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一
昭
和
三
〇
年
代
は
、﹁
想
像
力
﹂
が
文
学
概
念
の
枢
要
な
座
を
占
め

た
時
代
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン=

ポ
ー
ル･

サ
ル
ト
ル
の『
想
像
力
の
問
題
』

（
平
井
啓
之
訳
、
人
文
書
院
、
55
・
１
）
は
、
そ
の
思
潮
を
決
定
づ
け
た

書
と
し
て
知
ら
れ
る︶

1
︵

。
本
書
の
眼
目
は
﹁
像
（im

age

）﹂
の
措
定
を

外
的
実
在
の
否
定
と
捉
え
、
こ
れ
を
内
的
意
識
の
水
準
に
定
位
す
る

と
こ
ろ
に
存
す
る
。﹁
美
と
は
想
像
界
に
だ
け
し
か
あ
て
は
ま
り
得

ず
、
そ
の
本
質
的
構
造
の
う
ち
に
こ
の
世
界
の
空
無
化
を
蔵
し
て
い

る
価
値
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
倫
理
と
審
美
性
と
を
混
同
す
る
こ
と
が

馬
鹿
げ
て
い
る
こ
と
の
所
以
で
あ
る
﹂。
こ
う
述
べ
る
サ
ル
ト
ル
に

よ
れ
ば
、想
像
力
と
は
知
覚
さ
れ
た
現
実
の
﹁
無
化
（néantisation

）﹂

の
謂
い
で
あ
り
、
美
の
意
識
、
そ
し
て
そ
の
所
産
た
る
芸
術
作
品
は
、

か
よ
う
な
意
味
で
の
想
像
力
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
る
。
倫
理
性

と
審
美
性
、
知
覚
さ
れ
た
﹁
現
実
﹂
と
そ
れ
を
空
無
化
す
る
﹁
想
像

力
﹂と
を
背
反
的
に
捉
え
、﹁
芸
術
作
品
と
は
非
現
実
的
存
在
で
あ
る
﹂

と
規
定
す
る
サ
ル
ト
ル
の
想
像
力
論
は
、
日
本
文
学
の
領
域
で
は
、

﹁
政
治
と
文
学
﹂
と
い
う
従
来
か
ら
反
復
さ
れ
た
問
題
構
制
の
う
ち

に
消
化
さ
れ
、反ノ

ン

ポ

リ

政
治
主
義
の
立
場
を
と
る
文
学
者
た
ち
が
﹁
文
学
﹂

の
美
的
自
律
性
を
主
張
す
る
際
の
理
論
的
な
参
照
枠
と
な
っ
た
。

戦
後
批
評
に
お
け
る
想
像
力
論
の
展
開
は
、
一
九
五
四
年
に
奥
野

健
男
の
編
集
で
創
刊
さ
れ
た
同
人
誌
﹁
現
代
評
論
﹂
を
も
っ
て
嚆
矢

と
す
る︶

2
︵

。
翌
五
五
年
、
そ
の
同
人
出
身
の
服
部
達
・
村
松
剛
・
遠
藤

周
作
の
三
者
は
﹁
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
批
評
﹂
の
旗
印
を
掲
げ
て
文
壇

に
進
出
、
新
し
い
批
評
の
登
場
を
印
象
づ
け
た
。﹁
三
角
帽
子
﹂
と

名
乗
る
覆
面
座
談
会
（﹁
文
学
界
﹂
55
・
４
～
９
）
に
お
い
て
、﹁
近
代

三
島
由
紀
夫
『
潮
騒
』
論

―
可
視
性
の
領
界

―

梶
尾　

文
武
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文
学
﹂
派
に
代
表
さ
れ
る
実
在
論
的
な
﹁
自
然
主
義
批
評
﹂
へ
の
対

抗
を
旗
幟
鮮
明
に
し
た
彼
ら
は
、
日
本
文
学
に
お
け
る
﹁
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
を
つ
く
り
だ
す
、
想
像
力︶

3
︵

﹂
の
貧
し
さ
を
批
判
し
、
メ
タ
フ
ィ

ジ
ッ
ク
な
想
像
世
界
の
自
律
性
を
擁
護
し
た
。﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
よ

う
な
形
で
の
宗
教
が
な
か
つ
た︶

4
︵

﹂
点
に
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
の
欠
落
の

一
因
を
求
め
た
彼
ら
は
、﹁
な
ぜ
、
わ
れ
わ
れ
の
国
で
は
美
が
モ
ラ
ル

の
代
用
を
し
た
の
に
、
西
欧
で
は
美
と
モ
ラ
ル
と
が
敵
視
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
つ
た
か︶

5
︵

﹂と
問
う
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
日
本
に
お
い
て
は
、

現
実
世
界
を
司
る
倫モ
ラ
ル理

を
成
り
立
た
し
め
る
よ
う
な
﹁
神
﹂
が
存
在

し
な
い
た
め
に
、
審
美
性
と
倫
理
性
と
が
未
分
化
の
ま
ま
混
交
し
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
日
本
の
風
土
に
あ
っ
て
は
、
倫
理
に
対
立
す
る
も

の
が
美
的
価
値
を
有
し
え
な
い
。
そ
の
こ
と
を
批
判
す
る
彼
ら
は
、

﹁
美
﹂
と
い
う
対
象
を
所
与
の
も
の
と
し
て
扱
う
前
に
、
そ
も
そ
も

日
本
人
に
と
っ
て
美
は
存
在
す
る
か
と
問
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
覆
面
座
談
会
に
並
行
し
て
﹁
わ
れ
ら
に
と
っ
て
美
は
存
在
す

る
か
﹂（﹁
群
像
﹂
55
・
６
～
９
）
と
題
す
る
批
評
を
連
載
し
た
服
部
達

は
、日
本
文
学
の
風
土
に
西
洋
ロ
マ
ン
主
義
的
な
審
美
性
を
導
入
し
、

作
品
の
内
在
的
価
値
に
も
と
づ
く
﹁
美
﹂
の
原
理
を
批
評
の
﹁
統
一

的
基
準
﹂
に
据
え
よ
と
提
唱
し
た
。﹁
一
見
複
数
個
あ
る
ご
と
く
思

わ
れ
る
美
の
基
準
を
、
単
一
の
も
の
た
ら
し
め
る
、
よ
り
根
本
的
な

視
点
を
発
見
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
複
数
の
美
学
の
上
に
単
一
の
美

学
を
設
定
す
る
こ
と︶

6
︵

﹂、
服
部
が
自
身
の
批
評
に
課
し
た
課
題
は
、

こ
う
し
た
普
遍
妥
当
的
な
﹁
美
学
﹂
の
原
理
化
で
あ
る
。
服
部
の
企

て
を﹁
日
本
の
批
評
史
が
あ
る
本
質
的
な
転
換
を
強
い
ら
れ
る
端
緒
﹂

と
位
置
づ
け
る
月
村
敏
行
が
言
う
よ
う
に
、
普
遍
美
学
を
志
向
す
る

﹁
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
批
評
﹂
の
構
想
は
、﹁
同
時
代
に
お
け
る
文
壇
の

崩
壊
﹂
す
な
わ
ち
戦
後
派
的
な
政
治
主
義
の
失
効
を
背
景
と
し
て
い

た︶
7
︵

。
す
な
わ
ち
﹁
戦
後
十
年
間
を
風
靡
し
た
﹁
近
代
文
学
﹂
的
公

式︶
8
︵

﹂
に
引
導
を
渡
す
べ
く
、
想
像
力
概
念
を
﹁
単
一
の
美
学
﹂
の
基

準
と
し
て
押
し
出
す
こ
と
が
、
文
壇
に
お
け
る
彼
ら
の
主
た
る
目
論

見
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
﹁
三
角
帽
子
﹂
の
座
談
会
中
、
彼
ら
が
そ
の
一
貫
し
た

﹁
反
自
然
主
義
的
立
場
、
日
本
の
湿
潤
的
風
土
を
芸
術
的
意
志
で
拒

否
す
る
身
構
え
﹂
に
﹁
敬
服
﹂
を
表
明
し
た
現
代
作
家
が
、
三
島
由

紀
夫
で
あ
る︶

9
︵

。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
同
世
代
（
一
九
二
〇
年
代
生
れ
）
の

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
た
る
三
島
は
、
反
自
然
主
義
的
な
骨
法
を
備
え
た

小
説
の
書
き
手
と
し
て
期
待
さ
れ
る
稀
有
な
存
在
で
あ
っ
た
。
同
じ

時
期
、
三
島
も
ま
た
﹁
自
然
主
義
文
学
が
作
り
出
し
た
小
説
の
﹁
素

朴
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
﹂
が
、
何
故
か
う
ま
で
現
代
日
本
人
の
頭
に
深

く
し
み
込
ん
で
ゐ
る
の
か
、
私
に
は
ほ
と
ん
ど
理
解
し
が
た
い︶

₁₀
︵

﹂
と

発
言
す
る
な
ど
、
文
学
世
界
の
自
律
性
を
解
さ
な
い
実
在
論
的
な
発

想
へ
の
批
判
を
服
部
ら
と
共
有
し
て
い
た
。
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だ
が
当
時
の
三
島
が
標
榜
し
た
の
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
を
理
念
型

と
す
る
﹁
古
典
主
義
﹂
の
立
場
で
あ
る
。
三
島
は
『
禁
色
』
第
一
部

（
新
潮
社
、
51
・
11
）
の
刊
行
後
、
五
一
年
末
か
ら
翌
年
五
月
に
か
け

て
世
界
一
周
旅
行
に
出
発
し
た
。
そ
の
旅
程
で
﹁
眷
恋
の
地
﹂
で
あ

っ
た
ギ
リ
シ
ア
に
到
っ
た
彼
は
、
帰
国
後
『
ア
ポ
ロ
の
杯
』（
朝
日

新
聞
社
、52
・
10
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
紀
行
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

希
臘
人
は
外
面

0

0

を
信
じ
た
。
そ
れ
は
偉
大
な
思
想
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
が
﹁
精
神
﹂
を
発
明
す
る
ま
で
、人
間
は
﹁
精
神
﹂

な
ん
ぞ
を
必
要
と
し
な
い
で
、
矜
ら
し
く
生
き
て
ゐ
た
の
で
あ

る
。
希
臘
人
の
考
へ
た
内
面
は
、
い
つ
も
外
面
と
左
右
相
称
を

保
つ
て
ゐ
た
。
希
臘
劇
に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
考
へ
る
や
う
な
精

