
夏
目
激
石
論

『
行
人
」

に
つ
い
て
の
一
考
察

「行
人
』
は
、
大
正
元
年
十
二
月
六
日
か
ら
翌
一
一
年
十

一
月
十
五
日
ま
で

『東

京
朝
日
新
聞
』
「
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
。
連
載
中
、
胃
潰
蕩
の
た
め
、

同
二
年
四
月
八
日
か
ら
九
月
十
七
日
ま
で
中
断
し
て
い
る
。
作
品
は
、
中
断
前

の
「
友
達
」
「
兄
」
「
帰
っ
て
か
ら
」
と
中
断
後
の
「
塵
労
」
の
四
章
で
成
る
が
、

中
断
を
境
に
前
後
の
主
題
が
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
数
多
い
。
江
藤
淳

氏
は
、

「塵
労
」
の
特
に
「
H
さ
ん
の
手
紙
」
に
お
い
て
、
激
石
は
〈
精
神
を

焦
が
し
て
い
る
観
念
の
吐
露
〉
を
展
開
し
、
そ
れ
を
重
視
し
た
た
め
に
構
成
は

〈
支
離
滅
裂
〉
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
又
、

他
方
で
は
、

二
郎
の
位
置
を

(注
2
)

話
者
に
限
定
せ
ず
〈
生
活
者
〉
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と
で
全
体
を
考
え
、
こ

の
主
題
の
変
化
の
問
題
を
論
究
す
る
傾
向
も
多
く
見
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
も
「
塵
労
」
に
至
ら
し
め
る
何
か
、
構
成
の
失
敗
に
繋
が
る
原
因
を
、

前
三
章
の
二
郎
の
位
置
に
焦
点
を
置
い
て
考
え
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。
た
だ
、
三

-・圃圃・・・z

乗

田

子

角
関
係
的
な
見
地
は
避
け
、
作
品
上
の
疑
問
点
か
ら
展
開
を
試
み
、
そ
れ
ら
を

模
索
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

バ斗寸ウゐ

(沌
3
)

「帰
っ
て
か
ら
」
(
二
十
)
に
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

然
し
自
分
も
既
に

一
家
を
成
し
て
然
る
べ
き
年
輩
だ
し
、
又
小
さ
い

一
軒

の
竃
位
は
、
現
在
の
収
入
で
何
う
か
斯
う
か
維
持
し
て
行
か
れ
る
地
位
な
の
だ

か
ら
、
か
ね
て
か
ら
、
左
右
い
ふ
考
へ
は
ち
ら
/
'
¥
と
無
頓
着
な
自
分
の
頭

を
さ
へ
横
切
っ
た
の
で
あ
る
。

(同
二
十
六
)
に
は
〈
其
日
自
分
が
事
務
所
か
ら
婦
っ
て
〉
と
い
う
文
も
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
、

二
郎
が
〈
事
務
所
〉
に
通
っ
て
、
あ
る
程
度
の
収
入
を
得
る
社

会
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
以
降
の
展
開
で
も
そ
の
様
な
社
会
的
立

場
で
二
郎
は
設
定
さ
れ
て
い
る
。
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そ
の
二
郎
が
「
友
達
」
「兄
」
で
ど
れ
だ
け
の
日
数
旅
行
を
し
て
い
た
か
を
、

具
体
化
し
て
挙
げ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
尚
、
箇
条
書
き
の
冒
頭
に
は

各
章
に
お
け
る
連
載
回
数
を
記
す
が
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
こ
の
場
の
み

