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鴎
外
「
灰
儘
」
論

―
―
第
壱
章
の
山
口
節
蔵
を
視
座
と
し
て
―
―

須

田

一号

代

次

節
蔵
は
久
し
振
に
朝
早
く
内
を
出
た
。
暑
い
盛
の
八
月
の
空
が
ゆ
う
べ
か
ら
暴
風
を
催
し
て
ゐ
る
。

明
治
四
十
四
年
十
月

一
日
発
行
の

『
三
田
文
学
』
に
連
載
が
開
始
さ
れ
た
作
品

「灰
儘
」
は
こ
の
一
文
を
以
て
そ
の
幕
を
開
け
る
。
す
で
に

先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
三
十
三
年
、
拳
匪
の
乱

（北
清
事
変
）
の
あ

っ
た
年
、
そ
の
年
の
暑
中
休
暇
に
入
る
十
日
は

ど
前
か
ら

「谷
田
の
玄
関
に
置
い
て
貰
つ
て
、
三
日
の
某
学
校

へ
通
つ
て
ゐ
た
」
節
蔵
は
、
そ
れ
か
ら
二
年
後
谷
田
の
家
を
出
て
、
さ
ら
に
こ

の
時
ま
で
に
そ
れ
か
ら
九
年
の
歳
月
が
流
れ
た
、
と
い
っ
た
よ
う
な
作
品
内
表
徴
か
ら
し
て
、
こ
の
八
月
は
、
明
治
四
十
四
年
の
八
月
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

前
月
か
ら
雑
誌

『
ス
バ
ル
』
に
お
い
て
、
今
か
ら
三
十
数
年
前
、
明
治
十
三
年
と
い
う

「
日
本
近
代
の
夜
明
け
」
と
も
言
う
べ
き
時
間
の
物

〓
ｍ
∩
雁
し

を
展
開
し
つ
つ
あ

っ
た
鴎
外
は
、　
一
転
本
作
品
に
お
い
て
は
作
品
発
表
時
に
き
わ
め
て
近
接
す
る
時
間
か
ら
、
そ
の
物
語
を
始
め

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
三
十
三
年
夏
か
ら

「
三
田
の
某
学
校
」
に
通

っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
物
語
設
定
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
国
一
日
文
学
』
の

鴎
外

「
灰
儘
」
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一
一
二

読
者
は
、
山
口
節
蔵
が
そ
の
年
の
十
二
月
三
十

一
日
に
催
さ
れ
た
、
次
の
よ
う
な

「世
紀
送
別
会
」
に
参
加
し
て
い
た
可
能
性
に
思
い
致

っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
否
少
な
く
と
も
こ
の
会
に
参
加
す
る
資
格
は
、
彼
に
は
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。

芝
三
田
な
る
慶
応
義
塾
に
於
て
は
、
予
期
の
如
く

一
昨
夜
十
二
時
を
報
ず
る
を
合
図
と
し
、
即
ち
昨
日
午
前
零
時
を
以
て
十
九
世
紀
二

十
世
紀
の
送
迎
会
を
執
行
し
た
り
、
今
其
模
様
を
記
さ
ん
に
、
当
夜
来
会
す
る
者
五
百
余
名
、
午
後
八
時
先
づ
同
塾
大
広
間
に
於
て
鎌
田

塾
長
、
門
野
教
頭
、
菅
教
師
の
演
説
あ
り
、
何
れ
も
既
往
を
顧
み
将
来
を
祝
し
て
、
応
に
来
る
べ
き
新
世
紀
に
於
る
新
希
望
を
述
べ
、
夫

よ
り

一
同
新
講
堂
に
入
り
て
晩
餐
の
饗
応
を
受
け
た
る
が
、
（略
）
最
後
に
十
九
世
紀
に
象
れ
る
一
個
の
老
人
が
破
れ
帽
、
弊
衣
を
着

け

て
、
日
清
戦
争
、
露
英
大
典
、
ド
レ
ー
フ
ス
事
件
、
仏
国
革
命
、
露
土
戦
争
を
描
き
た
る
旗
を
引
き
つ
ゝ
遁
行
く
跡
に
、
二
十
世
紀
の
小

童
は
手
に
ノ
ヽ
木
棒

（希
望
）
を
携

へ
て
頭
に
二
十
の
字
を
顕
は
し
た
る
冠
を
載
き
、
十
九
世
紀
が
残
し
た
る
清
国
事
件
、
英
杜
戦
争
の

旗
を
踏
み
抑

へ
居
る
状
を
示
し
た
る
は
、
諷
し
得
て
最
も
適
切
な
る
を
覚
え
た
り
。
　
　
　
　
　
　
（明
３４
・
１

・
２

『時
事
新
報
し

時
代
は
二
十
世
紀
と
い
う
新
し
い
時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
世
紀
交
替
の
な
さ
れ
た
年
に
、
明
治
十
五
年
生
ま
れ
の
節

蔵
は
二
十
歳
の
春
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。　
一
九
〇

一
年
、
二
十
世
紀
幕
開
き
の
年
に
二
十
歳
に
な
る
節
蔵
こ
そ
は
、
ま
さ
に

二
十
世
紀
現
代
を
生
き
る
青
年
の
課
題
を
担
う
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
し
て
明
治
四
十
四
年
八
月
、
そ
の
山
口
節
蔵
は
三
十
歳
に
な

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
日
節
蔵
は
、
か
つ
て
書
生
時
代
に
世
話
に
な

っ
て
い
た
谷
田
滋
の
葬
儀
に
参
列
す
べ
く

「久
し
振
に
朝
早
く
内
を
出
た
」
の
だ

っ
た
。

だ
が
、

節
蔵
の
頭
は
此
時
な
ん
に
も
考

へ
て
は
ゐ
な
い
。
自
分
が
か
う
し
て
車
に
乗
つ
て
行
く
の
は
葬
に
行
く
の
だ
と
云
ふ
こ
と
を
も
考

へ
な



い
位
で
あ
る
。
（略
）
四
辻
に
交
番
の
あ
る
前
を
通
る
。
仔
細
ら
し
い
顔
を
し
た
自
服
の
巡
査
が
、
節
蔵
の
顔
を
高
慢
ら
し
く
見

た

が
、

節
蔵
は
な
ん
と
も
思
は
な
い
。
か
う
云
ふ
時
、
気
の
毒
な
奴
だ
と
思

つ
た
の
は
も
う
余
程
前
で
、
馬
鹿
奴
が
と
思

つ
た
の
は
そ
れ
よ
り
又

ず

つ
と
前
で
あ

つ
た
。
そ
ん
な
反
応
は
節
蔵
の
頭
に
起
ら
な
い
や
う
に
な
つ
て
か
ら
、
も
う
久
し
く
な
る
。

こ
の
よ
う
な
山
口
節
蔵
と
い
う
人
物
は
、
他
の
鴎
外
作
品
の
主
人
公
た
ち
と
は
違
う
特
異
な
人
物
と
し
て
読
者
の
注
目
を
集
め
て
き
た
。
そ

し
て
た
と
え
ば
、

ｏ

「
灰
儘
」
の
魅
力
は
、
何
と
い

っ
て
も
主
人
公
山
口
節
蔵
の
ュ
ニ
ー
ク
な
性
情
で
あ
ろ
う
。
（竹
盛
天
雄

「「
灰
帰
」
幻
想
」
『
日
本

文

学
研
究
資
料
叢
書
　
森
鴎
外
』
〈有
精
堂
〉
所
収
）

・

「
灰
儘
」
を
読
者
が
そ
れ
な
り
に
評
価
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
主
と
し
て
主
人
公
山
口
節
蔵
の
特
異
な
人
間
像
に
係
る
も
の
と
見
る

の
が
妥
当
で
あ
ら
う
。
（小
堀
桂

一
郎

『森
鴎
外
―
文
業
解
題
　
創
作
篇
』
〈
岩
波
書
店
と

と
い
う
意
見
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
作
品
の
魅
力
の
核
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
「徹
底
し
た

ニ
ヒ
リ

ス
ト
」
あ
る

い
は

「
虚
無
主
義
者
」
、
さ
ら
に
は

「
日
本

〈
近
代
〉
の
悪
の
醒
覚
者
」
と
い
っ
た
よ
う
な
冠
詞
が
、
そ
う
し
た
彼
に
従
来
付
け
ら
れ
て
き

た

わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
冠
詞
で
彼
を
く
く

っ
て
し
ま
う
前
に
、
第
壱
章
に
登
場
す
る
山
口
節
蔵
を
ま
ず
丹
念
に
見
直
す
こ
と
か
ら
始
め
て
い
っ

て
み
た
い
。

※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

い
き
な
り
些
細
な
こ
と
に
こ
だ
わ
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
日
山
口
節
蔵
は
パ
ナ
マ
帽
を
か
ぶ