神
的
な
も
の
は
何
一
つ
な
い
。
そ
れ
は
い
は
ば
過
剰
な
内
面
性

が
必
ず
復
讐
を
う
け
る
と
い
ふ
教
訓
の
反
復
に
尽
き
て
ゐ
る
。

 

（
強
調
は
原
文
）

ギ
リ
シ
ア
世
界
に
範
例
を
求
め
た
三
島
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
一

神
論
に
前
キ
リ
ス
ト
教
的
な
汎
神
論
を
、
病
め
る
精
神
に
健
康
な
肉

体
を
、
奥
行
を
秘
め
た
内
面
に
目
に
見
え
る
外
面
を
対
置
す
る
。
三

島
の
﹁
古
典
主
義
﹂
の
美
学
は
こ
の
構
え
に
お
い
て
、
メ
タ
フ
ィ
ジ

ッ
ク
批
評
の
そ
れ
と
は
相
容
れ
な
い
。
た
と
え
ば
遠
藤
周
作
は
、
自

身
の
範
例
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
文
学
の
特
性
を
、﹁
こ
の
地
上
を
超
自

然
世
界
の
投
影
と
し
て
考
え
る
﹂
と
と
も
に
﹁
人
間
心
理
を
な
が
め

る
場
合
﹂
で
も
そ
の
背
後
に
形
而
上
学
的
な
﹁
第
三
次
ダ
イ
メ
ン
シ

ョ
ン
﹂
を
看
取
す
る
と
こ
ろ
に
見
出
し
て
い
た︶

₁₁
︵

。
対
し
て
三
島
が
模

索
し
た
の
は
、そ
の
よ
う
な
不
可
視
の
﹁
第
三
次
ダ
イ
メ
ン
シ
ョ
ン
﹂

を
斥
け
、
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
と
は
異
な
る
仕
方
で
﹁
小
説
の
﹁
素
朴

な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
﹂﹂
を
否
定
す
る
方
途
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
の
下
で
著
さ
れ
た
作
品
が
、『
潮
騒
』（
新
潮
社
、

54
・
６
）
で
あ
る
。
本
稿
で
は
以
下
、
三
島
の
﹁
古
典
主
義
﹂
時
代

を
代
表
す
る
こ
の
作
品
を
検
討
す
る
。

二
　

歌
島
は
人
口
千
四
百
、周
囲
一
里
に
充
た
な
い
小
島
で
あ
る
。

　

歌
島
に
眺
め
の
も
つ
と
も
美
し
い
場
所
が
二
つ
あ
る
。
一
つ

は
島
の
頂
き
ち
か
く
、
北
西
に
む
か
つ
て
建
て
ら
れ
た
八
代
神

社
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
島
が
そ
の
湾
口
に
位
ゐ
し
て
い
る
伊
勢
海
の

周
辺
が
隈
な
く
見
え
る
。
北
に
は
知
多
半
島
が
迫
り
、
東
か
ら

西
へ
渥
美
半
島
が
延
び
て
ゐ
る
。
西
に
は
宇
治
山
田
か
ら
津
の

四
日
市
に
い
た
る
海
岸
線
が
隠
見
し
て
ゐ
る
。 

（
第
一
章
）

右
が
、
本
作
の
藍
本
『
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
ー
』
と
同
じ
く
﹁
地

形
の
説
明
か
ら
話
を
切
り
出
す
や
り
方︶

₁₂
︵

﹂
を
と
る
冒
頭
部
で
あ
る
。

非
人
称
の
語
り
手
は
、
作
品
の
舞
台
中
で
も
と
り
わ
け
﹁
美
し
い
場
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所
﹂
で
あ
る
と
い
う
﹁
こ
こ
﹂
す
な
わ
ち
﹁
八
代
神
社
﹂
に
視
点
を

置
き
、﹁
見
え
る
﹂
も
し
く
は
﹁
隠
見
し
て
ゐ
る
﹂
と
い
う
視
覚
性
を

想
起
さ
せ
る
動
詞
を
重
ね
な
が
ら
、
あ
た
か
も
海
の
光
景
を
い
ま
ま

さ
に
一
望
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。

　

二
百
段
の
石
段
を
昇
つ
て
、
一
双
の
唐
獅
子
に
戍
ら
れ
た
鳥

居
の
と
こ
ろ
で
見
返
る
と
、
か
う
い
ふ
遠
景
に
か
こ
ま
れ
た
古

代
さ
な
が
ら
の
伊
勢
の
海
が
眺
め
ら
れ
た
。 

（
第
一
章
）

こ
の
叙
述
が
配
さ
れ
た
段
階
で
は
、
作
中
に
は
い
ま
だ
ど
の
人
物

も
登
場
し
て
い
な
い
。﹁
二
百
段
の
石
段
﹂
を
昇
り
、﹁
伊
勢
の
海
﹂

を
眺
め
渡
す
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
の
は
、
人
物
の
登
場
に
先
行
す

る
非
現
前
の
語
り
手
で
あ
る
。
こ
の
描
写
の
方
法
は
、
い
わ
ゆ
る
三

人
称
客
観
叙
述
の
一
般
的
特
徴
に
は
解
消
さ
れ
な
い
。
竹
内
清
己
は

﹁
作
中
に
は
存
在
し
な
い
﹂
こ
の
語
り
手
に
つ
い
て
、﹁
し
か
も
不
在

の
形
で
、
し
か
と
所
在
す
る
﹂
と
指
摘
す
る
が︶

₁₃
︵

、
右
の
叙
述
は
主
格

と
な
る
人
称
を
伴
わ
な
い
﹁
見
返
る
﹂、﹁
眺
め
ら
れ
た
﹂
と
い
っ
た

動
詞
と
と
も
に
作
品
の
舞
台
を
呈
示
し
、
姿
を
現
さ
な
い
ま
ま
そ
こ

を
案
内
す
る
語
り
手
の
所
在
を
思
わ
せ
る
。
人
物
の
登
場
を
遅
ら
せ

な
が
ら
、
み
ず
か
ら
案
内
役
を
務
め
る
語
り
手
の
現
前
を
も
示
さ
な

い
こ
と
に
よ
っ
て
、
冒
頭
部
の
叙
述
は
描
写
が
特
定
の
視
点
に
拠
ら

な
い
こ
と
そ
れ
自
体
を
い
わ
ば
過
剰
に
表
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

寺
田
透
は
一
連
の
自
然
描
写
に
つ
い
て
、
作
者
は
﹁
視
像
を
と
き

ほ
ぐ
し
、
整
理
し
、
燦
然
と
定
着
﹂
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
光

景
を
﹁
満
身
の
感
覚
を
は
た
ら
か
せ
て
感
じ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
﹂

と
批
判
し
た︶

₁₄
︵

。
服
部
達
は
寺
田
の
こ
の
評
を
受
け
、﹁
わ
れ
ら
に
と
っ

て
美
は
存
在
す
る
か
﹂
の
連
載
初
回
で
『
潮
騒
』
の
自
然
描
写
に
お

け
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
形
態
を
検
討
し
た
。
作
品
冒
頭
、﹁
眺
め

の
も
つ
と
も
美
し
い
も
う
一
つ
の
場
所
﹂と
し
て
紹
介
さ
れ
る
の
は
、

望
遠
鏡
が
備
え
ら
れ
た
﹁
島
の
東
山
の
頂
き
に
近
い
燈
台
﹂
か
ら
望

ま
れ
る
光
景
で
あ
る
。

　

午
後
に
な
る
と
燈
台
の
あ
た
り
は
、
没
す
る
日
が
東
山
に
遮

ら
れ
て
、
翳
つ
た
。
明
る
い
海
の
空
に
、
鳶
が
舞
つ
て
ゐ
る
。

鳶
は
天
の
高
み
で
、
両
翼
を
た
め
す
や
う
に
か
は
る
が
は
る
撓

ら
せ
て
、
さ
て
下
降
に
移
る
か
と
思
ふ
と
移
ら
ず
に
、
急
に
空

中
で
あ
と
づ
さ
り
を
し
て
、帆
翔
に
移
つ
た
り
し
た
。（
第
一
章
）

服
部
は
右
に
つ
い
て
、﹁
こ
の
描
写
に
は
、遠
近
法
が
欠
け
て
い
る
﹂

と
述
べ
﹁
空
を
舞
い
め
ぐ
る
鳶
が
、
灯
台
、
東
の
山
、
海
、
な
い
し

は
空
自
体
に
比
べ
て
、
い
か
に
大
き
く
見
え
る
こ
と
か
﹂
と
指
摘
す

る
。
さ
ら
に
彼
は
、
主
人
公
の
母
と
彼
の
恋
人
が
鮑
採
り
の
競
争
を

す
る
場
面
の
、
次
の
描
写
に
注
目
を
促
す
。

　

一
時
間
が
す
ぎ
る
と
、
舟
は
東
の
磯
か
ら
か
へ
つ
て
来
た
。

競
争
の
た
め
に
い
つ
も
の
十
倍
も
疲
れ
果
て
た
八
人
は
、
裸
の

上
半
身
を
凭
せ
合
つ
て
黙
つ
て
思
ひ
思
ひ
の
方
角
に
目
を
や
つ
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て
ゐ
る
。
濡
れ
て
乱
れ
た
髪
は
、
隣
人
の
髪
と
縺
れ
合
つ
て
、

見
分
け
が
つ
か
な
い
。
肌
寒
さ
に
抱
き
合
つ
て
ゐ
る
二
人
も
あ

る
。
乳
房
は
鳥
肌
立
ち
、
あ
ま
り
日
光
が
澄
明
な
た
め
に
、
日

灼
け
の
し
た
そ
れ
ら
の
裸
体
も
、
蒼
褪
め
た
溺
死
者
の
群
の
や

う
に
見
え
た
。 

（
第
十
三
章
）

右
の
叙
述
に
つ
い
て
、﹁
作
者
の
眼
は
、
つ
ね
に
、
お
の
れ
が
そ
の

輪
郭
を
な
ぞ
ろ
う
と
す
る
対
象
の
直
前
に
あ
る
。
従
っ
て
、
一
つ
の

対
象
を
描
き
終
え
る
た
び
に
、
作
者
の
眼
は
不
規
則
に
移
動
し
、
読

者
は
、
果
し
て
ど
こ
の
岩
角
に
坐
っ
て
こ
の
情
景
を
眺
め
渡
し
た
ら

よ
い
か
、
わ
か
ら
な
い
﹂、
と
服
部
は
指
摘
す
る
。
服
部
に
よ
れ
ば
、

﹁
未
知
﹂
に
し
て
﹁
神
秘
﹂
の
奥
行
を
与
え
る
の
は
、
固
定
さ
れ
た

視
点
に
拠
る
﹁
視
覚
的
遠
近
法
﹂
で
あ
る
。
こ
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク

な
奥
行
が
、
想
像
力
を
喚
起
す
る
た
め
の
条
件
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
『
潮
騒
』
は
こ
れ
を
排
し
、不
定
の
視
点
か
ら
発
す
る
﹁
触

覚
的
遠
近
法
﹂
を
採
る︶

₁₅
︵

。
そ
こ
で
は
﹁
自
然
の
景
観
に
せ
よ
人
物
に

せ
よ
、
つ
ね
に
、
眼
前
か
ら
の
ぞ
き
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
描
か

れ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
ら
に
と
っ
て
は
、
の
ぞ
き
こ
ま
れ
た
面
と
、

そ
の
面
の
裏
側
、
つ
ま
り
表
面
と
裏
面
と
し
か
存
在
し
な
く
な
る
。

い
か
な
る
時
に
も
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
表
面
と
裏
面
の
た
っ
た

二
つ
の
面
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
表
面
を
引
き
剥
が
せ
ば
、

つ
ね
に
同
じ
裏
面
が
現
わ
れ
る
。
未
知
の
、
神
秘
の
入
り
こ
む
余
地

が
、
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
﹂。
こ
う
述
べ
る
服
部
は
『
潮
騒
』
の
美
学

を
前
に
し
て
、
不
可
視
の
奥
行
に
想
像
力
の
根
拠
を
求
め
る
﹁
単
一

の
美
学
﹂
の
構
築
に
躓
く
。

改
め
て
右
の
引
用
に
即
し
て
確
認
す
れ
ば
、
最
初
の
一
文
で
は

﹁
舟
﹂
の
帰
っ
て
来
る
光
景
が
あ
る
距
離
感
の
う
ち
に
呈
示
さ
れ
る

が
、
続
く
叙
述
は
八
人
の
海
女
た
ち
の
﹁
裸
の
上
半
身
﹂、
縺
れ
あ

う
﹁
髪
﹂、
鳥
肌
立
つ
﹁
乳
房
﹂
に
ま
で
接
近
し
、
最
後
に
は
再
び

彼
女
ら
を
﹁
蒼
褪
め
た
溺
死
者
の
群
﹂
に
喩
え
う
る
距
離
感
が
穿
た

れ
る
。
な
る
ほ
ど
服
部
達
も
言
う
よ
う
に
、
こ
の
描
写
は
一
点
透
視

的
な
﹁
視
覚
的
遠
近
法
﹂
に
は
準
じ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
不

規
則
に
移
動
す
る
﹁
作
者
の
眼
﹂
に
映
じ
た
対
象
世
界
の
再
現
と
捉

え
る
の
は
精
確
で
は
な
い
。﹁
見
分
け
が
つ
か
な
い
﹂、﹁
見
え
た
﹂
と

い
っ
た
動
詞
は
、
そ
れ
を
見
た

0

0

の
が
何
者
な
の
か
を
確
定
さ
せ
な
い

ま
ま
こ
の
光
景
を
呈
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
叙
述
は
、
一

連
の
光
景
が
何
者
の
﹁
眼
﹂
に
も
拠
ら
な
い
非
人
称
の
眼
差
し
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
連
の
自
然
描
写
に
お
い
て
、
各
文
が
い
ず
れ
も
前
文
と

の
連
接
を
も
た
な
い
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
改
段
を
多
用
す
る
作
品

冒
頭
に
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
、『
潮
騒
』
の
叙
述
は
、
簡
潔
に
切
り
詰

め
ら
れ
た
短
文
と
接
続
詞
の
省
略
を
特
徴
と
す
る
。
日
野
啓
三
は
服

部
の
議
論
を
受
け
つ
つ
こ
の
点
に
注
目
し
、﹁
ひ
と
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
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は
虚
無
の
中
の
島
だ
。多
島
海
を
行
く
船
客
の
よ
う
に
、読
者
は
次
々

と
島
を
送
り
迎
え
る
が
、
島
と
島
の
間
は
完
全
な
非
在
で
あ
る
。
存

在
の
非
連
関
性
、
時
間
の
非
連
続
性
を
透
写
す
る
非
連
続
の
文
体
。

動
作
と
動
作
、
事
物
と
事
物
、
動
作
と
事
物
の
間
の
因
果
的
連
関
は

最
小
限
に
節
約
さ
れ
る
﹂
と
論
ず
る︶

₁₆
︵

。
日
野
に
よ
れ
ば
、
接
続
詞
を

斥
け
た
各
々
の
セ
ン
テ
ン
ス
は
、
連
続
性
を
備
え
た
世
界
を
構
成
せ

ず
、
そ
の
向
こ
う
に
は
﹁
虚
無
﹂
と
﹁
非
在
﹂
し
か
な
い
。
日
野
の

い
わ
ゆ
る
﹁
非
連
続
の
文
体
﹂
は
、
対
象
世
界
の
空
間
的
な
連
続
性

を
切
断
し
、
遠
い
対
象
と
近
い
そ
れ
と
を
い
わ
ば
同
一
の
平
面
上
に

配
列
し
て
い
る
。
そ
の
文
体
は
何
者
に
も
帰
属
す
る
こ
と
の
な
い
非

人
称
の
眼
差
し
を
通
じ
て
、
諸
対
象
を
空
間
上
の
遠
近
に
関
わ
ら
ず

均
質
な
解デ
ィ
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ョ
ン

像
度
の
も
と
に
可
視
化
し
て
い
る
の
だ
。
次
節
で
は
、

こ
う
し
て
対
象
世
界
を
隅
々
ま
で
明
る
み
に
出
そ
う
と
す
る
こ
の
小

説
の
叙
述
が
、主
人
公
を
い
か
に
塑
像
し
て
い
る
か
を
み
て
い
こ
う
。

三
冒
頭
の
光
景
に
続
き
、
語
り
手
は
主
人
公
を
次
の
よ
う
な
仕
方
で

作
品
の
世
界
へ
と
導
き
入
れ
る
。

　

日
が
暮
れ
は
て
た
こ
ろ
、
一
人
の
猟
師
の
若
者
が
、
手
に
は

巨
き
な
平
目
を
ぶ
ら
さ
げ
て
、
村
か
ら
燈
台
へ
む
か
ふ
登
り
一

方
の
山
道
を
急
い
で
ゐ
た
。

　

一
昨
年
新
制
中
学
を
出
た
ば
か
り
だ
か
ら
、
ま
だ
十
八
で
あ

る
。
背
丈
は
高
く
、
体
つ
き
も
立
派
で
、
顔
だ
ち
の
稚
な
さ
だ

け
が
そ
の
年
齢
に
適
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
以
上
日
焼
け
し
や
う
の

な
い
肌
と
、こ
の
島
の
人
た
ち
の
特
色
を
な
す
形
の
よ
い
鼻
と
、

ひ
び
わ
れ
た
唇
を
持
つ
て
ゐ
る
。
黒
目
が
ち
な
目
は
よ
く
澄
ん

で
ゐ
た
が
、そ
れ
は
海
を
職
場
と
す
る
者
の
海
か
ら
の
賜
物
で
、

決
し
て
知
的
な
澄
み
方
で
は
な
か
つ
た
。
彼
の
学
校
に
お
け
る

成
績
は
ひ
ど
く
わ
る
か
つ
た
の
で
あ
る
。 

（
第
一
章
）

登
場
し
た
主
人
公
が
﹁
若
者
﹂
と
の
み
呼
ば
れ
、
第
一
章
末
尾
ま

で
﹁
新
治
﹂
と
い
う
名
が
明
か
さ
れ
な
い
の
は
、
個
性
を
漂
白
し
た

神
話
的
象
徴
と
し
て
彼
を
作
品
に
導
入
す
る
た
め
の
操
作
で
あ
る
。

後
に
も
﹁
す
こ
し
も
物
を
考
へ
な
い
少
年
だ
つ
た
﹂、﹁
若
者
の
心
に

は
想
像
力
が
欠
け
て
ゐ
た
﹂
と
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
、
語
り
手
は

こ
の
美
し
い
若
者
が
彼
固
有
の
内
面
性
を
欠
く
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に

強
調
す
る
。

第
一
章
で
﹁
一
人
の
見
知
ら
ぬ
少
女
﹂
初
江
を
一
目
見
た
新
治
は
、

以
来
﹁
ふ
し
ぎ
な
不
安
﹂
に
囚
わ
れ
る
。﹁
一
度
も
病
気
を
し
た
こ

の
と
な
い
若
者
は
、
こ
れ
が
病
気
と
い
ふ
う
も
の
で
は
な
い
か
と
怖

れ
た
﹂
と
、
恋
を
は
じ
め
た
主
人
公
が
そ
れ
を
﹁
恋
﹂
と
は
知
ら
な

い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
主
人
公
は
恋
愛
心
理
か
ら
隔
て
ら
れ
、
未

だ
そ
れ
に
汚
染
さ
れ
な
い
天ナ
イ
ー
ヴ真

な
存
在
と
し
て
象
ら
れ
る
の
で
あ
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る
。養

女
に
や
ら
れ
て
い
た
初
江
が
島
に
戻
っ
て
く
る
と
、
川
本
家
の

安
夫
が
彼
女
の
入
聟
に
な
る
と
い
う
噂
が
囁
か
れ
る
。﹁
こ
れ
を
き

く
と
真
暗
に
な
つ
た
﹂
新
治
が
あ
る
日
、
夕
闇
の
浜
で
事
の
真
相
を

初
江
に
問
い
質
す
と
、
初
江
は
﹁
あ
ほ
。
大
う
そ
や
﹂
と
こ
れ
を
否

定
す
る
。

二
人
の
頬
は
大
へ
ん
近
く
な
つ
た
。
お
互
ひ
の
匂
ひ
が
潮
の
香

の
や
う
に
強
く
嗅
が
れ
、
お
互
ひ
の
熱
さ
が
わ
か
つ
た
。
ひ
び

わ
れ
た
乾
い
た
唇
が
触
れ
合
つ
た
。そ
れ
は
少
し
塩
辛
か
つ
た
。

海
藻
の
や
う
だ
と
新
治
は
思
つ
た
。
そ
の
瞬
間
が
す
ぎ
る
と
、

若
者
は
こ
の
生
れ
て
は
じ
め
て
の
経
験
の
う
し
ろ
め
た
さ
に
駆

ら
れ
、
身
を
離
し
て
立
上
つ
た
。 

（
第
五
章
）

初
め
て
接
吻
を
交
わ
し
た
主
人
公
に
は
、
性
的
欲
望
も
心
理
的
交

錯
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
触
れ
た
唇
の
味
を
﹁
海
藻
の
や
う
だ
﹂