算
用
数
字
を
用
い
る
。
又
、
※
印
の
あ
る
も
の
は
、
回
数
が
は
っ
き
り
記
さ
れ

て
お
ら
ず
表
記
よ
り
多
い
期
間
の
可
能
性
が
あ
る
項
で
あ
る
。

マ
「
友
達
」

〈
自
分
は
東
海
道
を
一
息
に
京
都
迄
来
て
、
其
庭
で
四
五
日
用
足
芳
逗
留

し
て
か
ら
、
同
じ
大
阪
の
地
を
踏
む
考
へ
で
あ
〉
り
、
〈
珠
{
疋
の
時
日
を

京
都
で
費
し
た
〉
。少
な
く
と
も
京
都
で
四
日
は
過
ご
し
て
い
る
。
H
休

暇
が
始
ま
っ
て
四
日
。
梅
田
に
着
き
、
岡
田
を
訪
ね
る
の
も
、
京
都
で
の

四
日
目
と
同
日
と
考
え
る
。

岡
田
家
二
日
目
。
〈
岡
田
の
通
っ
て
ゐ
る
石
造
の
曾
祉
の
周
園
を
好
い
加

減
に
歩
き
廻
〉る
が
、
暑
さ
に
堪
え
き
れ
ず
、
又
岡
田
の
家
に
帰
る
。
帰
っ

て
か
ら
、
お
兼
と
会
話
す
る
。
H
五
日
目
。

岡
田
家
三
日
目
。
佐
野
と
会
見
す
る
。
浜
寺
の
料
理
屋
で
岡
田
夫
婦
と
共

に
四
人
で
食
事
を
す
る
。

H
六
日
目
。

〈
自
分
は
三
津
の
消
息
を
待
っ
て
、
猫
一一
一一一
日
岡
田
の
厄
介
に
な
っ
た
。

(
傍
点
筆
者
)
〉

〈
佐
野
に
は
演
寺
で
一
所
に
飯
を
食
っ
た
次
の
晩
又
舎
っ
た
〉
・
・二
三
日

中
の
、

一
日
目
に
当
た
る
。
H
七
日
目
。

〈
翌
朝
自
分
は
岡
田
と

一
所
に
家
を
出
た
〉
:・二
三
日
中
の
、

二
日
目

に
当
た
る
o
H
八
日
目
。

〈
三
津
の
便
り
は
果
し
て
次
の
日
の
午
後
に
な
っ
て
も
来
な
か
っ
た
〉
。腹

l 5 8 10※ 11※ 12 

立
た
し
さ
か
ら
出
発
を
決
め
、

荷
作
り
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ

三
沢
か
ら

の
手
紙
が
着
く
。
一一一
沢
の
入
院
を
知
り
、
岡
田
の
家
を
出
て
病
院
へ
向
か

う
。
三
沢
と
会
っ
た
後
、
彼
の
泊
ま
っ
て
い
た
宿
に
泊
ま
る
。
・:
一
一三
日

中
の
三
日
目
に
当
た
る
。
H
九
日
目。

三
沢
を
見
舞
う
。
〈
兎
も
角
も
も
う
二
三
日
居
て
病
人
の
経
過
を
見
た
上
、

何
う
と
か
矯
ゃ
う
と
分
別
〉
す
る
。
H
十
日
目
。

隣
の
客
の
描
写
。
〈
あ
る
時
は
宿
で
酒
を
飲
ん
で
、

護
者
を
呼
べ
と
怒
鳴

っ
て
ゐ
た
。
×
あ
る
時
は
是
も
義
者
が
何
か
岡
県
面
白
な
話
を
持
ち
込
ん
で

来
た
の
を
〉
ど
ち
ら
も
二
郎
が
眠
ろ
う
と
す
る
時
の
こ
と
で
、
別
の
日
の

夜
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
者
を
十
日
目
の
晩
と
考
え
る
と
後
者
は
そ

の
翌
日
の
晩
と
な
る
。
H
十
一
日
目
。

岡
田
か
ら
電
話
で
妙
な
予
言
を
さ
れ
る
。
三
沢
は
二
郎
に

〈
僕
の
た
め
に

ゐ
て
貰
ふ
必
要
は
な
い
か
ら
、
何
庭
か
へ
行
く
な
ら
遠
慮
な
く
行
っ
て
呉

れ
〉
と
言
う
。
H
十
二
日
目
。

〈
岡
田
か
ら
の
電
話
は
掛
っ
て
来
た
時
大
に
自
分
の
好
奇
心
を
動
揺
さ
せ

た
〉
が

〈
一
晩
経
つ
と
〉
岡
田
に
そ
の
内
容
を
聞
こ
う
か
と
い
う
考
え
も

面
倒
に
な
り
、
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
。

〈
自
分
は
依
然
と
し
て
病
院
の

門
を
潜
っ
た
り
出
た
り
し
た
〉
そ
ん
な
あ
る
朝

〈
あ
の
女
〉
を
見
る
。
岡

田
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
の
も
朝
だ
が
、
そ
の
後
の
展
開
が
そ
れ
ぞ
れ
全
く

重
な
ら
な
い
た
め
、
別
日
の
朝
と
考
え
る
。

三
沢
と

〈
あ
の
女
〉
と
の
関
係
を
聞
く
。

〈
あ
の
女
〉
を
初
め
て
見
た
、

そ
の
日
の
内
の
出
来
事
で
あ
る
。
日
十
三
日
目
。

時
日
が
は

っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
(
二
十
)
に
、

15 16 17 18 21 22※ 

，、d
今
ん

〈
あ
の
室
へ
這
入
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っ
た
ん
だ
。
君
の
蹄
っ
た
後
で
〉
と
い
う
三
沢
の
言
が
あ
る
。一

一
郎
が
〈
あ

の
女
〉
を
見
た
目
と
、
〈
あ
の
女
〉
が
三
沢
の
病
室
の
〈
筋
肉
ふ

〉
に
入
っ

た
の
は
同
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(二
十
二
)
の
描
写
は
全
て
そ
の
病

室
に
お
い
て
の
こ
と
な
の
で
、
入
っ
た
当
日
と
は
別
日
だ
が
、
日
数
が
不

明
な
の
で
最
少
単
位
の
一
日
を
加
算
す
る
。
H
十
四
日
目
。

〈
病
院
に
行
く
た
び
に
〉

二
郎
は
三
沢
か
ら
〈
あ
の
女
〉
の
話
を
聞
か

さ
れ
る
が
、

(二
十
一一
)
で
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
期
間
中
と
重
な
る
可