っ
て
い
る
。

子
供
は
暫
く
節
蔵
の
身
の
ま
は
り
を
眺
め
て
ゐ
た
が
、
と
う
ノ
ヽ
何
か
に
障

つ
て
見
た
く
な
つ
た
と
見
え
て
、
節
蔵
が
脱
い
で
板
縁
の

上
に
置
い
た
パ
ナ
マ
帽
に
手
を
掛
け
た
。

こ
う
し
た
節
蔵
は
、
だ
か
ら
同
じ
く
文
筆
家
で
は
あ

っ
て
も
、
「
田
楽
豆
腐
」
（
大
１

・
９

『
三
越
し

の
主
人
公
木
村
と
は
、
異
質
の
人

物

と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
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一
一
四

「
日
を
除
け
る
為
め
に
夏
帽
子
を
被
る
」
と
い
う
こ
と
を
第

一
義
に
置
く
木
村
は
、
専
ら
鍔
広
の
麦
藁
帽
子
の
愛
好
者
で
あ
る
。
そ
の
麦
藁

帽
子
が
古
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
新
し
い
帽
子
を
め
ぐ

っ
て
奥
さ
ん
と
の
間
に
次
の
よ
う
な
会
話
が
な
さ
れ
る
。

「
…
…
己
は
断
じ
て
あ
ん
な
皿
を
頭
に
は
の
つ
け
な
い
の
だ
。」

「好
い
わ
。
そ
ん
な
ら
パ
ナ
マ
を
お
買
な
さ
い
ま
し
。」

「
パ
ナ
マ
は
十
五
円
い
た
し
ま
す
。」

巡
査
の
初
任
給
が
十
五
円

（大
正
一万
年
）
と
い
う
時
代
で
あ
る

（屈
場
板
の
印
耐
風
俗
史
』
金
朝
日
新
聞
社
し
。
た
し
か
に
こ
れ
で
は
パ
ナ
マ

帽
は

「台
湾
パ
ナ
マ
が
普
及
し
た
日
露
戦
争
後
も
、
庶
民
の
手
に
な
か
な
か
は
い
り
に
く
か
っ
た
」
（槌
田
満
文

『明
治
大
正
風
俗
語
典
』
〈角

川
書
店
こ

に
遣
い
な（祀
。
そ
の
パ
ナ
マ
帽
を
節
蔵
は
か
ぶ

っ
て
い
る
。

木
村
は
そ
の
後
帽
子
を
買
い
替
え
る
た
め
に
立
ち
寄

っ
た
帽
子
店
の
小
僧
か
ら
も

「
な
ん
な
ら
パ
ナ
マ
を
お
召
に
な
つ
て
は
い
か
が
で
す
」

と
勧
め
ら
れ
、
鍔
の
広
い
麦
藁
帽
子
が

一
山
積
ん
で
あ
る
の
に
目
を
つ
け
て

「
こ
こ
に
好
い
の
が
あ
る
ぢ
や
な
い
か
」
と
言
う
と
、

「
そ
れ
で

す
か
。
そ
れ
は
檀
那
方
の
お
被
り
な
さ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
結
局
そ
の
麦
藁
帽
子
を
買
う
と
こ
ろ
に
木

村
の
面
目
は
あ
る
の
だ
が
、
節
蔵
は

「檀
那
方
」
の
か
ぶ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
に
と
さ
れ
た
パ
ナ
マ
を
こ
そ
か
ぶ

っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
な
の

だ
。い

わ
ば
紳
士
然
と
し
て
い
る
節
蔵
の
外
面
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
だ
が
、
そ
う
し
た
彼
の
姿
は
、
彼
の
書
生
時
代
の
様
子
し

か
知
ら
な
い
牧
山
の

「山
口
君
暫
く
で
し
た
ね
。
あ
な
た
は
相
変
ら
ず
お
盛
ん
な
様
で
す
が
、
兎
に
角
大
ぶ
御
様
子
が
変
つ
て
ゐ
る
も
の
で
す

か
ら
、
性
か
に
さ
う
だ
と
分
か
る
ま
で
に
、
ち
よ
つ
と
手
間
が
取
れ
ま
し
た
よ
」

（傍
点
須
日
、
以
下
同
様
）
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
も
裏
書

き
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
そ
の
牧
山
の
こ
と
ば
か
ら
、
節
蔵
が
こ
の
時
、
物
書
き
を
生
業
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

あ
な
た
の
お
書
き
に
な
つ
た
も
の
が
い
つ
も
出
て
ゐ
る
編
輯
局
の
番
号
で
問
ひ
合
せ
ま
し
た
よ
。
わ
た
く
し
は
も
う
年
が
寄
つ
て
む
つ



か
し
い
物
は
読
み
ま
せ
ん
か
ら
、
新
聞
に
出
る
あ
な
た
の
書
き
物
も
実
は
拝
見
せ
ず
に
ゐ
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
お
名
前
が
出

て
ゐ

ゐ
度

に
、
懐
か
し
い
や
う
な
気
が
い
た
し
ま
し
て
ね
。

彼
が
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
よ
う
な
も
の
な
の
か

（
「
む
つ
か
し
い
物
」
と
あ
る
の
で
こ
ち
ら
の
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
も
思

う

の

だ
が
）
、
そ
れ
と
も
た
と
え
ば
小
説
家
の
よ
う
な
文
学
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
の
か
、
い
ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
と
に
か
く

新

聞

を
発
表
舞
台
に

「
盛
ん
」
に
活
動
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
し
か
も
後
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
の
彼
は

「
世
間
に
も
て
は
や
さ
れ
る
や

う
に
」
（拾
捌
）
な

っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
先
に
見
た
紳
士
然
と
し
た
節
蔵
も
、
お
そ
ら
く
は
そ
う
し
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
は
ず

な
の

だ
が
、
そ
の
彼
が
活
躍
の
舞
台
に
し
、
そ
こ
で

「
も
て
は
や
さ
れ
」
て
い
る
と
い
う
新
聞
界
は
、
当
時
次
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ

っ
た
は
ず
な

の
で
あ
る
。Ⅲ

ま
ず
新
聞
界
で
活
躍
す
る
節
蔵
を
縛

っ
て
い
た
は
ず
の
も
の
と
し
て
、
明
治
四
十
二
年
五
月
二
十
六
日
施
行
の

「新
聞
紙
法
」
の
存
在
が
あ

スリ
。こ

れ
は

「
そ
の
後
大
正

。
昭
和
期
を
通
じ
て
、
政
府
に
よ
る
言
論
表
現
統
制
の
最
も
効
果
的
で
強
力
な
手
段
と
な

っ
た
」
（内

川
芳
美

「明

治
末
期
の
新
聞
界
」
『明
治

ニ
ュ
ー
ス
事
典
　
Ⅷ
』
〈毎
日
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
〉
所
収
）
悪
法
の
評
高
き
法
で
あ
る
が
、
と
く
に
そ
の
第

二
十
三
条
に
規
定
さ
れ
た
、
内
務
大
臣
に
よ
る
発
行
禁
止

・
停
止
の
行
政
処
分
権
は
、
そ
れ
以
前
の

「新
聞
紙
条
例
」
に
比
し
、　
一
段
と
強
化

さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

①
内
務
大
臣

ハ
新
聞
紙
掲
載
ノ
事
項

ニ
シ
テ
安
寧
秩
序
フ
素
シ
風
俗
ヲ
害
ス
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
発
売
及
頒
布
ヲ
禁
止
シ
必
要

ノ
場
合

二
於
テ
ハ
之
ヲ
差
押
フ
ル
コ
ト
フ
得
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②
前
項
ノ
場
合

二
於
テ
内
務
大
臣

ハ
同

一
主
旨
ノ
事
項
ノ
掲
載
フ
差
止
ム
ル
コ
ト
フ
得

た
と
え
ば
施
行
後

一
カ
月
も
経
な
い
同
年
六
月
十
日
の

『大
阪
朝
日
新
聞
』
は

「去
る
第
二
十
五
議
会
に
於
て
政
府
の
ペ
テ
ン
に
掛
り
、
従

（２
）

来
の
新
聞
紙
条
令
よ
り
更
に
数
等
退
歩
せ
る
現
行
新
聞
紙
法
を
通
過
せ
る
が
、
該
法
は
去
月
六
日
始
め
て
実
施
さ
れ
て
よ
り
僅
々
一
箇
月
な
る

に
、
全
国
各
地
早
く
も
該
法
改
正
の
声
起
り
」
と
い
う
当
時
の
新
聞
界
側
か
ら
の

「
不
評
の
声
」
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
明
治
四
十
四
年
現
在

新
聞
界
で
活
動
す
る
節
蔵
は
当
然
こ
の
法
の
東
縛
の
も
と
に
あ

っ
た
は
ず
だ
。

作
品
の
叙
述
に
従
う
か
ぎ
り
、
明
治
三
十
三
年
十
九
歳
の
段
階
で
、
節
蔵
は
、
「新
聞
国
」
と
い
う

「
血
の
出
る
や
う
な
諷
刺
」
「毒
々
し
い

諷
刺
」
を
書
き
え
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
節
蔵
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
当
然