と
感
じ
た
と
い
う
新
治
は
、
た
だ
﹁
う
し
ろ
め
た
さ
﹂
を
抱
く
だ
け

で
あ
る
。
接
吻
の
の
ち
に
快
活
さ
を
取
り
戻
し
た
新
治
は
、
次
の
よ

う
に
描
き
出
さ
れ
る
。

　

若
者
は
彼
を
と
り
ま
く
こ
の
豊
饒
な
自
然
と
、
彼
自
身
と
の

無
上
の
調
和
を
感
じ
た
。
彼
の
深
く
吸
ふ
息
は
、
自
然
を
つ
く

り
な
す
目
に
見
え
ぬ
も
の
の
一
部
が
、
若
者
の
体
の
深
み
に
ま

で
滲
み
入
る
や
う
に
思
は
れ

0

0

0

、
彼
の
聴
く
潮
騒
は
、
海
の
巨
き

な
潮う
し
ほ

の
流
れ
が
、
彼
の
体
内
の
若
々
し
い
血
潮
の
流
れ
と
調

べ
を
合
は
せ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
た

0

0

0

0

。
新
治
は
日
々
の
生
活

に
、
別
に
音
楽
を
必
要
と
し
な
か
つ
た
が
、
自
然
が
そ
の
ま
ま

音
楽
の
必
要
を
充
た
し
て
ゐ
た
か
ら
に
相
違
な
い

0

0

0

0

。

 

（
第
六
章
、
強
調
は
引
用
者
）

語
り
手
は
こ
の
よ
う
に
、主
人
公
の
命
運
と
自
然
の
運
行
と
の﹁
無

上
の
調
和
﹂
を
言
祝
ぎ
、
初
江
と
の
結
び
つ
き
が
彼
自
身
の
内
面
に

で
は
な
く
自
然
と
い
う
﹁
他
動
的
な
力
﹂
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
強
意
す
る
。
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
も
選
ば
れ
た
﹁
潮
騒
﹂
は
、

主
人
公
と
彼
を
取
り
囲
む
自
然
と
の
、﹁
調
べ
を
合
は
せ
て
ゐ
る
﹂
か

の
よ
う
な
相
称
性
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
修
辞
は
自
然
を
擬

人
化
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
主
人
公
を
自
然
そ
の
も
の
に
擬
し
、
彼

と
自
然
と
を
対
等
な
関
係
に
置
く
。
主
人
公
の
内
面
は
固
有
の
奥
行

を
与
え
ら
れ
ず
、
外
部
の
自
然
と
同
じ
く
可
視
的
な
領
界
に
配
置
さ

れ
て
い
る
の
だ
。

た
だ
し
野
島
秀
勝
が
こ
れ
を
﹁
作
者
の
発
言
な
い
し
注
釈
﹂
も
し

く
は
﹁
作
者
の
願
望
投
射
﹂
と
見
做
す
よ
う
に︶

₁₇
︵

、
右
の
措
辞
は
主
人

公
が
も
つ
言
葉
と
の
均
衡
を
欠
い
て
い
る
。
主
人
公
が
﹁
若
者
﹂﹁
新

治
﹂﹁
彼
﹂
と
名
指
さ
れ
る
ば
か
り
で
自
称
詞
が
用
い
ら
れ
な
い
こ

と
は
、そ
の
こ
と
を
傍
証
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
叙
述
で
は
、

主
人
公
が
彼
を
こ
れ
ら
の
三
人
称
で
呼
ぶ
座
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
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た
め
、﹁
思
は
れ
た
﹂﹁
相
違
な
い
﹂
と
い
う
判
断
が
、
必
ず
し
も
彼

自
身
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
露
顕
す
る
。
主
人
公
の
意
識
の

動
き
を
再
現
し
て
い
る
か
に
み
え
る
叙
述
は
こ
の
よ
う
に
、
実
は
彼

の
言
葉
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。
引
用
符
﹁　

﹂
に
括
ら
れ
た
会
話

文
の
場
合
で
さ
え
、
語
り
手
は
﹁
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ほ
ど
理
路
井
然
と

で
は
な
く
、
前
後
し
た
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
の
話
し
方
で
は
あ
つ
た
が
、

若
者
は
め
づ
ら
し
く
能
弁
に
、
ざ
つ
と
こ
ん
な
こ
と
を
少
女
に
話
し

た
﹂
と
断
り
、
こ
こ
で
語
ら
れ
た
言
葉
と
新
治
の
拙
い
言
葉
と
の
不

一
致
を
明
示
す
る
の
で
あ
る
。

あ
る
嵐
の
日
、
観
的
哨
で
待
ち
合
わ
せ
た
新
治
と
初
江
が
裸
に
な

っ
て
焚
火
の
前
で
抱
擁
を
交
わ
す
場
面
は
、
本
書
の
山
場
の
ひ
と
つ

に
数
え
ら
れ
る
。
新
治
が
眠
り
か
ら
醒
め
る
と
、﹁
焔
の
む
か
う
﹂
に

﹁
水
に
濡
れ
た
全
身
を
火
に
乾
か
す
﹂
初
江
の
姿
が
﹁
お
ぼ
ろ
げ
﹂

に
浮
び
上
が
る
。

決
し
て
色
白
と
は
い
へ
な
い
肌
は
、
潮
に
た
へ
ず
洗
は
れ
て
滑

ら
か
に
引
締
り
、
お
互
ひ
に
は
に
か
ん
で
ゐ
る
か
の
や
う
に
心

も
ち
顔
を
背
け
合
つ
た
一
双
の
固
い
小
さ
な
乳
房
は
、
永
い
潜

水
に
も
耐
へ
る
広
や
か
な
胸
の
上
に
、
薔
薇
い
ろ
の
一
双
の
蕾

を
も
ち
あ
げ
て
ゐ
た
。
新
治
は
見
破
ら
れ
る
の
が
怖
さ
に
、
ほ

ん
の
す
こ
し
し
か
目
を
あ
け
て
ゐ
な
か
つ
た
の
で
、
こ
の
姿
は

ぼ
ん
や
り
と
し
た
輪
郭
を
保
ち
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
天
井
に
と

ど
く
ほ
ど
の
焔
を
透
か
し
て
、
火
の
た
ゆ
た
ひ
に
紛
れ
て
眺
め

ら
れ
た
。 

（
第
八
章
）

三
好
行
雄
が
﹁
比
喩
や
擬
人
法
の
多
彩
さ
﹂
に
注
目
を
促
し
た
上

で
﹁
新
治
の
眼
に
初
江
の
乳
房
が
、
決
し
て
こ
ん
な
ふ
う
に
見
え
て

い
な
か
っ
た
の
も
確
か
で
あ
る
﹂
と
指
摘
す
る
と
お
り︶

₁₈
︵

、
初
江
の
肉

体
を
描
き
出
す
叙
述
は
、新
治
が
知
覚
し
た
対
象
の
再
現
で
は
な
い
。

こ
の
光
景
の
叙
述
で
は
、
非
人
称
の
眼
差
し
が
い
わ
ば
新
治
が
見
た

以
上
の
も
の
を
捉
え
て
い
る
。﹁
火
の
た
ゆ
た
ひ
﹂
に
遮
ら
れ
た
初

江
の
裸
は
、
新
治
の
薄
く
開
か
れ
た
目
に
は
﹁
ぼ
ん
や
り
と
﹂
し
か

見
え
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
、
新
治
の

内
的
意
識
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
明
敏
に
可
視
化
さ
れ
、
内

部
へ
の
奥
行
を
欠
い
た
純
粋
な
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
象
ら
れ
る
。
簡
潔

な
が
ら
多
彩
な
修
辞
を
施
し
た
そ
の
文
体
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
叙
述

は
こ
の
と
き
、
主
人
公
の
目
に
見
え
た
も
の
か
ら
乖
離
し
て
い
る
こ

と
を
あ
え
て
露
出
さ
せ
、
彼
の
視
覚
像
の
再
現
と
は
別
様
の
、
文
体

そ
れ
自
身
が
も
た
ら
す
可
視
性
の
も
と
に
こ
の
光
景
を
組
み
立
て
て

い
る
の
で
あ
る
。

新
治
が
起
き
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
初
江
は
、﹁
目
を
あ
い
ち
や

い
か
ん
ぜ
！
﹂
と
訴
え
る
。
と
こ
ろ
が
新
治
は
も
う
目
を
閉
じ
よ
う

と
は
せ
ず
、
二
人
は
そ
の
ま
ま
焔
を
隔
て
て
裸
に
な
る
。

　
﹁
そ
の
火
を
飛
び
越
し
て
来
い
。
そ
の
火
を
飛
び
越
し
て
き
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た
ら
﹂

　

少
女
は
息
せ
い
て
は
ゐ
る
が
、
清
ら
か
な
弾
ん
だ
声
で
言
つ

た
。
裸
の
若
者
は
躊
躇
し
な
か
つ
た
。
爪
先
に
弾
み
を
つ
け
て
、

彼
の
炎
に
映
え
た
体
は
、
火
の
な
か
へ
ま
つ
し
ぐ
ら
に
飛
び
込

ん
だ
。
次
の
刹
那
に
そ
の
体
は
少
女
の
す
ぐ
前
に
あ
つ
た
。
彼

の
胸
は
乳
房
に
軽
く
触
れ
た
。『
こ
の
弾
力
だ
。
前
に
赤
い
セ

エ
タ
ア
の
下
に
俺
が
想
像
し
た
の
は
こ
の
弾
力
だ
』
と
若
者
は

感
動
し
て
思
つ
た
。
二
人
は
抱
き
合
つ
た
。
少
女
が
先
に
柔
ら

か
く
倒
れ
た
。 

（
第
八
章
）

引
用
符
『　

』
に
括
ら
れ
た
叙
述
も
ま
た
、
新
治
の
思
う
と
こ
ろ

の
再
現
と
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
新
治
が
﹁
赤

い
セ
エ
タ
ア
﹂
を
着
る
初
江
と
接
し
た
場
面
の
叙
述
は
、
次
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
固
い
支
へ
を
隠
し
て
ゐ
た
か
の
や
う
な
セ
エ
タ
ア
の