能
性
が
あ
る
の
で
数
え
な
い
こ
と
と
す
る
。

〈
あ
る
時
自
分
は
「
あ
の
女
」
の
看
護
婦
か
ら
(
略
)
運
勢
早
見
な
ん

と
か
い
ふ
、
玩
具
の
占
ひ
の
本
見
た
様
な
も
の
〉
を
借
り
て
遊
ぶ
。
こ
れ

も
前
項
と
同
様
、

(二
十
一一
)
で
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
期
間
中
の
可
能

性
が
あ
る
の
で
数
え
な
い
こ
と
と
す
る
。
三
沢
に
退
院
を
勧
め
る
場
面
も

同
じ
理
由
か
ら
数
え
な
い
。

〈
自
分
は
其
明
日
〉

一一一
沢
に
退
院
は
も
う
勧
め
な
い
と
言
い
に
行
く
。一

方
、
二
一沢
は
退
院
を
決
め
て
い
る
。
三
一
沢
は
夜
の
急
行
で
帰
る
。
H
十

五
日
目
。

マ
「
兄
」〈

一
一
一
津
を
逢
っ
た
翌
日
又
母
と
兄
夫
婦
と
を
迎
へ
る
た
め
同
じ
停
車
場
に

出
掛
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。〉
H
十
六
日
目
。

兄
・
一
郎
の
口
か
ら
和
歌
の
浦
見
物
が
発
議
さ
れ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、

大
阪
が
暑
い
た
め
で
あ
る
。
〈
賓
際
其
頃
の
大
阪
は
暑
か
っ
た
。

(
略
)

自
分
は
夜
通
し
扇
風
器
を
掛
け
て
子
つ
ノ
¥
鳴
ら
し
た
た
め
、
(
略
)
'

母
か
ら
叱
ら
れ
た
事
さ
へ
あ
っ
た
。〉
夜
通
し
扇
風
機
を
か
け
た
日
が
、
最

23※ 26※ 27 6 

-聞圃圃圃・・・E

8 

低

一
日
は
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て

一
郎
の
発
案
は
、
大
阪
に
到
着

し
て
二
日
日
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
先
例
と
同
様
、
最
少
単
位
の

一
日
を

用
い
る
。
H

十
七
日
目
。

〈自
分
達
は
其
翌
日
の
朝
和
歌
山
へ
向
け
て
立
つ
筈
に
な
っ
て
ゐ
た
。
×
其

前
日
〉
と
は
、
岡
田
か
ら
借
り
た
金
を
返
す
た
め
母
に
無
心
を
頼
む
翌
日

で
あ
る
。

(
七
)
で
〈
立
つ
前
に
〉
金
を
返
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
、
和

歌
の
浦
行
き
が
決
ま
っ
て
す
ぐ
に
母
親
に
頼
ん
で
い
る
と
と
れ
る
。
岡
田

が
訪
ね
て
く
る
の
も
同
日
中
と
な
る
。

〈
翌
日
朝
の
汽
車
で
立
っ
た
自
分
達
は
狭
い
列
車
の
な
か
の
食
堂
で
萱
飯

を
食
っ
た
。〉
H
十
八
日
目
。

〈
朝
起
き
て
〉

一
郎
と
〈
東
洋
第

一
エ
レ
、
ヱ
l
タ

l
〉
に
乗
る
。
H
十

九
日
目
。

〈
朝
に
な
っ
て
自
分
は
母
と
妓
を
例
の
東
洋
第

一
エレ、
Z
l
タ
l
へ
案
内

し
た
。
さ
う
し
て
昨
日
の
様
に
山
の
上
の
猿
に
芋
を
遣
っ
た
。
〉H

二
十

口
u
R口
。

10 16 23 26 

〈
そ
の
明
る
朝
は
〉
捜
・
直
と
和
歌
山
へ
出
掛
け
る
日
で
あ
る
。
〈
午
過

ぎ
〉
出
発
。

(
三
十
二
)
で
、
和
歌
の
浦
が
暴
風
雨
に
包
ま
れ
帰
る
こ
と

が
で
き
な
い
状
況
と
知
る
。
や
む
な
く
一
泊
す
る
こ
と
に
な
る
。
H

二

十

一
日
目
。

〈
翌
日
は
昨
日
と
打
っ
て
繁
っ
て
〉
晴
れ
る
。
朝
食
後
す
ぐ
に
宿
を
出
発
。

和
歌
の
浦
に
帰
っ
て
く
る
。
H

二
十
二
日
目
。

〈自
主
連
は
其
明
る
宵
の
念
行
で
東
京
へ
騎
る
事
に
極
め
て
ゐ
た
。
(
略
)

大
阪
で
中
継
を
す
る
時
間
さ
へ
惜
ん
で
、
す
ぐ
東
京
迄
寝
室
で
通
さ
う
と

39 41 
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云
ふ
の
が
母
と
兄
の
主
張
で
あ
っ
た
。〉
「
帰
っ
て
か
ら
」
(
一
)
で
、
そ
の