「
こ
こ
に
は
不
平
が
な
く
て
は
な
ら

な

い
」
∩
青

年
」
は
ず
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
る
に
、
「
い
つ
も
」
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
彼
の
文
章
に
は
、
少
な
く
と
も

「新
聞
紙
法
」

に
抵
触
す
る
よ
う
な

〈毒
〉
は
含
ま
れ
て
い
な
い
に
違
い
な
い
。
「新
聞
紙
法
」
の
東
縛
の
下
、
安
閑
と
し
て
い
ら
れ
る
節
蔵
と
は
何
か
。

さ
ら
に
別
の
角
度
か
ら
、
山
路
愛
山
は
当
時
の
新
聞
界
の
状
況
を

「東
京
の
新
聞
記
者
及
び
新
聞
経
営
者
」
Ｇ
太
陽
』
明
４３

。
２
）
と
い
う

文
章
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

昔
は
新
聞
紙
は
国
民
教
育
の
大
な
る
機
関
に
し
て
記
者
は
国
民
を
饗
導
す
べ
き
識
見
あ
る
紳
士
な
り
き
。
新
聞
紙
の
天
職
は
国
民
に
現

代
を
解
釈
せ
し
め
、
国
民
を
し
て
如
何
に
身
を
現
代
に
処
す
べ
き
や
を
知
ら
し
む
べ
き
好
個
の
案
内
者
た
る
に
在
り
き
。
さ
れ
ど
是
れ
古

き
新
聞
紙
の
理
想
の
み
。
現
代
の
新
聞
紙
は
即
ち
然
ら
ず
。
現
代
の
新
聞
紙
は

一
個
の
商
品
な
り
。
現
代
の
新
聞
事
業
は
其
新
聞
を
多
く

売
り
て
多
く
富
を
作
る
べ
き

一
種
の
商
売
な
り
。
新
聞
紙
は
読
者
を
し
て
世
界
の
現
状
を
解
釈
せ
し
む
る
も
の
に
非
ず
し
て
読
者
の
好
ん

で
聞
か
ん
と
欲
す
る
物
語
を
提
供
し
て
其
感
情
に
俵
す
べ
き
も
の
な
り
。
た
と
へ
ば
浅
草
第
六
区
の
見
せ
物
と
上
野
の
博
物
館

と

の
如

し
。

ど

こ
か
し
ら

「
新
聞
国
」

の
主
張

に
も
相
通
ず

る
と

こ
ろ
の
あ
り
そ
う
な
論
調

で
あ

る
。
愛
山

は
ま
た

「
新
聞
紙

は
国

民

教

育

の
機

関

よ

り
、
純
然
た
る
営
業
品
に
変
化
し
つ
ゝ
あ
り
。
新
聞
紙
は
識
者
の
意
見
を
報
導
し
、
世
界
の
大
勢
を
説
く
も
の
と
し
て
よ
り
は
、
寧
ろ
多
く
読



者
の
感
情
を
喜
ば
し
む
べ
き
商
品
と
し
て
其
勢
力
を
加

へ
つ
ヽ
あ
り
」
と
も
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
「読
者
の
好
ん
で
開
か
ん
と
欲

す

る
物
語

を
提
供
し
て
其
の
感
情
に
俵
す
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
当
代
の
新
聞
界
に
お
い
て
、
「も
て
は
や
さ
れ
」
て
い
る
節
蔵
と
い
う

こ
と
を

考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
節
蔵
の
ニ
ヒ
リ
ス
ト
ぶ
り
や
そ
の
虚
無
主
義
者
風
を
云
々
す
る
以
前
に
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
そ

う
し
た
こ
と
と
は
裏
腹
で
あ
る
か
の
よ
う
な
彼
の
外
貌
や
人
生
態
度
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
な
く
と
も
作
品
世
界
の
住
人
た
ち
、
す
な
わ

ち
作
中
に
登
場
す
る
節
蔵
以
外
の
他
者
に
と

っ
て
、
表
面
上
、
彼
が
本
来
内
包
し
て
い
る
は
ず
の
∧
毒
∨
は
う
か
が
い
え
な
い
、
そ
う
い
う
仕

（３
）

組
み
に
物
語
は
な
っ
て
い
る
。
彼
等
に
節
蔵
は

「愛
想
好
く
」
接
し
、
「愛
敬
笑
」
を
し
て
み
せ
る
。

と
す
れ
ば
、
所
持
す
る
パ
ナ
マ
帽
な
ど
と
い
う
小
道
具
を

も
含

め
て
、
こ
の
時
彼
は
ま
さ
に

「
フ
イ
リ
ス
テ
ル
に
な、
り、
済、
ま、
し、
て、
ゐ、
る、
」

∩
普
請
中
し

男
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
中
で
こ
の

「
フ
イ
リ
ス
テ
ル
に
な
り
済
ま
し
て
ゐ
る
」
人
物
の
内
面
に
秘
め
る
∧
毒
∨
を
見
て
取
る
人
物
が
二
人
、
第
壱
章
に
登

場
し
て
い
る
。　
一
人
は
節
蔵
の
パ
ナ
マ
帽
に
触
ろ
う
と
し
た
子
供
、
そ
し
て
も
う

一
人
が
九
年
ぶ
り
に
出
会

っ
た
節
蔵
に

「燃
え
る
や
う
な
怒

り
の
目
」
を
浴
び
せ
か
け
る
お
種
さ
ん
だ
。

Ⅳ

節
蔵
の
パ
ナ
マ
帽
に
手
を
か
け
た
子
供
は

「素
よ
り
ど
う
も
す
る
積
り
で
は
な
い
。
只
い
ぢ

つ
て
見
よ
う
と
し
た
に
過
ぎ
な
い
」
の
だ
が
、

そ
の
子
供
に
対
し
節
蔵
は
次
の
よ
う
な
態
度
を
示
す
。

そ
の
時
節
蔵
は
万
年
筆
の
手
を
停
め
て
、
子
供
の
方

へ
正
面
に
向
い
て
只

一
日
子
供
の
顔
を
見
た
。
併
し
此
時
の
節
蔵
の
顔
は
余
程
恐

ろ
し
か
つ
た
も
の
と
見
え
て
、
子
供
は
行
き
な
り
差
し
伸
べ
た
手
を
引
つ
込
め
て
、
二
三
歩
跡
へ
下
が
つ
た
。
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一
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こ
こ
で
節
蔵
が

「男
の
子
に
見
せ
た
顔
に
は
、
節
蔵
の
い
る
世
界
の
毒
気
が
噴
出
し
た
感
が
あ
る
」
と
述
べ
た
の
は
清
水
孝
純
氏
だ
が
∩
『灰

燈
』
に
み
る
近
代
的
虚
無
の
様
相
―
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
と
節
蔵
―
」
『比
較
文
学
研
究
　
森
鴎
外
』
∧
朝
日
出
版
社
∨
所
収
）
、
た
し
か
に
こ
の

時
節
蔵
は
そ
の
か
ぶ

っ
て
い
る
フ
イ
リ
ス
テ
ル
の
仮
面
を

一
瞬
脱
い
で
み
せ
た
。
そ
れ
は
表
面
に
う
か
が
え
る

「愛
想
」
の
好
さ
な
ど
と
は
裏

腹
の
∧
毒
∨
を
含
み
持

っ
て
い
る
。
そ
の
∧
毒
∨
に
気
押
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
子
供
は
思
わ
ず

「
二
三
歩
跡

へ
下
が
」

っ
て
し
ま
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
彼
が
内
面
に
秘
め
て
い
る
∧
毒
∨
は
、
作
中
人
物
の
他
者
に
は
気
づ
か
れ
な
い
仕
組
み
に
な

っ
て
は

い
る
も

の

の
、
作
品
の
読
者
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
彼
の
内
面
風
景
の
記
述
か
ら
、
こ
れ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず

で
あ
る
。
た
と
え
ば
彼
は
、
葬
儀
の
席
上

「僧
侶
の
骨
相
も
、
手
で
し
て
ゐ
る
為
草
も
、
日
に
唱

へ
て
ゐ
る
詞
も
、
荘
厳
の
や
う
な
趣
は
少
し

も
な
い
」
と
思
う
わ
け
だ
し
、
読
経
の
最
中
で
す
ら

「
二
十
ば
か
り
の
僧
」
の

「
か
ち
ノ
ヽ
と
打
ち
合
ふ
歯
の
音
」
に
そ
の
官
能
を

「集
注
」

し
、
コ

種
の
く
ｏ
】Ｌ
費
０
を
以
て
此
歯
を
見
、
此
歯
の
音
を
聞
い
て
ゐ
た
」
り
す
る
と
い
う
の
だ
。
「葬
に
行
く
の
だ
と
云
ふ
こ
と
を
も
考

へ
な

い
位
」
だ

っ
た
と
い
う
節
蔵
ら
し
く
、
こ
こ
に
は
死
者
を
悼
む
気
持
ち
や
、
死
と
い
う
厳
粛
な
事
実
を
謙
虚
に
受
け
止
め
よ
う
と
す
る
気
持
ち