小
高
い
盛
上
り
は
、
乱
暴
に
叩
か
れ
て
微
妙
に
揺
れ
た
。
新
治

は
感
心
し
て
そ
れ
を
眺
め
た
。
乳
房
は
、
打
ち
か
か
る
彼
女
の

平
手
に
、
却
つ
て
じ
や
れ
て
ゐ
る
小
動
物
の
や
う
に
見
え
た
。

若
者
は
そ
の
運
動
の
弾
力
の
あ
る
柔
ら
か
さ
に
感
動
し
た
。
は

た
か
れ
た
黒
い
一
線
の
汚
れ
は
落
ち
た
。 

（
第
四
章
）

こ
の
と
き
の
初
江
の
乳
房
と
そ
の
﹁
弾
力
の
あ
る
柔
ら
か
さ
﹂
も

ま
た
、
多
彩
な
修
辞
と
と
も
に
詳
さ
に
可
視
化
さ
れ
て
い
る
。
だ
が

新
治
は
た
ん
に
﹁
感
心
し
て
そ
れ
を
眺
め
﹂、﹁
柔
ら
か
さ
に
感
動
し

た
﹂
に
す
ぎ
な
い
。
焚
火
の
前
で
乳
房
に
触
れ
た
際
、
新
治
は
﹁
前

に
赤
い
セ
エ
タ
ア
の
下
に
俺
が
想
像
し
た
の
は
こ
の
弾
力
だ
﹂
と
思

っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
に
対
応
す
べ
き
﹁
想
像
﹂
の
機
微
は
、
当
該

の
場
面
で
は
描
き
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
主
人
公
の
意

識
を
再
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
叙
述
が
、
実
は
彼
の
意
識
し
た
内

容
に
還
元
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
本
作
の
叙
述
は
こ
の
よ
う
に
、

内
的
な
意
識
を
主
人
公
か
ら
奪
い
、
彼
の
意
識
に
み
せ
か
け
ら
れ
た

領
界
を
も
れ
な
く
明
る
み
に
出
し
て
ゆ
く
。
そ
の
領
界
は
明
晰
か
つ

修
辞
的
な
文
体
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
、
彼
自
身
か
ら
は
引
き
剥
が
さ

れ
て
い
る
。
叙
述
は
主
人
公
の
内
面
が
彼
自
身
に
は
帰
属
し
な
い
こ

と
を
あ
え
て
露
顕
さ
せ
る
文
体
を
も
っ
て
、
そ
の
恋
の
は
じ
ま
り
を

準
備
す
る
の
で
あ
る
。

四
前
半
部
で
主
人
公
の
恋
愛
に
糸
口
を
ひ
ら
い
た
『
潮
騒
』
は
、
中

盤
に
そ
れ
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
筋
立
て
を
設
け
る
。
す
な
わ
ち
、

二
人
の
恋
を
邪
魔
す
る
第
三
者
の
介
入
で
あ
る
。
二
人
の
仲
が
島
の

人
々
の
噂
に
な
る
と
、
初
江
の
父
照
吉
は
娘
に
新
治
と
会
う
こ
と
を

禁
ず
る
。
こ
の
間
、
親
方
の
十
吉
の
仲
介
で
内
緒
の
手
紙
が
初
江
か

ら
よ
こ
さ
れ
る
。
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新
治
は
考
へ
る
こ
と
が
上
手
で
な
か
つ
た
の
で
、
初
江
に
会

ふ
べ
き
何
の
手
だ
て
も
見
つ
か
ら
な
か
つ
た
。
今
ま
で
だ
つ
て

逢
瀬
は
稀
で
あ
つ
た
が
、
ま
た
逢
ふ
日
の
た
の
し
み
が
待
つ
間

を
忍
ば
せ
た
。
今
は
会
へ
な
い
と
思
ふ
と
、
会
ひ
た
い
思
ひ
が

募
り
、
さ
り
と
て
十
吉
に
あ
の
や
う
に
誓
つ
た
以
上
、
漁
を
休

む
こ
と
も
で
き
な
い
新
治
は
、
毎
夜
漁
か
ら
か
へ
つ
て
の
ち
、

人
通
り
の
果
て
た
こ
ろ
を
見
計
ら
つ
て
、
初
江
の
家
の
ま
は
り

を
う
ろ
つ
く
ほ
か
に
術
が
な
か
つ
た
。 

（
第
十
二
章
）

右
は
、
恋
を
知
ら
な
か
っ
た
新
治
の
、
初
江
に
対
す
る
恋
愛
感
情

を
端
的
に
物
語
る
。
新
治
自
身
は
﹁
恋
愛
﹂
と
い
う
語
彙
を
持
た
な

い
が
、
彼
が
初
江
に
﹁
会
ひ
た
い
思
ひ
﹂
を
募
ら
せ
る
の
は
、﹁
今
は

会
へ
な
い
と
思
ふ
﹂
か
ら
で
あ
る
。
主
人
公
の
恋
愛
は
、
そ
れ
を
妨

害
す
る
第
三
者
の
介
入
を
経
て
は
じ
め
て
確
か
な
も
の
に
な
る
の

だ
。こ

こ
で
興
味
深
い
の
は
、
二
人
の
邪
魔
者
と
し
て
働
く
第
三
者
に

つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
通
俗
的
な
意
味
で
の
﹁
文
学
﹂
の
教
養
を
有

す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
相
応
し
い
自
意
識
を
抱
え
て
い
る
こ
と

が
強
調
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
新
治
に
恋
心
を
寄
せ
る
、
燈
台
長
の
娘

千
代
子
が
そ
の
一
人
で
あ
る
。

千
代
子
は
い
つ
も
陰
気
な
表
情
を
し
、
自
分
が
美
し
く
な
い
と

い
ふ
こ
と
を
、
た
え
ず
依
怙
地
に
考
へ
て
ゐ
た
。
今
の
と
こ
ろ

こ
れ
が
、
東
京
の
大
学
で
仕
込
ん
で
き
た｢

教
養｣

の
最
も
目

立
つ
成
果
で
あ
つ
た
。し
か
し
こ
れ
ほ
ど
世
の
常
の
顔
立
ち
を
、

そ
ん
な
に
美
し
く
な
い
と
考
へ
込
む
の
は
、
ひ
ど
く
美
人
だ
と

思
ひ
込
む
の
と
同
じ
く
ら
ゐ
に
、
僭
越
な
こ
と
だ
つ
た
か
も
し

れ
な
い
。 

（
第
七
章
）

東
京
の
大
学
で
英
文
学
を
学
び
、
過
剰
な
自
意
識
に
苦
し
め
ら
れ

る
千
代
子
は
、
天ナ
イ
ー
ヴ真

な
主
人
公
ら
の
場
合
と
は
調
子
を
変
え
て
シ
ニ

カ
ル
に
描
き
出
さ
れ
る
。
嵐
の
日
、
観
的
哨
か
ら
降
り
て
く
る
新
治

と
初
江
を
見
て
し
ま
っ
た
千
代
子
は
、
初
江
の
婿
候
補
の
安
夫
に
こ

の
こ
と
を
口
外
す
る
。
二
人
の
恋
を
邪
魔
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
千
代
子
は
罪
の
感
情
に
苛
ま
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

だ
れ
も
忙
し
く
て
千
代
子
に
目
も
く
れ
な
か
つ
た
。
毎
日
の
な

り
は
ひ
の
単
調
な
し
か
し
力
強
い
渦
が
、
こ
の
人
た
ち
を
し
つ

か
り
と
と
ら
へ
、
そ
の
体
と
心
を
奥
底
か
ら
燃
や
し
て
を
り
、

自
分

0

0

の
や
う
に
感
情
の
問
題
に
熱
中
し
て
ゐ
る
人
間
は
、
一
人

も
ゐ
や
し
な
い
の
だ
と
千
代
子
は
思
ふ
と
、
す
こ
し
恥
か
し
い

気
持
が
し
た
。 

（
第
十
一
章
、
強
調
は
引
用
者
）

右
引
用
の
﹁
毎
日
の
﹂
に
始
ま
る
一
文
は
、﹁
自
分
﹂
と
い
う
自
称

詞
が
無
理
な
く
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、﹁
と
千

代
子
は
思
ふ
と
﹂
ま
で
が
彼
女
自
身
が
心
内
に
発
し
た
言
葉
の
再
現

と
見
做
し
う
る
。
彼
女
の
心
理
描
写
は
主
人
公
の
場
合
と
は
対
照
的
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に
、
彼
女
自
身
の
有
す
る
言
葉
と
よ
く
均
衡
し
て
い
る
。
語
り
手
は

シ
ニ
カ
ル
な
調
子
で
彼
女
の
心
理
を
描
き
出
し
、
内
向
的
な
文
学
少

女
と
し
て
導
入
し
た
こ
の
人
物
を
、
そ
の
﹁
教
養
﹂
ゆ
え
に
軽
蔑
し

て
み
せ
る
の
で
あ
る
。

安
夫
も
ま
た
、
陳
腐
な
﹁
教
養
﹂
を
も
つ
が
た
め
に
、
こ
の
小
説

で
は
嘲
弄
的
に
扱
わ
れ
る
。
語
り
手
が
﹁
憎
気
は
な
い
が
、
薄
い
眉

は
小
狡
さ
う
で
あ
る
﹂
と
揶
揄
す
る
青
年
安
夫
は
、
観
的
哨
で
の
出

来
事
を
千
代
子
か
ら
聞
き
つ
け
る
と
、
新
治
に
対
す
る
競
争
心
に
駆

ら
れ
て
初
江
を
組
み
伏
せ
よ
う
と
す
る
。

　

安
夫
は
や
つ
と
威
厳
を
取
戻
し
て
初
江
の
目
を
に
ら
ん
だ
。

十
分
落
着
い
て
堂
々
と
女
を
口
説
い
て
ゐ
る
つ
も
り
の
安
夫

は
、
わ
れ
し
ら
ず
、
想
像
上
の
新
治
の
か
う
し
た
場
合
の
正
々

堂
々
さ
を
模
倣
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。 
（
第
九
章
）

島
の
若
者
と
し
て
は
珍
し
く
﹁
標
準
語
﹂
を
操
り
、﹁
都
会
の
三
文

雑
誌
に
よ
く
出
て
く
る
、﹁
征
服
さ
れ
た
﹂
女
の
告
白
﹂
を
好
む
と
い

う
安
夫
は
、
持
ち
前
の
想
像
力
を
活
か
し
て
﹁
想
像
上
の
新
治
﹂
を

模
倣
し
て
い
る
。
そ
こ
に
飛
ん
で
き
た
蜂
に
邪
魔
さ
れ
る
と
、
安
夫

は
﹁
な
あ
、
親
爺
に
告
げ
口
せ
ん
と
い
て
く
れ
﹂
と
初
江
に
泣
き
つ

く
が
、
語
り
手
は
そ
の
姿
を
﹁
ま
こ
と
に
可
笑
し
か
つ
た
﹂
と
あ
か

ら
さ
ま
に
嘲
ら
ず
に
は
い
な
い
。
二
人
の
仲
を
妨
害
し
、
恋
愛
心
理

と
は
無
縁
だ
っ
た
主
人
公
を
恋
へ
と
導
く
二
人
の
脇
役
、
千
代
子
と

安
夫
は
、
天ナ
イ
ー
ヴ真
な
主
人
公
た
ち
と
は
対
照
的
に
こ
の
時
代
の
子
に
相

応
し
く
、
陳
腐
な
文
学
趣
味
に
冒
さ
れ
た
人
物
と
し
て
戯
画
化
さ
れ

て
い
る
の
だ
。

青
海
健
は
作
中
で
の
千
代
子
の
役
割
に
注
目
し
、﹁
主
人
公
た
ち
の

幸
福
な
物
語
を
外
か
ら
の
ぞ
き
見
す
る
外
部
か
ら
の
視
線
、
つ
ま
り

千
代
子
は
『
潮
騒
』
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
の
自
意
識
で
あ
り
、
作

