
、

一
つ
の
よ
り
高
い
も
の
へ
と
昇
り
行
く
男
女
交
際
の
新
規
な
条
件
が
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
に

ま
だ
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る

ov

こ
う
し
て
、
中
野
重
治
は
、
杉
浦
翠
子
の
批
判
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
茂
吉
が
「
敵
国
の
女
性
」
を
性
的
に
お
と
し
め
て
歌
う
こ
と
に
お
い
て

さ
ら
け
出
し
た
「
男
中
心
主
義
」
の
女
性
観
の
歪
み
、
が
、
性
生
活
に
お
け
る
男
女
の
差
別
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
、
そ
れ
を



日
本
の
ご
般
的
歴
史
的
停
滞
原
因
」
に
結
び
つ
け
て
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
批
判
は
、
す
で
に
見
て
き
た
通
り
、
戦
後
の
「
日
本

の
女
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
「
男
中
心
主
義
」
批
判
に
ま
で
ね
ば
り
強
く
引
き
つ
が
れ
、
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

中
野
重
治
の
文
学
と
女
性

中
野
重
治
の
文
学
は
、
終
始
一
貫
、
本
質
的
に
弱
者
・
被
抑
圧
者
の
側
か
ら
強
者
・
抑
圧
者
を
批
判
・
糾
弾
す
る
告
発
の
文
学
で
あ
る
。
そ

の
最
も
重
要
な
特
質
の
一
つ
の
現
れ
が
、
そ
の
文
学
と
女
性
と
の
深
い
結
び
つ
き
と
し
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
最
初
の
こ
ろ
の
習
作
「
姉
の

話
」
や
「
国
旗
」
な
ど
に
、
す
で
に
そ
の
特
質
の
粛
芽
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
自
分
の
経
験
を
素
撲
に
描
い
た
作
品
の
な
か
に
、
お
の

ず
か
ら
め
ば
え
た
い
わ
ば
自
然
発
生
的
な
蔚
芽
、
資
質
的
な
萌
芽
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
の
萌
芽
は
、
二
つ
の
線
と
な
っ
て
の
び
て
行
っ
た
。

一
つ
は
、
「
姉
の
話
」
か
ら
「
た
ん
ぼ
の
女
」
、
「
汽
車

一
一
一
」
へ
と
の
び
て
行
く
、

差
別
・
搾
取
さ
れ
る
女
性
へ
の
思
い
や
り
の
線
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
差
別
・
搾
取
す
る
者
に
対
す
る
批
判
・
糾
弾
と
表
裏
！
一
体
を
な
す
も
の
と

し
て
発
展
し
て
行
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
「
国
旗
」
か
ら
「
春
さ
き
の
風
」
、
「
新
聞
に
の
っ
た
写
真
」
へ
と
の
び
て

行
く
、
母
親
の
感
性
と
視
点
と
を
通
し
て
、
歴
史
的
・
社
会
的
な
抑
圧
・
弾
圧
を
告
発
・
糾
弾
す
る
線
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
線
は
、

か
ら
ま
り
合
い
な
が
ら
、
そ
の
発
展
線
上
に
お
い
て
、
思
想
的
・
方
法
的
な
自
覚
と
結
び
つ
き
、
中
野
重
治

の
文
学
の
核
心
部
分
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
斎
藤
茂
吉
ノ
I
ト
』
の
「
女
人
に
か
か
わ
る
歌
の
う
ち
」
や
「
日
本
の
女
」
な
ど
に
お
い
て
は
、
女
流
文
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
、

い
わ
ば

体
験
的
に
、
自
然
発
生
的
に
告
発
さ
れ
た
「
男
中
心
主
義
」
か
ら
く
る
「
性
差
別
」
の
問
題
を
、
自
覚
的
に
受
け
と
め
、
そ
れ
ら
を
引
き
つ
い

で
、
さ
ら
に
思
想
的
・
方
法
的
に
追
究
を
深
め
広
げ
て
、
問
題
解
決
の
道
を
ね
ば
り
強
く
追
求
し
つ
づ
け
て
い
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

中
野
重
治
の
文
学
と
女
性

「
四
七