予
定
通
り
実
行
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

マ
「
帰
っ
て
か
ら
」

I

和
歌
の
浦
か
ら
大
阪
へ
一戻
り
、
寝
台
列
車
で
東
京
へ
向
か
う
。
車
中
一

泊
。

H
二
十
三
日
目
。

3

〈
我
々
は
斯
う
し
て
東
京
へ
蹄
っ
た
の
で
あ
る
。
〉H
二
十
四
日
目
。

こ
の
結
果
、

二
郎
は
少
な
く
と
も
二
十
四
日
間
の
旅
行
を
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
休
暇
も
同
期
間
か
そ
れ
以
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
教
師
や
学
生

で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
事
務
所
に
通
う
社
会
人
に
こ
の
長
期
休
暇
は
無
理
が
あ

る
。
内
田
道
雄
氏
は
、

二
郎
の
職
業
が
〈
性
質
上
×
相
当
に
自
由
の
効
く
一

面〉

(往
4
)

が
あ
る
か
ら
と
考
え
て
お
ら
れ
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
旅
行

は
最
低
で
二
十
四
日
間
な
の
で
あ
る
。
日
数
が
は
っ
き
り
し
な
い
部
分
ゃ
、

二

郎
の
旅
行
計
画
の
臨
機
応
変
さ
を
考
え
る
と
、
い
く
ら
〈
自
由
の
効
く

一
面
〉

を
持
つ
職
業
に
し
て
も
お
か
し
い
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
参
考
に

〈
大
阪
の

あ
る
保
険
曾
枇
〉
(
「
友
達
」
一
一
)
に
勤
め
て
い
る
岡
田
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。

母
と
兄
夫
婦
の
滞
在
日
数
は
在
外
少
い
も
の
で
あ
っ
た
。
先
づ
市
内
で

一一一一一
日
市
外
で
二一一
一
日
し
め
て
一

週
間
足
ら
ず
で
東
京
へ
蹄
る
議
定
で
出

て
来
た
ら
し
か
っ
た
。
(
略
)

斯
う
は
云
ふ
も
の
》

岡
田
も
、

母
の
滞
在
中
舎
祉
の
方
を
丸
で
休
ん
で
、

毎
日
案
内
ば
か
り
し
て
歩
け
る
程
の
徐
裕
は
無
論
な
か
っ
た
。(「
兄
」
五
)

岡
田
は
二
郎
の
父
の
周
旋
で
こ
の
保
険
会
社
へ
勤
め
出
し
、
そ
の
約

一
年
後
に

お
兼
と
結
婚
し
て
い
る
。
結
婚
し
て
か
ら
〈
彼
是
も
う
五
六
年
近
く
に
な
る
〉

(「
友
達
」
四
)
と
岡
田
本
人
が
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
勤
務
し
て
少
な
く
と

も
六
年
を
経
て
い
る
。
そ
ん
な
岡
田
で
も

一
週
間
足
ら
ず
の
休
暇
を
得
る
余
裕

を
持
た
な
い
。
す
る
と
二
郎
の
場
合
は
ど
う
解
釈
す
れ
ば
よ
い
か
。
作
者
は
「
友

達」
「兄」

を
書
い
て
い
る
段
階
で
、
二
郎
の
社
会
的
地
位
を
考
え
て
い
な
か
っ

た
と
い
え
る
。
そ
の
裏
付
け
と
し
て
、
二
郎
の
就
職
に
関
す
る
筒
所
を
追
っ
て

考
え
て
み
よ
う。

二
郎
の
就
職
を
斡
旋
し
て
く
れ
た
者
は
三
沢
で
あ
っ
た
。
三
沢
は

〈つ

い
近

頃
父
を
失
っ
た
結
果
と
し
て
、
省
妹
二
家
の
主
人
に
成
り
済
ま
し
て
ゐ
た
〉
(
「跨

っ
て
か
ら
」

三
十
)
最
初
三
沢
が
指
名
さ
れ
て
い
た
仕
事
口
で
あ
っ
た
が
、
そ

ん
な
背
後
の
状
況
も
手
伝
っ
て
、

三
沢
は
二
郎
に
譲
っ
た
の
で
あ
る
。
又
、
〈
職

業
の
上
で
は
ふ
わ
/
¥
し
て
浪
人
の
や
う
に
暮
ら
し
て
ゐ
る
が
〉
(
「
塵
労
」
二

十
四
)
結
婚
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
も
、
財
産
を

譲
り
受
け
た
た
め
そ
の
よ
う
な
状
況
が
許
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、

二
郎
の
就
職
は
三
沢
の
父
が
死
ん
で
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
〈
つ