品
内
の
物
語
を
相
対
化
す
る
作
者
の
眼
で
あ
る
﹂
と
論
ず
る
。﹁
自

意
識
の
排
除
を
も
く
ろ
ん
だ
作
品
自
体
の
中
に
、
す
で
に
自
意
識
的

な
存
在
者
が
混
入
し
て
い
る
の
だ
﹂、
と︶

₁₉
︵

。
し
か
し
作
品
の
筋
立
て

に
即
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
﹁
自
意
識
的
な
存
在
者
﹂
こ
そ
が
、
シ
ニ

カ
ル
な
調
子
で
﹁
相
対
化
﹂
さ
れ
、
自
己
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
後
年
、
三
島
は
こ
の
作
品
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
化
を
振

り
返
り
、﹁﹁
潮
騒
﹂
の
通
俗
的
成
功
と
、
通
俗
的
な
受
け
入
れ
ら
れ

方
は
、
私
に
ま
た
冷
水
を
浴
び
せ
る
結
果
に
な
り
、
そ
の
後
ギ
リ
シ

ア
熱
が
だ
ん
だ
ん
に
さ
め
る
キ
ッ
カ
ケ
に
も
な
つ
た︶

₂₀
︵

﹂と
回
想
す
る
。

作
中
で
愚
弄
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
﹁
通
俗
﹂
な
文
学
趣
味
が
同
時
代

の
大
衆
社
会
に
醸
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
皮
肉
に
も
『
潮
騒
』
を

流
行
作
へ
と
押
し
上
げ
た
と
言
っ
て
よ
い︶

₂₁
︵

。三
島
が
落
胆
し
た
の
は
、

本
書
が
﹁
典
型
的
な
恋
愛
物
語︶

₂₂
︵

﹂
と
し
て
ブ
ー
ム
を
呼
ぶ
一
方
で
、

そ
う
し
た
ナ
イ
ー
ヴ
な
典
型
を
象
る
べ
く
作
品
に
蔵
さ
れ
た
、
文
学

趣
味
に
対
す
る
冷
笑
が
見
落
と
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
潮
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騒
』
は
自
意
識
を
備
え
た
人
物
を
あ
え
て
導
入
し
、
な
か
ば
悪
意
を

も
っ
て
彼
ら
の
凡
庸
さ
を
冷
笑
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
的
な
内

面
性
の
駆
逐
と
い
う
主
題
を
よ
り
明
確
な
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

五
『
潮
騒
』
の
執
筆
に
際
し
て
、
作
者
が
小
説
の
舞
台
﹁
歌
島
﹂
の

モ
デ
ル
と
し
た
伊
勢
神
島
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
、
完
成
後
の
映
画
化

（
谷
口
千
吉
監
督
、
東
宝
、
54
・
10
）
を
予
め
見
越
し
て
い
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
作
者
は
神
島
で
行
わ
れ
た
ロ
ケ
に
立
ち
会
っ
た

際
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
零
し
た
。

小
説
で
は
、
ど
ん
な
に
劇
し
い
行
為
を
描
い
て
も
、
作
者
に
は

行
為
の
意
味
だ
け
が
わ
か
つ
て
ゐ
て
、
行
為
の
体
験
と
い
ふ
も

の
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
映
画
俳
優
は
、
目
の
前
で
そ
れ
を
演

じ
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
作
者
は
、
行
為
の
意
味
は
ど

こ
か
へ
行
つ
て
し
ま
つ
て
、
行
為
だ
け
が
動
い
て
ゆ
く
や
う
な

不
安
を
与
へ
ら
れ
る︶

₂₃
︵

。

三
島
に
よ
れ
ば
、
小
説
は
映
画
の
よ
う
に
俳
優
の
肉
体
を
通
じ
て

人
物
の
行
為
を
﹁
体
験
﹂
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
言
語
表
現
と
し

て
の
小
説
に
可
能
な
の
は
、
行
為
を
た
だ
﹁
意
味
﹂
と
し
て
分
節
す

る
こ
と
の
み
だ
と
い
う
の
だ
。
三
島
の
言
う
﹁
劇
し
い
行
為
﹂
は
、

作
品
の
後
半
部
に
配
さ
れ
て
い
る
。
初
江
の
父
照
吉
は
、
安
夫
と
ど

ち
ら
が
婿
に
相
応
し
い
か
を
見
極
め
る
た
め
、
新
治
を
甲
板
見
習
と

し
て
持
船
に
乗
り
組
ま
せ
る
。
新
治
は
出
航
前
に
初
江
か
ら
彼
女
の

写
真
を
譲
り
受
け
る
が
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
安
夫
は
初
江
の
婿
に
な

る
の
は
自
分
だ
と
吹
聴
す
る
。
沖
縄
に
到
着
し
た
船
は
颱
風
に
見
舞

わ
れ
、
運
天
港
に
接
岸
し
た
も
の
の
船
を
繋
ぐ
ワ
イ
ヤ
ー
と
ロ
ー
プ

が
切
れ
そ
う
に
な
る
。
す
る
と
怖
気
づ
く
安
夫
を
尻
目
に
、
新
治
が

修
復
に
名
乗
り
を
上
げ
る
。
新
治
の
勝
利
を
決
し
た
、
本
書
後
半
部

の
山
場
で
あ
る
。

　

若
者
は
力
の
限
り
泳
い
だ
。
巨
大
な
も
の
は
す
こ
し
づ
つ
躙

り
退
い
て
道
を
ひ
ら
い
た
。
固
い
岩
盤
が
鑿
岩
機
に
穿
た
れ
て

ゆ
く
や
う
に
。

　

浮
標
が
手
に
ふ
れ
た
と
き
、
若
者
は
手
を
滑
ら
し
て
押
し
戻

さ
れ
た
。
す
る
と
今
度
は
幸
ひ
波
が
、
胸
を
ほ
と
ん
ど
浮
標
に

ぶ
つ
け
る
ば
か
り
に
、
一
息
に
彼
を
運
ん
で
、
浮
標
に
一
気
に

よ
ぢ
り
登
ら
せ
た
。
新
治
は
深
い
息
を
し
た
。
風
が
彼
の
鼻
孔

と
口
に
ふ
さ
が
つ
た
。 

（
第
十
四
章
）

こ
の
叙
述
は
新
治
の
内
面
の
み
な
ら
ず
、
彼
自
身
に
な
し
う
る
行

為
か
ら
も
乖
離
し
て
い
る
。
作
者
は
『
潮
騒
』
で
は
﹁
わ
が
ア
ル
カ

デ
ィ
ヤ
﹂
を
描
き
出
す
た
め
に
﹁
自
然
の
頻
繁
な
擬
人
化
を
も
辞
さ

な
か
つ
た
﹂
と
自
註
す
る
が︶

₂₄
︵

、
泳
ぐ
彼
の
た
め
に
海
が
﹁
固
い
岩
盤

が
鑿
岩
機
に
穿
た
れ
て
ゆ
く
や
う
に
﹂
道
を
ひ
ら
く
と
い
う
ス
ペ
ク
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タ
ク
ル
は
、
修
辞
と
し
て
し
か
成
り
立
ち
え
な
い
。
お
よ
そ
体
験
的

な
運
動
感
の
な
い
書
割
め
い
た
こ
の
叙
述
で
は
、
言
語
表
現
に
お
い

て
行
為
を
再
現
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
が
リ
ア
ル
な
描
写
に
よ
っ
て

打
ち
消
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
再
現
性
を
欠
い
た
修
辞
に
よ
っ
て
む

し
ろ
露
呈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
の
行
為
を
象
る
こ
れ
ら
の
叙
述

は
、
な
さ
れ
え
た
行
為
の
再
現
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
言
葉
そ
れ
自

体
と
し
て
自
己
完
結
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
非
再
現
的
な
文
体
が
、

語
ら
れ
た
言
葉
を
上
回
る
こ
と
の
な
い
対
象
と
し
て
主
人
公
の
﹁
行

為
の
意
味
﹂
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

作
品
の
最
後
の
場
面
を
検
討
し
よ
う
。
新
治
は
試
練
を
乗
り
越
え

る
と
、よ
う
や
く
初
江
と
の
結
婚
を
認
め
ら
れ
る
。
作
品
冒
頭
で﹁
眺

め
の
も
つ
と
も
美
し
い
も
う
ひ
と
つ
の
場
所
﹂
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

い
た
燈
台
か
ら
、
二
人
は
海
の
光
景
を
眺
め
渡
す
。

　

初
江
が
ふ
た
た
び
喚
声
を
あ
げ
た
。
レ
ン
ズ
の
視
界
に
巨
船

が
入
つ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
あ
ん
ま
り
結
構
な
、
肉
眼
の
見
る
こ
と
の
で
き
な
い

明
晰
で
微
妙
な
映
像
だ
つ
た
の
で
、
若
者
と
許
婚
は
、
船
が
ゆ

つ
た
り
と
レ
ン
ズ
の
視
界
を
よ
ぎ
る
あ
ひ
だ
、
譲
り
合
つ
て
か

は
る
が
は
る
見
た
。

　

船
は
二
三
千
噸
の
貨
客
船
ら
し
い
。
プ
ロ
ム
ネ
イ
ド
・
デ
ツ

キ
の
奥
の
、
白
い
卓
布
を
敷
い
た
い
く
つ
か
の
テ
ー
ブ
ル
と
椅

子
が
は
つ
き
り
見
え
る
。
人
一
人
ゐ
な
い
。

　