な
ど
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
や
は
り
清
水
氏
が
指
摘
し
た
節
蔵
の

「あ
る
倒
錯
し
た
漬
聖
の
感
情
」
を
確
認
し
て
お
い
て
い
い
。

他
の
人
に
は
わ
か
ら
な
い
そ
う
し
た
彼
の
仮
面
の
下
の
実
態
を
、
し
か
し
、
し
か
と
見
抜
い
て
い
る
人
物
が

一
人
だ
け
い
る
。
他
な
ら
ぬ
お

種
さ
ん
だ
。

お
種
さ
ん
も
不
審
さ
う
に
牧
山
を
見
て
、
そ
の
目
を
節
蔵
に
移
し
た
が
、
忽
ち
非
常
な
感
動
を
受
け
た
も
の
ら
し
く
、
血
の
気
の
少
か

つ
た
今
ま
で
の
顔
が
、　
一
層
蒼
く
な
つ
て
、
層
ま
で
血
の
色
を
失
つ
て
、
全
身
が
震
慄
す
る
の
を
、
咄
嵯
の
間
に
、
出
来
る
丈
の
努
力
を

意
志
に
加
へ
て
、
強
ひ
て
抑
制
し
た
ら
し
か
つ
た
。
そ
し
て
目
を
大
き
く
貯
つ
て
、
節
蔵
の
顔
を
ぢ
つ
と
見
て
、
元
の
席
に
据
わ
る
こ
と

を
忘
れ
た
や
う
に
立
つ
て
ゐ
る
。
（略
）
節
蔵
は
お
種
さ
ん
の
燃
え
る
や
う
な
怒
り
の
日
と
、
「母
あ
様
を
び
つ
く
り
さ
せ
た
、
あ
な
た
は

誰
な
の
」
と
で
も
云
ひ
さ
う
な
、
娘
の
驚
き
の
日
と
に
、

一
斉
に
見
ら
れ
な
が
ら
、
膝
を
衝
い
た
儘
に
親
子
の
女
と
顔
を
見
合
わ
せ
て
ゐ

た
が
、
自
分
の
顔
の
筋
肉
は
些
の
頭
動
を
も
し
な
か
つ
た
。



こ
の
時
の
お
種
さ
ん
の
感
情
は
、
夫
の
次
郎
に
も
、
牧
山
に
も
気
づ
か
れ
な
い
。
し
か
し

「自
分
の
顔
の
筋
肉
は
些
の
頭
動
」
を
も
さ
せ
ず

に
仮
面
を
か
ぶ
り
通
す
節
蔵
に
は
、
お
種
さ
ん
の

「燃
え
る
や
う
な
怒
り
の
目
」
は
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
読
者
は
、
こ
の
お
種
さ
ん
の

感
情
２
異
に
九
年
と
い
う
歳
月
に
よ

っ
て
も
消
す
こ
と
の
で
き
ぬ
∧
過
去
の
ド
ラ
マ
∨
の
存
在
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
な
の
だ
。
そ

し
て
そ
の
∧
ド
ラ
マ
∨
こ
そ
は
、
岡
崎
義
恵
氏
以
来
定
説
に
な

っ
た
と
言

っ
て
い
い
と
思
わ
れ
る
、
娘
み
な
子
が
節
蔵
と
お
種
さ
ん
と
の
間
の

子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
わ

っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
て
こ
の
日
、
あ
れ
ほ
ど

「
な
ん
に
も
考

へ
て
は
ゐ
な
い
」
「
な
ん
と
も
思
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
節

蔵

の
、
お
種
さ
ん
を
見
つ
め
る
日
は
ど
う
だ

っ
た
ろ
う
か
。
節
蔵
は
、
お
種
さ
ん
が
本
堂
に
入

っ
て
く
る
と
き
か
ら
じ

っ
と
彼
女
を
見
つ
め
て
い

２つ
。

本
堂

へ
俯
向
い
て
歩
い
て
這
入
つ
て
俯
向
い
て
、
据
わ
つ
て
、
視
線
を
始
終
膝
の
上
に
落
し
て
ゐ
て
、
節
蔵
の
方
な
ど
は
ち
つ
と
も
見

な
い
。

お
種
さ
ん
が
自
分
の
方
を

「
ち
つ
と
も
見
な
い
」
、
そ
の
こ
と
を
節
蔵
は
十
分
に
意
識
し
て
い
る
。
そ
し
て
ひ
た
す
ら
彼
女
を
見
つ
め
続
け

２り
。

た
つ
ぶ
り
あ
る
髪
の
底
に
、
真
白
な
小
さ
い
顔
が
埋
も
れ
た
や
う
に
な
つ
て
ゐ
て
、
な
ん
と
な
く
陰
気
で
昔
の
薄
い
乳
硝
子

を
隔

て

て
、
健
康
な
血
の
循
つ
て
ゐ
る
の
を
見
る
や
う
で
あ
つ
た
、
元
気
の
好
い
顔
と
は
似
て
も
附
か
な
い
が
、
…
…
…

暗
い
本
堂
の
中
、
二
人
の
間
の
距
離
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
時
の
節
蔵
の
目
に
、
お
種
さ
ん
は
見
え
す
ぎ
て
い
る
。
か
つ
て
稲
垣

達
郎
氏
が
指
摘
し
た
、
鴎
外
独
特
の

「既
成
の
主
観
的
な
映
像
を
対
象

へ
押
し
つ
け
る
描
法
」
翁
う
た
か
た
の
記
」
『稲
垣
達
郎
学
芸
文
集

二
』
∧
筑
摩
董
房
∨
所
収
）
が
、
こ
こ
で
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
の
思
い
入
れ
を
も

っ
て
、
こ
の
時
の
節
蔵
は
お
種
さ
ん
を
見
つ
め

て
い
る
。
し
か
も

「矢
張
不
断
使
ふ
に
は
惜
し
い
器
の
や
う
な
感
じ
を
人
に
起
さ
せ
る
、
い
た
ノ
ヽ
し
い
美
し
さ
が
あ
つ
た
」
と
見
て
取

っ
た

彼
の
視
線
は
、

「此
顔

（筆
者
注
、
お
種
さ
ん
の
顔
）
の
上
に
は
そ
れ
よ
り
は
迪
に
久
し
く
留
ま
つ
て
ゐ
て
転
じ
て
外
の
人
を
見
た
後
も
、
又
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一
二
〇

し
て
は
こ
ゝ
へ
一戻
つ
て
来
る
の
で
あ
つ
た
」
と
い
う
の
だ
。
こ
の
節
蔵
の
思
い
に
は
、
彼
の
お
種
さ
ん
へ
の
関
心
が
こ
の
時
点
に
お

い
て
な

お
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。　
一
方
で
の
谷
田
滋
そ
の
人
に
対
す
る
余
り
の
無
関
心
さ
と
、
そ
れ
は
ま

っ
た
く
対
照
的
で
す
ら
あ
る
。
こ
れ
で
は
彼
は
、
い
わ
ば
お
種
さ
ん
に
会
う
た
め
に
出
か
け
て
き
た
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
で
は
な
い
か
。

完
璧
な
フ
イ
リ
ス
テ
ル
の
役
を
演
じ
き

っ
て
い
る
節
蔵
の
内
面
に
あ
る
こ
の
お
種
さ
ん
へ
の
関
心
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
す
る
お
種
さ
ん
の

「燃
え
る
や
う
な
怒
り
の
目
」
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
二
人
の
間
の
∧
過
去
の
ド
ラ
マ
∨
を
揺
曳
す
る
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

や
が
て
焼
香
を
終
え
た
節
蔵
は
、　
一
人

「寂
し
い
道
を
、
車
に
揺
ら
れ
」
な
が
ら
帰

っ
て
い
く
。
そ
の
帰
り
道
で
以
下
弐
章
か
ら
始
ま
る
物

語
を
彼
は
回
想
す
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
や
は
り
ど
う
し
て
も
そ
の
回
想
は
、
お
種
さ
ん
と
の

「
閲
歴
」
∩
青
年
し

に
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
な
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。Ｖ「青

年
」
の
作
者
が

「雁
」
に
於
て
い
つ
か
は
書
け
る
で
あ
ら
う
む
つ
か
し
さ
に
着
手
し
た
と
同
時
に
、
あ
る
日
突
然
書
け
な
く
な
る

や
う
な
む
つ
か
し
さ
に
乗
り
出
し
て
行
つ
た
も
の
な
の
だ
か
ら
、
精
神
上
の
壮
挙
に
相
違
な
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
石
川
淳
は
作
品

「灰
燈
」
の
位
置
を
こ
う
押
さ
え
て
い
た

（『森
鴎
外
し
。
そ
の

「青
年
」
の
主
人
公

小
泉
純

一
が
、
Ｙ

県
出
身
の
、
文
学
者
を
志
す
青
年
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
十
九
歳
の
山
口
節
蔵
も
ま
た
或
地
方
出
身
の