い
近
頃
〉
父
を
亡
く
し
た
と
あ
る
だ
け
な
の
で
二
郎
の
勤
務
期
間
が
定
め
ら
れ

な
い
。
こ
の

〈
つ
い
近
頃
〉
が
い
つ
頃
な
の
か
で
、
二
点
の
疑
問
の
ど
ち
ら
か

に
解
答
が
得
ら
れ
る
。
〈
つ

い
近
頃
〉
が
長
期
旅
行
の
後
で
あ
れ
ば
、

無
職
期

の
旅
行
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

二
十
四
日
間
で
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ

が
旅
行
よ
り
前
で
あ
れ
ば
(
長
期
休
暇
の
事
実
を
百
歩
譲
っ
て
)〈
小
さ
い
一
軒

の
竃
位
は
、
現
在
の
収
入
で
何
う
か
斯
う
か
維
持
し
て
行
か
れ
る
地
位
〉
に
も

会
得
で
き
る
。
で
は
こ
の
〈
つ
い
近
頃
〉
は
推
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
沢
の
父
に
つ
い
て
記
述
が
あ
る
の
は
「
友
達
」
(
三
十
二
)
(
三
十
三
)
の
〈
娘

さ
ん
〉
の
話
の
中
で
あ
る
。

〈
今
か
ら
五
六
年
前
〉
(
同
二
十
三
)
、三
一沢
の
父
は

知
人
の
娘
の
結
婚
を
世
話
し
た
が
、

そ
の
娘
は
〈
一
年
経
っ
か
経
た
な
い
う
ち
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に
〉
(
同
)
夫
の
家
を
出
た
。
と
こ
ろ
が
複
雑
な
事
情
か
ら
実
家
に
も
戻
れ
ず
、

三
沢
の
家
で
預
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
問
彼
女
は
三
沢
が
外
出
す
る
際
必

ず
玄
関
ま
で
送
っ
て
き
た
。
そ
の
様
子
を
〈
父
や
母
は
苦
い
顔
を
〉
(同
三
十
三
)

し
て
見
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
娘
は
病
気
で
死
ん
で
し
ま
う
が
、
今
年

は
そ
の
〈
三
回
忌
〉
(
同
)
だ
と
い
う
。
と
い
う
こ
と
は
三
年
前
、
娘
が
健
在
中

は
三
沢
の
父
も
健
在
だ
っ
た
と
い
え
る
。
〈
現
在
の
収
入
〉
と
〈
地
位
〉
を
考

慮
に
入
れ
て
も
、

二
郎
の
就
職
が
三
沢
の
父
の
死
の
後
で
あ
る
な
ら
ば
勤
務
期

間
は
多
く
て
も
一一
一
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
の
岡
田
と
比
べ
て
み
て
も
、
三

年
の
勤
務
で
二
十
四
日
の
休
暇
は
ど
う
考
え
て
も
不
自
然
で
あ
り
、
こ
の
二
郎

の
就
職
は
付
加
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
長
期
旅
行
と
就
職
の
必
要
は
、
作
品
の
上
で
そ
れ
ぞ
れ

別
の
目
的
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
二
郎
の

n
立
場
u

は
全
く

そ
の
た
め
に
左
右
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
最
初
か
ら
そ
の
別
々
の
目
的
が
構
想

の
中
で
存
在
し
て
い
れ
ば
、

二
郎
の

f
vr場
“
は
も
っ
と
整
理
さ
れ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
構
成
の
中
で
何
が
起
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

制
作
初
期
の
主
題
が
わ
か
れ
ば
、
長
期
旅
行
で
の
二
郎
に
お
け
る
目
的
も
わ

(注
5
)

か
る
。
し
か
し
「
岩
波
版
」
『激
石
全
集
』
に
は
、
日
記
は
大
正
元
年
十
月
五

日
で
断
片
は
明
治
四
十
五
年
で
そ
れ
ぞ
れ
と
ぎ
れ
て
お
り
、
執
筆
中
の
も
の
が

全
く
無
い
。

(
書
簡
は
そ
れ
ま
で
の
調
子
と
変
わ
ら
ず
書
い
て
い
る
。
日
記
、

断
片
が
全
く
無
い
と
い
う
極
端
さ
が
不
思
議
で
は
あ
る

0
)

そ
こ
で
手
懸
り
の
枠

を
少
し
広
げ
て
み
よ
う
。

大
正
三
年

一
月
七
日
か
ら
十
二
日
ま
で
、

「東
京
朝
日
新
聞
』『
大
阪
朝
日
新

聞
』
に
「
素
人
と
黒
人
」
と
い
う
評
論
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
構
想
の
断
片
が

明
治
四
十
四
年
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

O
黒
人
ノ
仕
事
、

(自
ノ
保
存
)
皇
ノ

-F
ヲ
長
ク
ス
ル
。

(
自
己
ノ

キ
m
m
号
ヨ
ト
特
色
ヲ
犠
牲
ニ
シ
テ

)
B
S口
P

ロ
2

8
込
(略
)

〈注
7
)

OE
女
ノ
言
語
動
作
(
略
)

こ
の
二
項
の
内
、
後
者
は
『
行
人
』
の
テ
1
マ
の

一
つ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
二
項
に
出
て
き
た

〈
皇
〉
の
意
味
に
つ
い
て
、

「素
人
と
黒

人
」
を
参
考
に
考
え
て
み
よ
う
。

「
素
人
と
黒
人
」
で
は
、
激
石
の
〈
義
術
観
乃
至
文
雲
観
〉
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
中
で