食
堂
ら
し
い
そ
の
部
屋
の
奥
に
、
白
瀝
青
塗
り
の
壁
と
窓
が

み
え
、
ふ
と
右
方
か
ら
、
一
人
の
白
服
の
ボ
オ
イ
が
現
は
れ
て
、

窓
の
前
を
横
切
つ
た
。
…
… 

（
第
十
六
章
）

二
人
が
覗
く
望
遠
鏡
の
レ
ン
ズ
に
は
、
は
る
か
遠
い
船
上
の
﹁
テ

ー
ブ
ル
と
椅
子
﹂、﹁
壁
と
窓
﹂、﹁
白
服
の
ボ
オ
イ
﹂
が
事
細
か
に
映
し

出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
遠
景
を
レ
ン
ズ
と
い
う
平
面
の
上
に
拡
大

し
て
映
し
出
す
望
遠
鏡
の
機
構
は
、
遠
い
対
象
で
あ
れ
近
い
対
象
に

等
し
い
解
像
度
で
可
視
化
す
る
。
冒
頭
と
末
尾
に
配
さ
れ
た
燈
台
か

ら
の
海
景
が
、
い
ず
れ
も
望
遠
鏡
の
レ
ン
ズ
を
通
し
て
﹁
肉
眼
の
見

る
こ
と
の
で
き
な
い
明
晰
で
微
妙
な
映
像
﹂
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
こ
の
小
説
の
自
然
描
写
の
方
法
そ
の
も
の
を
解
き
あ
か

し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
に
続
く
の
が
、
次
の
叙
述
で
あ
る
。

　

今
に
し
て
新
治
は
思
ふ
の
で
あ
つ
た
。
あ
の
や
う
な
辛
苦
に

も
か
か
は
ら
ず
、
結
局
一
つ
の
道
徳
の
中
で
か
れ
ら

0

0

0

は
自
由
で

あ
り
、
神
々
の
加
護
は
一
度
で
も
か
れ
ら

0

0

0

の
身
を
離
れ
た
た
め

し
は
な
か
つ
た
こ
と
を
。
つ
ま
り
闇
に
包
ま
れ
て
ゐ
る
こ
の
小

さ
な
島
が
、
か
れ
ら

0

0

0

の
幸
福
を
守
り
、
か
れ
ら

0

0

0

の
恋
を
成
就
さ

せ
て
く
れ
た
と
い
ふ
こ
と
を
。
…
…（
第
十
六
章
、強
調
は
引
用
者
）

右
の
﹁
思
ふ
の
で
あ
つ
た
﹂
以
下
の
叙
述
も
ま
た
、
主
人
公
の
心

理
描
写
で
あ
る
か
に
み
え
て
、
彼
が
そ
の
内
面
に
発
し
た
言
葉
の
再
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現
と
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
自
称
詞
が
斥
け
ら
れ
た
こ
の
叙
述
で
は
、

主
人
公
ら
を
﹁
か
れ
ら
﹂
と
指
呼
す
る
外
的
な
座
が
設
け
ら
れ
、﹁
思

ふ
﹂
と
こ
ろ
の
帰
属
先
が
主
人
公
自
身
と
一
致
し
な
い
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

若
者
は
美
し
い
歯
を
あ
ら
は
し
て
微
笑
し
た
。
そ
れ
か
ら
自

分
の
シ
ャ
ツ
の
胸
の
か
く
し
か
ら
、
小
さ
な
初
江
の
写
真
を
出

し
て
、
許
婚
に
示
し
た
。

　

初
江
は
そ
つ
と
自
分
の
写
真
に
手
を
ふ
れ
て
、男
に
返
し
た
。

　

少
女
の
目
に
は
矜
り
が
う
か
ん
だ
。
自
分
の
写
真
が
新
治
を

守
つ
た
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
若
者
は
眉
を

聳
や
か
し
た
。
彼
は
あ
の
冒
険
を
切
り
抜
け
た
の
が
自
分
の
力

で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
た
。 

（
第
十
六
章
）

こ
れ
が
『
潮
騒
』
の
終
結
部
で
あ
る
。
新
治
と
初
江
の
す
れ
ち
が

い
を
示
す
こ
の
結
末
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
論
者
が
そ
こ
に
あ
る
種

の
転
調
を
見
出
し
て
き
た
。
た
し
か
に
助
川
徳
是
が
﹁
こ
の
作
品
の

末
尾
か
ら
新
治
は
い
わ
ば
肉
体
を
精
神
の
誇
り
が
冒
す
病
へ
と
傾
こ

う
と
し
て
ゆ
く
﹂
と
解
釈
す
る
よ
う
に︶

₂₅
︵

、
主
人
公
に
は
そ
れ
ま
で
欠

け
て
い
た
内
面
性
が
こ
の
と
き
初
め
て
生
じ
た
か
に
み
え
る
。
し
か

し
、彼
の
意
識
に
関
す
る
叙
述
と
初
江
の
そ
れ
と
は
非
対
称
で
あ
る
。

﹁
自
分
の
写
真
が
新
治
を
守
つ
た
﹂
と
い
う
叙
述
は
、﹁
と
考
へ
た
の

で
あ
る
﹂
と
引
き
受
け
ら
れ
、
そ
れ
が
初
江
の
考
え
か
ら
発
す
る
こ

と
が
端
的
に
示
さ
れ
る
。
対
し
て
、﹁
あ
の
冒
険
を
切
り
抜
け
た
の
が

自
分
の
力
で
あ
る
﹂
と
い
う
叙
述
は
新
治
の
意
識
で
あ
る
よ
う
に
装

い
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
﹁
彼
は
﹂﹁
知
つ
て
ゐ
た
﹂
と
す
る
注
釈

に
挟
ま
れ
、
そ
の
思
い
な
し
の
帰
属
先
と
彼
自
身
と
の
同
一
性
が
打

ち
消
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
﹁
自
分
﹂
と
い
う
自
称
詞
を
用
い
る
も
の

の
、
後
者
の
叙
述
は
前
者
の
そ
れ
に
比
し
て
、
人
物
の
内
な
る
意
識

を
そ
の
ま
ま
再
現
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
表
出
し
て
い
る
の
だ
。
結

末
の
叙
述
は
こ
う
し
て
、
そ
の
向
こ
う
側
に
主
人
公
の
意
識
の
拡
が

り
を
想
定
さ
せ
る
こ
と
を
阻
む
の
で
あ
る
。

先
に
も
瞥
見
し
た
と
お
り
、﹁
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
批
評
﹂
に
代
表
さ

れ
る
同
時
代
の
新
進
批
評
家
た
ち
は
、
戦
後
十
年
間
に
覇
権
化
し
た

戦
後
派
文
学
の
政
治
主
義
的
な
批
評
枠
組
を
拒
否
し
、
実
在
を
超
越

す
る
想
像
力
に
文
学
の
本
源
を
求
め
て
い
た
。
し
か
し
両
者
は
、
言

語
を
あ
く
ま
で
も
言
語
外
の
対
象
―
―
実
在
も
し
く
は
想
像
―
―
の

再
現
手
段
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
前
提
を
共
有
し
て
い
る
。
対
し
て

『
潮
騒
』
の
三
島
由
紀
夫
が
試
み
た
の
は
、
こ
の
前
提
そ
の
も
の
に

否
を
告
げ
、﹁
想
像
力
﹂
と
は
別
様
の
仕
方
で
﹁
小
説
の
﹁
素
朴
な
リ

ア
リ
テ
ィ
ー
﹂﹂
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
で
は

自
然
描
写
に
お
い
て
も
主
人
公
の
心
理
描
写
に
お
い
て
も
メ
タ
フ
ィ

ジ
ッ
ク
な
奥
行
が
排
除
さ
れ
、
対
象
世
界
の
全
て
は
た
だ
言
葉
だ
け

で
可
視
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
可
視
的
な
領
界
は
、
実
在
に
も
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想
像
に
も
還
元
さ
れ
な
い
自
己
完
結
的
な
言
葉
、
外
面
と
し
て
の
言

葉
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
て
い
る
。『
潮
騒
』
に
代
表
さ
れ
る
﹁
古
典

主
義
﹂
時
代
の
三
島
の
文
体
は
こ
の
よ
う
に
、
不
可
視
の
奥
行
を
否

定
し
、
言
葉
の
み
に
よ
っ
て
世
界
の
全
体
を
均
質
か
つ
表
面
的
な
明

る
み
の
も
と
に
置
く
と
こ
ろ
に
特
質
を
も
つ
の
で
あ
る
。

中
野
重
治
は
『
潮
騒
』
に
つ
い
て
、﹁
貧
し
い
漁
村
の
生
活
に
話
を

の
せ
て
い
る
が
、
こ
の
貧
し
さ
の
問
題
、
歌
島
が
世
紀
の
現
実
か
ら

閉
鎖
的
に
お
く
れ
て
い
る
問
題
か
ら
は
読
者
の
眼
を
外
ら
せ
て
だ
け

話
を
運
ん
で
い
る
﹂
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
こ

れ
は
本
作
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
中
野
に

よ
れ
ば
、作
者
は
歌
島
の
美
を
礼
讃
す
る
が
、彼
自
身
が
そ
れ
を
﹁
ほ

ん
と
う
に
も
美
し
い
と
思
つ
て
い
る
の
か
ど
う
か
﹂
は
疑
わ
し
い
。

中
野
は
そ
れ
ゆ
え
﹁
歌
島
の
美
し
さ
の
三
島
に
よ
る
説
教
は
、
金
持

ち
が
貧
乏
人
に
貧
の
た
の
し
さ
、
美
し
さ
を
説
く
の
に
似
て
い
る
﹂

と
し
、
当
事
者
性
を
欠
く
そ
の
審
美
的
表
象
が
本
質
的
に
空
虚
で
あ

り
無
責
任
で
あ
る
こ
と
を
衝
い
た︶

₂₆
︵

。
中
野
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
旧
式

の
道
徳
に
適
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
作
者
の
内
的
な
﹁
信
﹂
と
い
う