「文
章
を
書
く
」
の
が
得

意
で
、
心
の
底
で

「何
か
書
か
う
」
と
思

っ
て
い
る
青
年
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
一
事
を
も

っ
て
し
て
も

「灰
燈
」
が
ニ
カ
月
前
に
連

載
が
終
了
し
た
ば
か
り
の

「青
年
」
と
の
連
続
性
の
上
に
立

っ
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
し
め
る
。
そ
の

「青
年
」
連
載

開
始
の
半
年
前
、
明
治
四
十
二
年
九
月
の
雑
誌

『東
亜
之
光
』
に

「青
年
」
を
連
載
す
る
鴎
外
の
関
心
の
一
端
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、



「
団
子
坂

（対
話
と

と
い
う
小
品
が
載

っ
た
。
そ
の
中
に
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な

一
節
が
あ
る
。

女
。
ま
あ
。
あ
な
た
な
ん
ぞ
が
そ
ん
な
こ
と
を
。
（間
。
）
お
や
。
も
う
橋
の
処

へ
来
ま
し
た
の
ね
。

男
。
三
四
郎
が
何
と
か
い
ふ
綺
麗
な
お
嬢
さ
ん
と
此
所
か
ら
曲

つ
た
の
で
す
。

一
メ
。　
えゝ
ゝ
。　
∽
一【”
く
　
∽す
ｏ
の
ｏ
一

男
。
∽
〓
８
０
な
ら
好
い
が
、
僕
な
ん
ぞ
は
ど
う
か
す
る
と
、
く
ｏ
〓

に
な
り
さ
う
で
す
。

「
三
四
郎
」
を
十
分
意
識
す
る

一
方
で
、
９
８
ヽ
９
８
ｏ
な
ら
ぬ

∽
いお
ヽ
■
ｏ
〓

に
な
り
そ
う
だ
と
い
う
青
年
を
、
鴎
外
は
こ
こ
に
登
場
さ

せ
て
い
る
。
こ
の
男
は

…
…
あ
な
た
は
い
つ
で
も
清
い
交
際
と
い
ふ
こ
と
を
言

つ
て
ゐ
る
で
せ
う
。
あ
の
清
い
と
い
ふ
の
が
情
緒
の
薄
明
で
見
る
か
ら
、
清
い
の

で
す
。
僕
は
わ
ざ
ノ
ヽ
強
い
、

８
易
”ざ

な
薬
な
ん
ぞ
を
使

つ
て
分
析
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
唯
自
ら
欺
き
た
く
な
い
の
で
す
。
偽

善
者
に
な
り
た
く
な
い
の
で
す
。
あ
な
た
が
僕
の
傍
に
き
て
、
い
く
ら
堅
く
し
て
ゐ
た
つ
て
、
僕
の
日
は
あ
な
た
の
体
の
ど
ん
な
線
を
だ

つ
て
見
ま
す
。
そ
し
て
あ
な
た
は
そ
れ
を
防
ぐ
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。

と
言
う
。
さ
ら
に
言
う
。

一
体
あ
な
た
の
い
つ
も
言
つ
て
ゐ
る
清
い
交
際
と
い
ふ
も
の
で
す
ね
。
僕
の
方
で
も
云
つ
て
ゐ
た
の
で
す
が
、
そ
ん
な
事
が
不
可
能
だ

と
い
ふ
こ
と
は
、
欧
羅
巴
な
ん
ぞ
に
は

一
人
だ
つ
て
知
ら
な
い
も
の
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
男
ば
か
り
で
は
な
い
、
女
だ
つ
て
知

つ
て
ゐ
ま

せ
う
。
あ
れ
は
つ
ひ
此
頃
皮
相
な
西
洋
風
の
学
問
を
し
た
日
本
人
の
言
ひ
出
し
た
事
で
す
。
小
説
家
な
ん
ぞ
も
手
伝

つ
て
広
め
た
の
で
せ

う
。
Ｚ
ｏ
３
８
器

で
す
。

彼
は
自
己
内
部
に
潜
ん
で
い
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
の
存
在
を
隠
そ
う
と
し
な
い
。
こ
の
青
年
は
い
ま
は
ま
だ
そ
う
し
た
思
い
を

「橿

で
控

へ
て
ゐ
る
」
。
し
か
し
い
つ

「橿
が
利
か
な
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
不
安
を
洩
ら
す
の
だ
。
作
品

「青
年
」
を
構
想
す
る
鴎
外

の
脳
裏
に
こ
う
し
た

∽
お̈
く
■
ｏ
■

に
な
り
そ
う
だ
と
い
う
青
年
の
存
在
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
注
意
し
て
お
い
て
い
い
。

鴎
外

「
灰
儘
」
論
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一
一
一一
一

だ
が
、
坂
井
未
亡
人
と
の

「閲
歴
」
は
あ
る
も
の
の
、
小
泉
純

一
は
所
詮

∽
一３
く
妻
ｏ
〓

で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
処
女
で
あ
る
お
雪
さ
ん

に
対
し
て
、
彼
は

「此
娘
を
或
る
破
砕
し
易
い
物
、
こ
は
れ
物
、
危
殆
な
る
物
と
し
て
、
こ
れ
に
保
護
を
加

へ
な
く
て
は
な
ら
な
い
や
う
に
感

じ
た
。
今
の
自
分
の
位
置
に
ゐ
る
も
の
が
自
分
で
な
か
つ
た
ら
、
お
雪
さ
ん
の
危
い
こ
と
は
実
に
甚
だ
し
い
と
思
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
お

雪
さ
ん
が
此
間
に
這
入
つ
た
時
か
ら
、
自
分
の
身
の
内
に
漂
つ
て
ゐ
た
、
不
安
な
や
う
な
、
衝
動
的
な
や
う
な
感
じ
が
、
払
ひ
尽
さ
れ
た
や
う

に
消
え
失
せ
て
し
ま
つ
た
」
と
い
う
よ
う
な
態
度
を
と
る
男
な
の
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
こ
れ
で
は
彼
は

∽
一８
く
ヨ
ｏ
〓

に
は
な
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら

「頼
か
ら
、
腺
か
ら
、
耳
の
下
を
頸
に
掛
け
て
、
障
つ
た
ら
指
に
軽
い
抗
抵
を
な
し
て
窪
み
さ
う
な
、
鳴
色
の
肌
の
見
え
て
ゐ

る
の
と
、
ペ
エ
ジ
を
翻
す
手
の
一
つ
一
つ
の
指
の
節
に
、
快
つ
た
や
う
な
窪
み
の
附
い
て
ゐ
る
の
と
の
上
を
、
純

一
の
不
安
な
目
は
往
返
し
て

ゐ
る
」
と
い
う
お
雪
さ
ん
を
見
る
純

一
の
肉
感
的
な
視
線
と
、

「謂
は
ば
そ
れ
に
全
幅
の
精
神
を
傾
注
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
風
で
、
只
す
う
ノ
ヽ

と
云
ふ
、
小
さ
い
息
の
音
が
し
て
、
細
い
、
透
き
通
る
や
う
な
指
が
敏
活
に
、
し
か
も
慌
た
だ
し
く
な
く
、
赤
や
青
や
紫
の
小
切
を
、
取

つ
て

は
置
き
、
置
い
て
は
取
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
お
種
さ
ん
を
見
る
節
蔵
の
視
線
は
極
め
て
近
い
。
純

一
・
お
雪
さ
ん
と
い
う
組
合
せ
の

ひ
と
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
節
蔵

・
お
種
さ
ん
の
関
係
は
成
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
節
蔵
こ
そ
は
、
純

一
が
お
雪
さ
ん
と
の
間
で

は
踏
み
込
め
な
か
っ
た

「暗
黒
の
界
」

（
「青
年
」
）
に
、
今
踏
み
込
む
人
物
１
９
８
ヽ
く
ｏ
〓
―
と
し
て
改
め
て
設
定
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
。

鴎
外
を
し
て
、
そ
う
し
た

「暗
黒
の
界
」
に
踏
み
込
も
う
と
す
る
人
物
造
形
に
向
か
わ
し
め
た
も
の
は
い

っ
た
い
何
だ

っ
た
の
か
。
わ
た
く

し
は
そ
の
源
の

一
つ
に
、

「
灰
儘
」
起
稿
と
時
を
同
じ
く
し
て
進
め
ら
れ
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
訳
稿
を
考
え
て
お
き
た
い
。