〈
義
術
〉
は
一
一
通
り
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

一
つ
め

は
、
〈
萎
術
の
本
館
〉
が
〈
自
己
に
は
真
面
目
に
表
現
の
要
求
が
あ
る
と
い
ふ

事
〉
で
構
成
さ
れ
て
い
る
〈
委
術
〉
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、

〈在
来
の
型
や
法

則
を
土
蓋
に
し
て
成
立
し
て
ゐ
る
保
守
的
の
義
術
〉
所
謂
伝
統
芸
能
的
な

〈
輩

術
〉
で
あ
る
。
激
石
は
後
者
の
〈
義
術
〉
に
お
い
て

〈
個
人
の
自
由
は
殆
ど
殺

さ
れ
て
ゐ
る
〉
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
断
片
の

〈
自
己
ノ
片
岡
刊
旦
O
B
ト
特
色

ヲ
犠
牲
子
ン
テ
〉
と
符
合
す
る
。
で
は
、
後
者
の
意
味
の

〈
委
術
〉
を
断
片
の

〈
員
〉
に
当
て
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
疑
問
が
残
る
。
断
片
の
二
項
目

〈
女
ノ
言
語
動
作
〉
と
の
関
連
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
、

〈
黒
人
ノ
仕

事
〉
を
全
く
無
視
し
て
当
て
て
い
る
と
い
う
二
点
で
あ
る
。
他
に
も
〈
包
〉

に
何
ら
か
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

〈
黒
人
〉
に
着
服
し
て

検
討
し
て
み
る
。
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地
陸

上
J

J
ん
ノ
コ
コ
〈
主
μ

し
l
ζ

し
J

L十
m
y
L
均‘
-c
J
人
ヲ
ペ

E
JZ
民
オ
ト
ト
4
6
A

三
ぺ
こ
寸
三
‘県パ
I

V

U
み
干

「
素
人
と
黒
人
」
に
お
け
る

〈
黒
人〉

は
芸
術
界
で
の
そ
れ
を
指
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
評
論
が
芸
術
論
で
あ
る
か
ら
そ
の
よ
う
に
適
用
し
て
い
る
だ
け
で
、

激
石
と
し
て
は
広
い
範
囲
で
応
用
で
き
る
語
の
よ
う
で
あ
る
。

一
般
に
置
き
換

え
た
時
の
〈
黒
人
〉
の
説
明
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

黒
人
は
第
一

人
付
が
好
い
。
愛
想
が
あ
る
。
気
が
利
い
て
ゐ
る
。
交
際

上
手
で
、
相
手
を
外
さ
な
い
。

(
略
)
い
く
ら
調
べ
て
い
く
ら
研
究
し
て

も、

其
の
特
色
が
人
格
の
領
分
に
切
り
込
む
事
は
殆
ど
な
い
の
で
あ
る
。

況
し
て
精
神
の
核
に
鰯
れ
る
な
ど
、
い
ふ
深
さ
は
、
夢
に
も
議
期
す
る
事

が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て

〈
黒
人
の
特
色
〉
は
〈
人
間
の
本
櫨
や
賓
質
と
は
闘
係
の
少
い
上
面
丈

を
得
意
に
俳
佃
し
て
ゐ
る
〉
と
し
、

次
の
よ
う
に
言
及
す
る
。

要
す
る
に
黒
人
の
誇
り
は
軍
に
技
巧
の
二
字
に
蹄
着
し
て
仕
舞
ふ
。
さ
う

し
て
そ
ん
な
技
巧
は
大
椛
の
人
が
根
気
よ
く
丁
稚
奉
公
さ
へ
す
れ
ば
雑
作

な
く
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
心
持
に
な
る
。
上
部
丈
の
改
良
で

事
が
済
む
の
だ
か
ら
、
精
神
的
教
養
よ
り
も
透
に
容
易
で
あ
る
、

容
易
で

あ
る
か
ら
誰
に
で
も
達
せ
ら
れ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

(
傍
点
筆
者
)

「白
ユ
」
と
い
う
単
語
は

「芸
術
」
の
他
に
「
技
巧
」
と
い
う
訳
を
持
つ
。
〈
黒

人
ノ
仕
事
、

(E
ノ
保
存
)
〉
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、

〈
黒
人
〉
の
〈
技
巧〉

に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
伝
統
芸
能
的
な

〈
義
術
〉
が
〈
皇

〉
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
激
石
は
、
本
来
の
意
味
を
持
っ
た
芸
術

(先
述
の
一
一
通
り
の

〈
察
術
〉
の

内
、
前
者
)
と、

〈
技
巧
〉
に
よ
る
そ
れ
を
区
別
す
る
た
め
、
断
片
に

〈
皇

〉

と
表
記
し
た
と
考
え
て
良
い
。
わ
ざ
わ
ざ
区
別
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の