倫
理
的
契
機
を
欠
く
が
ゆ
え
に
、
こ
の
作
品
の
﹁
美
﹂
に
は
中
身
が

な
い
と
い
う
の
だ
。
次
の
三
島
の
言
は
、
こ
う
し
た
批
判
に
対
す
る

応
答
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

何
か
ら
何
ま
で
自
分
の
反
対
物
を
作
ら
う
と
い
ふ
気
を
起
し
、

全
く
私
の
責
任
に
帰
せ
ら
れ
な
い
思
想
と
人
物
と
を
、
た
だ
言

語
だ
け
で
組
み
立
て
よ
う
と
い
ふ
考
へ
の
擒
に
な
つ
た
。（﹁
潮

騒
﹂195

︶
₂₇
︵4

）

三
島
が
十
分
に
自
覚
し
て
い
た
よ
う
に
、
美
と
道
徳
と
の
恩
寵
的

な
調
和
の
上
に
築
か
れ
た
『
潮
騒
』
の
牧ア
ル
カ
デ
ィ
ア

歌
的
楽
園
は
、
そ
れ
を
表

象
す
る
作
者
の﹁
責
任
に
帰
せ
ら
れ
な
い
﹂よ
う
な
客
体
で
あ
り
、﹁
た

だ
言
語
だ
け
で
組
み
立
て
よ
う
﹂
と
い
う
志
向
に
も
と
づ
く
が
ゆ
え

に
空
虚
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
何
も
の
に
も
還
元
し
え
な
い
言
葉
そ

れ
自
体
に
の
み
準
拠
し
、
世
界
は
奥
行
の
な
い
そ
の
文
体
に
よ
っ
て

隅
々
ま
で
包
摂
さ
れ
可
視
化
さ
れ
る
。
か
く
て
三
島
の﹁
古
典
主
義
﹂

の
頂
点
に
し
て
終
焉
を
標
し
付
け
る
『
潮
騒
』
は
、
表
象
す
る
主
体

の
内
面
的
な
﹁
信
﹂
を
解
除
す
る
と
こ
ろ
に
可
視
的
な
﹁
美
﹂
を
確

保
し
た
の
だ
。
付
言
す
れ
ば
、
以
後
の
三
島
が
﹁
古
典
主
義
﹂
を
放

棄
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
装
わ
れ
た
﹁
美
﹂
の
空
虚
な
外
面

性
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
お
よ
そ
二
年
後

に
著
さ
れ
た
『
金
閣
寺
』（
新
潮
社
、
56
・
11
）
は
、﹁
美
﹂
と
﹁
信
﹂

と
の
関
係
を
改
め
て
問
い
直
し
、﹁
美
﹂
を
過
剰
な
﹁
信
﹂
に
よ
っ
て

充
填
す
る
試
み
を
宿
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
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︻
注
︼

（
1
）
訳
者
の
平
井
啓
之
は
本
訳
書
の
刊
行
前
、
サ
ル
ト
ル
の
所
説
を
紹
介

す
る
論
文
﹁
想
像
力
の
問
題
﹂（﹁
近
代
文
学
﹂
54
・
６
～
７
）
を
著

し
て
い
る
。

（
2
）
創
刊
号
刊
行
は
六
月
、
第
二
号
刊
行
は
一
二
月
（
二
号
で
廃
刊
）。
同

人
に
は
後
述
す
る
﹁
三
角
帽
子
﹂
の
三
者
の
他
に
日
野
啓
三
・
吉
本

隆
明
・
東
野
芳
明
ら
が
い
る
。

（
3
）
三
角
帽
子
﹁
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
批
評
の
旗
の
下
に
１
わ
れ
ら
の
風
土

を
越
え
て
﹂（﹁
文
学
界
﹂
55
・
４
）

（
4
）
注
３
に
同
じ
。

（
5
）
三
角
帽
子
﹁
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
批
評
の
旗
の
下
に
２
批
評
と
創
作
と

の
間
﹂（﹁
文
学
界
﹂
55
・
５
）

（
6
）
服
部
達
﹁
わ
れ
ら
に
と
つ
て
美
は
存
在
す
る
か 
一 
作
品
評
価
の
混
乱

に
つ
い
て
﹂（﹁
群
像
﹂
55
・
６
）

（
7
）
月
村
敏
行
﹁
服
部
達
の
死
﹂（『
批
評
の
原
理
』
国
文
社
、
74
・
12
）

（
8
）
服
部
達
﹁﹁
近
代
文
学
﹂
的
公
式
の
崩
壊
―
―
一
九
五
五
年
の
収
穫
・

評
論
﹂（﹁
文
学
界
﹂
55
・
12
）

（
9
）三
角
帽
子﹁
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
批
評
の
旗
の
下
に
５
未
来
へ
の
突
破
口
﹂

（﹁
文
学
界
﹂
55
・
８
）

（
10
）
三
島
由
紀
夫
﹁
私
の
小
説
の
方
法
﹂（『
文
章
講
座
４
』
河
出
書
房
、

54
・
９
）

（
11
）
遠
藤
周
作
『
カ
ト
リ
ッ
ク
文
学
の
問
題
―
現
代
の
苦
悩
と
カ
ト
リ
シ

ズ
ム
』（
早
川
書
房
、54
・
７
）。
な
お
、遠
藤
の
出
世
作『
白
い
人
』（﹁
近

代
文
学
﹂
55
・
５
～
６
）『
黄
色
い
人
』（﹁
群
像
﹂
55
・
11
）
は
、
カ

ト
リ
ッ
ク
文
学
の
日
本
的
可
能
性
を
め
ぐ
る
彼
の
問
題
意
識
を
よ
く

映
し
出
し
て
い
る
。

（
12
）
佐
伯
彰
一
﹁『
潮
騒
』
に
つ
い
て
﹂（
三
島
由
紀
夫
『
潮
騒
』
新
潮
文
庫
、

73
・
12
）

（
13
）
竹
内
清
己
﹁『
潮
騒
』
―
そ
の
方
法
と
挑
発
﹂（『
文
学
構
造
―
作
品
の

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』
お
う
ふ
う
、
97
・
３
）

（
14
）
寺
田
透
﹁
美
し
い
海
の
映
像
﹂（﹁
日
本
読
書
新
聞
﹂
54
・
７
・
12
）

（
15
）
服
部
は
こ
こ
で
の
議
論
の
参
照
先
に
つ
い
て
﹁
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の

ア
イ
ヴ
ィ
ン
ス
教
授
は
、
そ
の
美
術
史
研
究
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
時

代
の
遠
近
法
と
近
代
の
遠
近
法
と
の
相
違
を
幾
何
学
的
に
説
明
し
、
前

者
は
触
覚
的
で
あ
り
、
後
者
は
視
覚
的
で
あ
る
と
論
じ
た
﹂
と
言
及
し

て
い
る
。
服
部
は
出
典
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、視
覚
的
（optic

）

と
触
覚
的
（haptic

）
の
対
照
に
つ
い
て
は
、W

illiam
 M

ills Ivins, 

A
rt &

 G
eom

etry:a study in space institutions

（H
arvard U

P, 

1946

）
に
詳
し
い
。

（
16
）
日
野
啓
三
﹁
三
島
由
紀
夫
論
﹂（
中
島
健
蔵
他
︹
編
︺『
現
代
作
家
論

叢
書
（
７
）
昭
和
の
作
家
た
ち
Ⅲ
』
英
宝
社
、55
・
11
）。
柳
瀬
善
治
は
、

の
ち
に
『
存
在
の
芸
術
』（
南
北
社
、
67
・
11
）
に
集
成
さ
れ
る
日
野
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の
現
代
芸
術
論
と
こ
の
『
潮
騒
』
評
と
が
文
脈
を
共
有
す
る
こ
と
を

指
摘
す
る
（『
三
島
由
紀
夫
研
究
―
﹁
知
的
概
観
的
な
時
代
﹂
の
ザ
イ

ン
と
ゾ
ル
レ
ン
』
創
言
社
、
10
・
９
）。
な
お
日
野
は
﹁
現
代
評
論
﹂

同
人
と
し
て
服
部
達
の
近
傍
に
お
り
、『
潮
騒
』
の
刊
行
直
後
、
服
部

・
奥
野
健
男
と
連
名
で
書
評
﹁
小
説
世
界
の
現
状
﹂（﹁
新
日
本
文
学
﹂

54
・
８
）
を
著
し
て
い
る
。
三
者
の
『
潮
騒
』
評
が
多
く
の
共
通
点

を
も
つ
所
以
で
あ
る
。

（
17
）
野
島
秀
勝
﹁﹁
拒
ま
れ
た
者
﹂
の
美
学
―
三
島
由
紀
夫
論
﹂（﹁
群
像
﹂

59
・
２
）

（
18
）
三
好
行
雄
﹁
解
説
﹂（
三
島
由
紀
夫
『
少
年
少
女
日
本
文
学
館 

26 

潮
騒
』

講
談
社
、
88
・
１
）

（
19
）
青
海
健
﹁
三
島
由
紀
夫
と
ニ
ー
チ
ェ
﹂（﹁
群
像
﹂
88
・
６
）

（
20
）
三
島
由
紀
夫
『
私
の
遍
歴
時
代
』（
講
談
社
、
64
・
4
）

（
21
）
昭
和
三
〇
年
前
後
か
ら
本
格
化
す
る
﹁
大
衆
社
会
の
文
学
化
﹂
に
つ

い
て
は
、
拙
論
﹁
三
島
由
紀
夫
『
美
徳
の
よ
ろ
め
き
』
論
―
―
小
説

家
の
明
晰
﹂（﹁
国
語
と
国
文
学
﹂
07
・
７
）
を
参
照
。

（
22
）
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
﹁
三
島
由
紀
夫
著
『
潮
騒
』﹂（﹁
文
芸
﹂
54
・
９
）

（
23
）
三
島
由
紀
夫
﹁﹁
潮
騒
﹂
ロ
ケ
随
行
記
﹂（﹁
婦
人
公
論
﹂
54
・
11
）

（
24
）
三
島
由
紀
夫
『
小
説
家
の
休
暇
』（
講
談
社
、
55
・
11
）

（
25
）
助
川
徳
是
﹁﹁
潮
騒
﹂
―
―
三
島
由
紀
夫
・
主
要
作
品
の
分
析
﹂（﹁
解

釈
と
鑑
賞
﹂
72
・
12
）

（
26
）
な
か
の
し
げ
は
る
﹁﹁
潮
騒
﹂
と
大
人
気
の
な
い
話
﹂（﹁
新
日
本
文
学
﹂

57
・
10
）

（
27
）
三
島
由
紀
夫
﹁
十
八
歳
と
三
十
四
歳
の
肖
像
画
﹂（﹁
群
像
﹂
59
・
５
）

＊ 

『
潮
騒
』
か
ら
の
引
用
は
、
初
刊
本
（
新
潮
社
、
54
・
６
）
を
底
本
と
す

る
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
４
巻
（
新
潮
社
、
01
・
３
）
に
拠
る
。

執
筆
に
際
し
て
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
の
助
成
を
受

け
た
。