Ⅵ

先
に
引
用
し
た

「団
子
坂
」
中
の

「男
」
の
後
の
方
の
言
葉
、
す
な
わ
ち

「
一
体
あ
な
た
の
い
つ
も
言
つ
て
ゐ
る
清
い
交
際
と
い
ふ
も
の
で



す
ね
。
云
々
」
と
い
う
言
い
方
を
受
け
て
、
女
が
こ
う
い
う
言
葉
を
返
し
て
い
る
。

お
う
。
剛
い
事
。
あ
な
た
は
此
頃
き
つ
と
何
か
お
読
み
な
す
つ
た
の
ね
。
〓
８
〓
∽８

と
か
い
ふ
鬼
な
ん
ぞ
は
、
そ
ん
な
事
を
言
ふ
の

で
せ
う
。

デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
想
念
の
展
開
が
鴎
外
の
心
を
掠
め
た
と
き
、
彼
の
中
を

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
の
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
が
よ
ぎ
る
。

と
こ
ろ
で
か
つ
て
鴎
外

『う
た
日
記
』
中
の

「夢
が
た
り
」
の
章
に
対
し
て
、
卓
抜
な
分
析
を
し
て
教
せ
た
大
岡
信
氏
が
次
の
よ
う
な
こ
と

を
述
べ
て
い
た
の
だ

っ
た
。

鴎
外
の
内
部
に
ひ
そ
ん
で
い
る
、
あ
る
檸
猛
な
も
の
、
凶
悪
な
も
の
、
禍
々
し
い
も
の
、
好
色
的
な
も
の
、
つ
ま
り
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ

ュ
な
も
の
が
、
処
女
崇
拝
的
な
外
貌
の
下
に
透
け
て
見
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
が
、

「夢
が
た
り
」
の
中
の
諸
詩
篇
の
、
い
ち
じ
る
し

い
特
徴
だ
と
、
私
は
思
う
の
で
あ
る
。

（略
）
こ
う
い
う
鴎
外
の
一
面
は
ま
た
、
た
と
え
ば
ゲ
ー
テ
の

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
彼
に
訳
さ
せ

た
重
要
な
内
面
的
要
因
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
、
と
さ
え
私
は
空
想
す
る
。
彼
は
創
作
に
お
い
て
よ
り
も
、
そ
の
翻
訳
に
お
い
て
い
っ
そ

う
明
ら
か
に
、
自
分
の
中
の
そ
う
い
う
デ
モ
ト
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
を
奔
放
に
解
き
放
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
メ
フ
ィ
ス

ト
フ
ェ
レ
ス
的
な
も
の
へ
の
憧
れ
と
親
し
み
と
い
っ
て
も
い
い
。
Ｃ
森
鴎
外
―

「夢
が
た
り
」
の
妖
し
さ
」
『明
治

。
大
正

・
昭
和

の
詩

人
た
ち
』
∧
新
潮
社
∨
所
収
）

大
岡
氏
が
、
こ
こ
で
あ
げ
た

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
こ
そ
は
、
周
知
の
よ
う
に
鴎
外
の
ド
イ
ツ
留
学
時
代
か
ら
の
愛
読
書
で
あ

っ
た
わ
け
だ
が
、

そ
の
作
品
に
、
実
は
鴎
外
は
ま
さ
に
こ
の

「灰
儘
」
を
起
稿
す
る
時
期
に
再
び
遜
遁
し
深
く
関
わ

っ
て
い
た
の
だ

っ
た
。

作
品

「灰
儘
」
が
い
つ
書
き
始
め
ら
れ
た
か
、
こ
れ
を
徴
す
べ
き
資
料
は
な
い
。
し
か
し
十
月

一
日
発
行
の

『
三
田
文
学
』
に
掲
載
す
る
た

め
に
は
少
な
く
と
も
九
月
半
ば
ま
で
に
は
書
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
鴎
外
日
記
に
よ
れ
ば
、
彼
は
こ
の
年

（明
治
四
十
四
年
）
の
七
月
三
日
、
開
催
さ
れ
た
文
芸
委
員
会
に
お
い
て
、　
司
”
湧
け
を
訳
す
る

こ
と
を
嘱
託
せ
ら
」
れ
て
い
る
。
そ
し
て
わ
ず
か
三
カ
月
後
の
十
月
三
日

（「灰
帰
」
連
載
開
始
の
二
日
後
）
、
早
く
も

「”
”
湧
¨
第

一
部
訳
稿

鴎
外

「
灰
儘
」
論
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一
二
四

（４
）

を
校
し
畢
」

っ
て
い
る
の
だ
。
十
分
な
研
究
書
と
て
な
い
時
代
、
ま
さ
に

「
そ
の
ス
ピ
ー
ド
は
驚
く
ば
か
り
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
翌

明
治
四
十
五
年

一
月
五
日
に
は

「『
”
湧
一
を
訳
し
畢
」
り
、
続
け
て
同
月
十
八
日
に
は

「”
”
房
”
く
Ｒ

ｏ
８
手
の
を
訳
し
畢
る
」
と
い
う
具
合

に
、
彼
は
こ
の
時
期

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
訳
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
彼
の
営
み
と
並
行
的
に
構
想
さ
れ
書
き
継
が

れ
て
い
っ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
作
品

「灰
儘
」
で
あ

っ
た
わ
け
な
の
だ
。
し
か
し
て
そ
の

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
訳
稿
の
、
作
品

「灰
燈
」

へ
の

痕
跡
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
形
で
第
壱
章
に
早
速
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

此
子
供
が
丁
度

”
”
あ
い
に
近
寄
つ
て
来
る
狗
が
、
初
め
大
き
い
圏
を
か
い
て
廻
り
、
段
々
小
さ
い
圏
を
か
い
て
遍
つ
て
来
る
や
う
に
、

と
う
ノ
ヽ
袖
に
触
れ
る
ま
で
に
な
る
の
を
節
蔵
は
知
つ
て
ゐ
て
構
は
ず
に
ゐ
た
。

前
述
し
た
、
節
蔵
の
パ
ナ
マ
帽
に
触
れ
よ
う
と
し
た
子
供
が
近
付
い
て
く
る
場
面
の
描
写
だ
。
こ
の

「”
”
あ
一
に
近
寄

つ
て
来

る
狗
」
こ

そ
、
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
ン
ス
で
あ
る
事
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
敢
え
て
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
ン
ス
登
場
の
場
面
を
点
綴
し
て

い
る

こ
と

は
、
先
の

「団
子
坂
」
に
お
け
る
登
場
の
さ
せ
方
に
照
ら
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。
大
岡
氏
の
言
う

「
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
ン
ス
的
な
も
の
」

に
と
ら
わ
れ
る

「
”
湧
一
な
ら
ぬ
節
蔵
を
思
い
描
い
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
影
響
は
そ
う
し
た
表
面
的
な
箇
所
に
と
ど
ま
ら
な

い
。周

知
の
よ
う
に
十
月
三
日
に
鴎
外
が
訳
了
し
た
フ
ウ
ァ
ス
ト
第

一
部
は
、
グ
ン
エ
ト
ヘ
ン

（
マ
ル
ガ
ン
エ
テ
）
悲
劇
が
そ
の
中
心
に
な
る
。

フ
ァ
ウ
ス
ト
と
の
恋
に
落
ち
た
彼
女
は
、
彼
と
の
逢
引
き
の
た
め
に
母
に
飲
ま
せ
た
睡
眠
薬
の
量
を
誤
り
結
果
的
に
母
を
殺
し
て
し
ま
い
、
兄

を
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
の
決
闘
の
末
殺
さ
れ
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
を
池
に
投
じ
て
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
悲
惨
な
運
命
を
た
ど

る
。
こ
う
し
た
内
容
を
持
つ
作
品
の
翻
訳
が
、
鴎
外
の
中
に
、
お
種
さ
ん
と
い
う
処
女
性
を
蹂
躙
し
て
い
く
と
い
う
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
想
念

の
展
開
の
物
語
を
胚
胎
さ
せ
る
こ
と
に
あ
ず
か
っ
て
力
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
グ
ン
エ
ト
ヘ
ン
が
寺
院
で

「
苛
責
の
霊
」
（岩
波
文
庫
版
、
相
良
守
峯
訳
に
よ
る
。
鴎
外
訳
で
は

「悪
霊
し

に
苛
ま
れ
る
場
面

が

あ

２
つ
。



グ

レ
エ
ト

ヘ
ン

あ

ゝ
、
せ
つ
な
い
。
あ

ゝ
、
せ
つ
な
い
。

心
の
中
を
往

つ
た
り
来
た
り
し
て

わ
た
し
を
責
め
る
、

此
物
思
は
忘
れ
ら
れ
ぬ
か
。

合
唱
者

ヂ

エ
ス

・
イ

ン
エ
・
ヂ

エ
ス

・
イ

セ

了

ヽ
Ｖ
ヾ
∽
　
　
　
ヽヽ
ヽ
ヽ
ψ　
　
　
　
ヽ
ヽヽ
∽　
　
　
　
ミヽ
ヽ

（
怒
之
日
。
彼
）

（５
）

ソ

ル

エ
ツ
ト

・
セ

エ
ク

ル
ム

・
イ

ン

・
フ
ア
キ

ル
ラ
。

な
ど
ヽ
　
　
　
　
いヽ
Ｒ
き
ミ
　
　
　
き
　
　
ヽ
ヽ
ミヾ
゛

（澳
二散
世
界
一作
二灰
儘
・之
日
。
）

（オ
ル
ガ
ン
の
響
。）

こ
こ
に

「灰
儘
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
わ
た
く
し
は
、
こ
こ
か
ら
直
接