〈
皇
〉
に
は

〈
技
巧
〉
に
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
る
と

〈
女

ι州工言ロ
1
t
つ
ed
-
4

ノ
言
語
動
作
〉
は
〈
技
巧
〉
だ
と
い
う
ふ
う
に
繋
が
っ
て
く
る
。

(
し
か
し

「素

人
と
黒
人
」
の
引
用
を
読
ん
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、

〈
技
巧
〉
を

〈
誇
り
〉
と

す
る

〈
黒
人
〉
は
女
性
に
限
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
は
後
ほ
ど
考
察

す
る
。)
も
う

一
つ
付
け
加
え
る

こ
と
が
あ
る
。
断
片
の
〈
ヨ
g
D
F

ロ
2

2
且
〉
に
つ
い
て
で
あ
る
。
『
行
人
』
の

「塵
労
」
(
三
十
二
で
、

〈
目
的
〉

と

〈
方
便
〉
に
そ
れ
ぞ
れ

〈
エ
ン
ド
×
ミ
イ
ン
ズ
〉
と
ル
ピ
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
ま
ま
こ
の
断
片
に
当
て
る
と
、

「方
便
、
目
的
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
三
段
論
法
に
よ
り
〈
女
ノ
言
語
動
作
〉
は
「
方
便
」
で
あ
っ
て
「
目

的

(こ
の
場
合
な
ら
作
法
等
の
目
的
だ
ろ
う
か
こ
で
は
な
い
、

と
解
釈
で
き
る

の
で
あ
る
。

以
下
を
制
作
初
期
の
主
題
と
仮
定
し
て
、
次
章
か
ら
長
期
旅
行
で
の
二
郎
に

お
け
る
目
的
を
具
体
化
し
て
み
よ
う
。

29 

四

「
友
達
」
で
ま
ず
登
場
す
る
女
性
は
お
兼
で
あ
る
。
二
郎
は
彼
女
を
、
岡
田

と
結
婚
す
る
前
か
ら
知
っ
て
い
る
。

彼
女
が
結
婚
し
た
当
時
、
一
一郎
は

〈
岡
田

も
気
の
毒
だ
、
あ
ん
な
も
の
を
大
阪
下
り
迄
引
っ
張
っ
て
行
く
な
ん
て
。
最
う

少
し
待
っ
て
ゐ
れ
ば
己
が
相
首
な
の
を
見
付
て
や
る
の
に
〉
(
「
友
達
」
二
一
)
と

悪
口
を
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
彼
女
は

〈
明
瞭
で
落
付
い

て
、
何
庭
に
も
下
卑
た
家
庭
に
育
っ
た
と
い
ふ
面
影
は
見
え
〉(
同
)
ず
、

〈
眼

の
縁
に
愛
婿
を
漂
よ
は
せ
る
所
な
ど
は
、
自
分
の
妹
よ
り
も
品
の
良
い
許
で
な

く
、
様
子
も
幾
分
か
立
優
っ
て
見
え
た
〉
(
同
)
の
で
あ
る
。
以
前
は
気
が
付
か
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な
か
っ
た
様
子
に
多
少
の
動
揺
を
感
じ
、
同
時
に
お
兼
へ
の
評
価
が
百
八
十
度

変
わ
っ
て
い
る
。

お
兼
さ
ん
は
薄
化
粧
を
し
て
二
人
の
お
酌
を
し
た
。
時
々
は
圏
扇
を
持
っ

て
自
分
を
扇
い
呉
呉
れ
た
。
自
分
は
其
風
が
横
顔
に
首
る
た
び
に
、
お
兼

さ
ん
の
白
粉
の
匂
を
微
か
に
感
じ
た
。
さ
う
し
て
夫
が
萎
酒
や
山
葵
の
香

よ
り
も
人
間
ら
し
い
好
い
匂
の
様
に
思
は
れ
た
。
(
岡
田
)

こ
れ
ら
の
よ
う
な
お
兼
の
描
写
は
〈
技
巧
〉
と
い
う
域
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
。

単
に
既
婚
女
性
に
見
た
あ
る
種
の
変
化
|
|
w
夫
“
や
H

家
庭
“
の
存
在
が
背

景
に
あ
る
、
落
ち
着
き
ゃ
品
性
の
類
|
|
に
留
ま
っ
て
い
る
。
〈
女
ノ
言
語
動

作
〉
な
ら
、
通
常
レ
ベ
ル
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

次
に
登
場
す
る
の
は
〈
あ
の
女
〉
と
そ
の
付
添
の
〈
美
し
い
看
護
婦
〉
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
実
際
に
姿
を
現
わ
し
て
い
る
〈
美
し
い
看
護
婦
〉
に
注
目
す
る
。

看
護
婦
は
〈
器
量
の
優
れ
て
ゐ
る
割
合
に
義
務
を
重
ん
じ
〉
(
「
友
達
」
二
十
二
)