「灰
燈
」
と
い
う
作
品
題
名
に
短
絡
し
よ
う

な
ど
と
思

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
こ
こ
に
は
少
な
く
も
作
品
「
灰
儘
」
を
起
稿
せ
ん
と
し
て
い
た
ま
さ
に
そ
の
時
期
の
鴎
外
の
、
「
灰

儘
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
な
り
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

含
ん
で
い
る
。
し
か
る
に
現

「灰
儘
」
に
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
場
面
は
見
当
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
「灰
儘
」
は
未
だ
真
に
「
灰

儘
」
た
る
ゆ
え
ん
を
明
ら
か
に
す
る
前
に
、
中
絶
せ
し
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

鴎
外

「灰
儘
」
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一五
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と
ま
れ
、
従
来
こ
の
作
品
、
と
く
に
節
蔵
像
形
象
に
関
し
て
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
、
な
か
ん
ず
く

「悪
霊
」
の
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
の
影
響

が
清
水
孝
純
、
西
山
邦
彦
、
竹
朧
天
雄
、
さ
ら
に
は
小
川
和
夫
各
氏
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
作
品
起
筆
時
、
そ
し
て
連
載
を

続
け
て
い
く
最
中
に
あ

っ
て
、
最
も
鴎
外
の
関
心
の
的
で
あ

っ
た
は
ず
の

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
も
ま
た
本
作
品
の
成
立
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
が
あ

っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ⅶ

作
品
は
、
明
治
四
十
五
年
五
月
号
掲
載
の
拾
伍
章
ま
で
す
す
ん
だ
段
階
で
以
後
同
年
九
月
号
に
拾
陸
章
が
掲
載
さ
れ
る
ま
で
、
三
カ
月
間
の

中
断
期
間
に
入
る
。

（明
治
四
十
五
年

一
月
号
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、　
こ
れ
は
新
年
号
と
い
う
こ
と
で
別
作
品
―
翻
訳
作
品

「汽
車
火

事
」
―
を
掲
載
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
、
こ
の
中
断
期
間
と
は
そ
の
意
味
を
異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。
）
そ
し
て
こ
の
捻
伍
章
ま
で
、
作
品
は
お
お

む
ね
節
蔵
と
お
種
さ
ん
と
の

「閲
歴
」
に
筆
が
費
や
さ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
い
い
。

ま
ず
参
章
で
作
品
に
初
め
て
登
場
し
た
お
種
さ
ん
は
、
続
く
肇
章
で
は

「夏
体
の
長
い
う
ち
に
」
節
蔵
と

「次
第
に
心
安
く
な
つ
て
来
た
」

こ
と
が
告
げ
ら
れ
る
。　
一
方
の
節
蔵
も
そ
う
し
た

「
お
種
さ
ん
の
し
な
や
か
な
姿
に
慰
め
ら
れ
て
、
気
を
好
く
し
て
見
物
し
て
ゐ
た
」
の
だ
と

い
う
。
や
が
て
九
月
に
な
り
、
学
校
が
始
ま
る
が
、
節
蔵
は

「
い
つ
も
門
に
お
種
さ
ん
の
乗
る
車
が
来
て
ゐ
る
か
、
ゐ
な
い
か
を
見
て
、
ゐ
れ

ば
心
持
急
い
で
歩
く
こ
と
に
し
て
ゐ
る
」

（拾
弐
）
と
い
う
の
だ
。
山
崎

一
穎
氏
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
彼
の
行
動
は

「
お
種
さ

ん
へ
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
た
左
証
」
∩
灰
燈
』
試
論
」
『森
鴎
外

・
歴
史
小
説
研
究
』
∧
桜
楓
社
∨
所
収
）
に
は
か
な
る
ま

い
。
そ
し
て
、

つ
づ
い
て
そ
の
お
種
さ
ん
に
付
き
ま
と
う
相
原
光
太
郎
の
事
件
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
て

「牧
山
の
主
人
は
相
原
の
投
げ
掛
け
て

ゐ
る
網
か
ら
、
谷
田
の
種
子
さ
ん
を
救
ひ
出
さ
う
と
思
つ
て
、
そ
の
手
段
を
節
蔵
の
手
に
托
し
」
た
（拾
伍
）
も
の
で
あ
つ
た
わ
け

で
、
ち
ょ

う
ど
お
玉
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
紅
雀
を
岡
田
が
青
大
将
か
ら
救

っ
た
こ
と

‐に
よ
っ
て
、
お
玉
に
と

っ
て
岡
田
が
急
に
身
近
な
存

在

に
な

り



「欲
し
い
物
」
か
ら

「買
ひ
た
い
物
」
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
成
功
し
た
の
で
あ

っ
て
み
れ
ば
節
蔵
と
お
種
さ
ん
と
の
よ
り

一

層
の
接
近
と
い
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
拾
伍
章
に
展
開
さ
れ
る

「英
雄
崇
拝
談
」
も
そ
の
こ
と
を
推
し
進
め
る
方
向
に
作
用
し
ょ
う
。

そ
し
て
そ
れ
は
や
が
て
お
種
さ
ん
の
持
つ
処
女
性

（作
中
お
種
さ
ん
の
幼
さ
は
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
）
を
踏
み
躙
る
節
蔵
の
デ
モ
ー
ニ

ッ
シ
ュ
な
想
念
の
発
露
―
そ
れ
こ
そ
鴎
外
と
い
う
人
物
が
そ
の
内
部
に
秘
め
て
い
た
マ
グ
マ
に
呼
応
す
る
も
の
―
が
描
か
れ
る
方
向

へ
進
む
は

ず
だ

っ
た
と
わ
た
く
し
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
鴎
外
は
つ
い
に
そ
の
領
域
に
踏
み
込
む
こ
と
を
な
し
え
な
か
っ
た
。
そ
の
透
巡
が
三
カ
月
間
の
中
断
期
間
で
あ
る
と
考
え
て
お
き
た

い
。
や
が
て
作
品
は

「新
聞
国
」
の
登
場
と
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
「新
聞
国
」
の
設
定
に
関
し
て
は
、
わ
た
く
し
は
そ
こ
に
す
で
に
作

者

の

（８
）

作
品
の
中
絶
へ
の
意
図
を
読
み
取

っ
た
福
永
武
彦
説
に
従
い
た
い
。
「新
聞
国
」
は
、
作
者
の
ひ
と
つ
の
断
念
の
う
え
に
生
じ
た
も
の
と
考

え

る
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
最
近
の

「灰
儘
」
論
考
に
お
い
て
、
「∧
新
聞
国
」
Ｖ
の
登
場
は
当
初
か
ら
の
必
然
で
あ
り
、
『沈
黙
の
塔
』
以
下
の
諷
刺

。
社

会
批
判
小
説
の
系
統
の
作
品
の
総
決
算
、
そ
れ
ら
を
産
み
出
す
作
家
精
神
の
カ
タ
ル
シ
ス
と
し
て
、
是
非
と
も
書
い
て
お
か
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
」
（酒
井
敏

「森
鴎
外

『灰
燈
』
論
―
新
聞

へ
の
拘
執
を
軸
と
し
て
―
」
『中
京
大
学

〔文
学
部
紀
要
ピ

昭
６３

・
８
）

と
い
う
新
た
な
見
方
や
、
「
新
聞
国
」
の
構
想
は
、
「灰
儘
」
執
筆
上
の
必
然
的
な
到
達
点

。
「灰
燈
」
作
品
世
界
の
順
当
な
発
展
」
（古
郡

康

人

「森
鴎
外

「灰
儘
」
論
―

「新
聞
国
」
の
生
成
―
」
『静
岡
英
和
女
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
平
１

・
２
）
と
す
る
新
鮮
な
読
み
が
呈
示

さ
れ

て
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
見
に
啓
発
さ
れ
つ
つ
も
、
し
か
し
わ
た
く
し
は
、
明
治
三
十
三
年
、
十
九
歳
の
節
蔵
が
あ
の
よ
う
な
内
容
の
物
語

を
綴
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
や
は
り
納
得
で
き
な
い
も
の
を
覚
え
る
の
だ
。

鴎
外

「
灰
儘
」
論

一
二
七



一
二
八

Ⅷ

も
ち
ろ
ん

「何
か
書
か
う
」
と
思

っ
て
い
た
節
蔵
が
小
泉
純

一
同
様
書
く
こ
と
に
向
か
う
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
は
必
然
だ
。
第
壱
章
、
ひ

さ
び
さ
に
節
蔵
に
出
会

っ
た
牧
山
は

「あ
な
た
は
相
変
ら
ず
お
盛
ん
な
様
で
す
が
」
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
節
蔵
と
別
れ
た
九
年

前
に
す
で
に
節
蔵
が

「盛
ん
」
に
活
躍
し
て
い
た
の
で
あ
る
こ
と
を
も
思
わ
せ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
と
他
な
ら
ぬ

「新
聞
国
」
を
十
九

歳
の
節
蔵
が
書
く
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
次
元
の
問
題
だ
。

た
と
え
ば
、
あ
ら
す
じ
と
は
い
え

「新
聞
国
」
に
は
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

三
面
種
を
作
る
連
中
は
物
を
見
る
に
も

一
面
か
ら
し
か
見
な
い
通
り
に
、
す
る
事
に
も
表
裏
が
無
く
て
、
平
面
的
で
あ
る
。
そ
し
て
新

聞
に
は
有
の
儘
を
書
か
れ
る
。
新
聞
の
三
面
は
平
面
描
写
で
あ
る
。
／
（略
）
こ
ん
な
事
が
新
聞
に
書
か
れ
る
時
、
新
聞
の
二
面
に
例
外
と

し
て
有
の
儘
が
書
か
れ
る
。　
一
点
描
写
と
云
ふ
も
の
が
不
幸
に
し
て
ま
だ
発
明
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
で
、
矢
張
平
面
描
写
で
書
く
の
で
あ

２
つ
。

大
正
元
年
十

一
月
、
初
め
て
こ
の
部
分
を
読
ん
だ
読
者
は
、
こ
う
し
た
議
論
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
、
お
そ
ら
く
違
和
感
を
感
じ
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
彼
ら
が
明
治
四
十

一
年
九
月
の
田
山
花
袋

「
「生
」
に
於
け
る
試
み
」
Ｇ
早
稲
田
文
学
し

以
来
の
平
面
描
写
論
の
展
開
を

知

っ
て
い
る
か
ら
だ
。
だ
が
、
も
う

一
度
繰
り
返
せ
ば
こ
の
文
章
は
明
治
三
十
三
年
に
書
か
れ
た
、
そ
う
い
う
設
定
に
な

っ
て
い
る

の
で
あ

る
。
後
年
の
―
た
と
え
ば
明
治
四
十
四
年
現
在
―
の
節
蔵
が
書
く
の
で
あ
れ
ば
ま
だ
し
も
、
十
九
歳
の
節
蔵
が
花
袋
に
先
立
つ
こ
と
七
八
年
と

い
う
こ
の
段
階
で
平
面
描
写
云
々
の
文
章
を
書
く
の
は
ど
う
し
て
も
不
自
然
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
小
泉
浩

一
郎
氏
の
言

わ
れ
る
ご
と
く
、
た
と
え

「
「新
聞
国
」
に
あ
る
も
の
は
、
た
か
だ
か
俗
衆
批
判
に
過
ぎ
」
な
い
も
の
で
あ
る
に
し
て
も

（「灰
儘
」
『森

鴎

外

払酬
　
実
証
と
批
評
』
∧
明
治
書
院
∨
所
収
）
、
そ
れ
は
明
治
四
十
年
代
状
況

（そ
し
て
そ
れ
に
引
き
続
く
大
正
現
代
）
に
向
け
ら
れ
た
作

者

鴎



外
自
身
の
関
心
の
反
映
で
は
あ

っ
て
も
、
明
治
三
十
三
年
を
生
き
る
節
蔵
の
関
心
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
「新

聞

国
」
が
、
作
品

内
表
徴
だ
け
か
ら
必
然
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
は
わ
た
く
し
に
は
思
え
な
い
。

語
り
手
は
、
も
は
や
十
九
歳
の
節
蔵
の
内
的
発
展
の
上
に

「書
く
」
と
い
う
行
為
を
設
定
す
る
の
で
は
な
く
、
「沈
黙
の
塔
」
や

「
不
思

議

な
鏡
」
に
展
開
さ
れ
た
鴎
外
そ
の
人
の
当
代
状
況
に
対
す
る
関
心
を
こ
そ
語
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。

か
く
て
明
治
四
十
四
年
現
在
を
生
き
る

一
個
の
フ
イ
リ
ス
テ
ル
、
そ
の
内
面
に
潜
む
デ
モ
ー
ニ
シ
ュ
な
も
の
の
追
求
と
い
う
、
同
時
進
行
中

の

「雁
」
と
は
別
種
の
、
現
代
に
焦
点
を
据
え
た
な
ま
な
ま
し
い
形
で
、
し
か
し
ま
ぎ
れ
も
な
く
熙
外
内
面
の
マ
グ

マ
と
向
き
合
う
形
で
出
発

し
た
は
ず
の
作
品
は
、
そ
の
当
初
の
意
図
を
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
な
く
中
絶

へ
向
か

っ
て
し
ま
う
。
「
小
説
に
於
て
は
済
勝
の
足
な
ら
し

に
短
篇

数
十
を
作
り
試
み
た
が
、
長
篇
の
山
口
に
た
ど
り
附
い
て
挫
折
し
た
」
∩
な
か
じ
き
り
し

と
い
う
よ
く
引
か
れ
る

一
節
は
あ
ま
り
に
も
有
名

だ
が
、
作
品
は
ま
さ
に
文
字
通
り
や

っ
と

「
山
口
に
た
ど
り
附
い
」
た
ば
か
り
の
と
こ
ろ
だ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

注（１
）

当
時
新
興
の
デ
パ
ー
ト
の
代
表
と
も
い
う
べ
き
三
越
は
、
雑
誌

『
三
越
』
を
発
行
し
て
い
た
が
、
そ
の

『
三
越
』
に
よ
っ
て
も
、
パ
ナ
マ
帽
の
値
段

は
た
と
え
ば

「
舶
来
パ
ナ
マ
帽
　
舶
来
パ
ナ
マ
帽
子
価
格
は
九
円
よ
り
三
十
円
位
に
て
種
種
有
之
候
」
（明
４５
・
５
）
と
な
っ
て
い
る
。

（２
）

明
治
四
十
二
年
五
月
六
日
公
布
、
同
月
二
十
六
日
施
行
。

（
３
）

も
っ
と
も
こ
う
し
た

「
愛
想
の
好
さ
」
は
、
谷
日
の
家
に
彼
が
来
た
頃
か
ら
す
で
に
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は

「
あ
ん

な
に
来
た
ば
か
り
の
時
か
ら
、
愛
想
の
好
い
人
」
（陸
）
と
し
て
谷
国
家
の
者
に
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
節
蔵
の
性
格
が
過
去

に

湖
っ
て
も
発
展
ら
し
い
発
展
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
、
従
来
か
ら
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
首
肯
で
き
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

た
だ
そ
の
段
階
で
も
奥
さ
ん
の
本
能
だ
け
は

「
節
蔵
の
ど
こ
や
ら
に
、
気
味
の
悪
い
、
冷
た
い
処
が
あ
る
」
（漆
）
こ
と
を
感
じ
取
っ
て
い
た
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
唯
一
節
蔵
の
内
面
の
∧
毒
∨
を
本
能
的
に
察
知
し
え
て
い
た
奥
さ
ん
を
、
冒
頭
シ
ー
ン
で
排
除
し
て
い
る

（そ
れ
は
奥
さ
ん
の
死
を
暗

示
し
て
い
よ
う
）
の
は
、
だ
か
ら
作
者
の
周
到
な
用
意
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）

星
野
慎

一
『
ゲ
ー
テ
と
鴎
外
』
∧
潮
出
版
社
∨

（
５
）

相
良
守
峯
訳
の
当
該
部
分
を
次
に
掲
げ
る
。

鴎
外

「
灰
儘
」
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一九



一
三
〇

「
怒
り
の
日
、
そ
の
日
に
は
、

世
界
溶
け
て
灰
と
な
ら
ん
」

（
６
）

そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
「
筆
は
、
冒
頭
の
時
間
を
こ
え
て
進
ま
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
」
「
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
』
∧
角

川
書

店
∨
）
と
い
う
仮
説
を
提
出
さ
れ
た
磯
貝
英
夫
氏
の
よ
う
に
、
節
蔵
と
お
種
さ
ん
と
の
再
会
以
後
の
物
語
の
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。

（
７
）

清
水
孝
純

「
「
灰
儘
』
に
み
る
近
代
的
虚
無
の
様
相
―
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
と
節
蔵
―
」
『
比
較
文
学
研
究
　
森
鴎
外
』
∧
朝
日
出
版
社
∨

西
山
邦
彦

『森
鵬
外
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
』
∧
啓
文
社
∨

竹
盛
天
雄

「
『
灰
儘
』
再
考
」
『
鵬
外
　
そ
の
紋
様
』
∧
小
沢
書
店
∨
所
収

小
川
和
夫

「
仮
面
に
つ
い
て
―

『
灰
儘
』
の
山
口
節
蔵
―
」
『森
鴎
外
の
断
層
撮
影
像
』
∧
至
文
堂
∨
所
収

（
８
）
　

「鴎
外
、
そ
の
挫
折
」
『
文
芸
』
昭
３７
・
・０