ず
、
二
郎
も
そ
れ
を
認
め
て
い
る
。
「
素
人
と
黒
人
」
で
の
〈
黒
人
の
特
色
〉

で
述
べ
ら
れ
た
、
〈
人
各
の
領
分
に
切
り
込
む
事
は
殆
ど
な
〉
く
、
ま
し
て
〈
精

神
の
核
に
鰯
れ
る
な
ど
、
い
ふ
深
さ
〉
は
全
く
無
い
と
い
う
部
分
に
こ
の
看
護

婦
は
当
て
猷
ま
る
。
次
の
引
用
に
は
〈
美
し
い
看
護
婦
〉
の
〈
技
巧
〉
と
、
向

性
だ
け
に
そ
れ
に
気
が
付
い
て
い
る
三
沢
の
看
護
婦
、
又
〈
美
し
い
看
護
婦
〉

の
怠
慢
を
見
聞
き
し
て
も
嫌
悪
の
気
持
ち
は
起
こ
ら
な
い
(
こ
れ
は
〈
技
巧
〉

の
効
果
の
一
つ
と
い
え
る
)
男
達
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
あ
の
女
」
の
看
護
婦
は
依
然
と
し
て
入
口
の
柱
に
葬
れ
て
、
わ
が
膝

を
爾
手
で
抱
い
て
ゐ
る
事
が
多
か
っ
た
。
此
方
の
看
護
婦
は
そ
れ
を
又
器

量
を
鼻
へ
掛
け
て
、
わ
ざ
/
1
1
あ
ん
な
人
の
限
に
着
く
所
へ
出
る
の
だ

ば
兄
さ
ん
に
馬
て
土
て
る
債
よ
。「
吊
さ
ん
汗
い
り
ゃ
な
ハ
わ
。
奇
弁
ぜ
こ
ぞ
っ

と
評
し
て
ゐ
た
。
自
分
は
「
ま
さ
か
」
と
一
五
つ
て
耐
附
議
す
る
事
も
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
「
あ
の
女
」
と
其
美
し
い
看
護
婦
と
の
関
係
は
、
冷
淡
さ
加
減

の
程
度
に
於
て
、
首
初
も
其
時
も
あ
ま
り
愛
り
が
な
い
や
う
に
見
え
た
。

(略
)
三
津
は

(略
)
斯
う
主
張
し
な
が
ら
も
彼
は
別
に
此
看
護
婦
を
悪

む
様
子
は
な
か
っ
た
。
自
分
も
の
こ
の
女
に
封
し
て
左
程
厭
な
感
じ
は
有

っ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
醜
い
三
津
の
附
添
ひ
は
「
本
聞
に
器
量
の
好
い
も
の

は
徳
ゃ
な
」
と
云
っ
た
風
の
、
自
分
達
に
は
饗
に
響
く
言
葉
を
使
っ
て
、

二
人
を
笑
は
せ
た
。
(
「
友
達
」
二
十
五
)

〈
器
量
〉
と
〈
技
巧
〉
を
巧
妙
に
使
、
つ
女
i
|
〈
〉
コ
女
ノ
言
語
動
作
〉
は

だ
ん
だ
ん
と
深
ま
り
を
見
せ
る
。

「
兄
」
か
ら
登
場
す
る
直
の
描
写
は
大
変
綿
密
で
あ
る
。
特
に
和
歌
山
で
一

泊
を
余
儀
無
く
さ
れ
た
晩
に
二
郎
が
見
る
直
の
〈
一
言
語
動
作
〉
に
は
、
裏
に
何

ら
か
の
意
図
あ
る
い
は
作
意
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。
い
く
つ

か
の
直
の
態
度
を
見
て
ゆ
く
。
(
引
用
の
傍
点
は
全
て
筆
者
に
よ
る
)

①
二
郎
は
、

一
郎
に
頼
ま
れ
た
通
り
直
の
〈
腹
の
中
〉
(
「
兄
」
二
十
五
)
を
開

こ
う
と
、
話
を
切
り
出
そ
う
と
す
る
。
直
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

「何
よ
用
談
が
あ
る
っ
て
。
妾
に
そ
ん
な
六
づ
か
し
い
事
が
分
り
ゃ
し

な
い
わ
。
そ
れ
よ
り
か
向
ふ
の
御
座
敷
の
三
味
線
で
も
聞
い
て
た
方
が
増

し
よ
」
(
三
十
)

②
二
郎
が
依
頼
の
本
題
に
入
ろ
う
と
す
る
。

「
自
分
の
年
な
ん
か
に
、
い
く
ら
冷
淡
で
も
構
は
な
い
か
ら
、
兄
さ
ん

に
丈
は
も
う
少
し
気
を
付
け
て
親
切
に
し
て
上
げ
て
下
さ
い
」

「
妾
そ
ん
な
に
兄
さ
ん
に
不
親
切
に
見
え
て
。
是
で
も
出
来
る
丈
の
事

ハU局、ν

二
部
立
直
こ
ま
'
句
を
ヨ
季
'
ヨ
る
。
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匡
重
を
勇
ハ
接
り
て

土
さ

J
(
1
8
3p〈
右
a
p
σ
，肝帥
ド
濯
く
司
円
ハ
仕
ξ
グ4

ナ
人

は
兄
さ
ん
に
鴬
て
上
て
る
積
よ
。
兄
さ
ん
許
ぢ
ゃ
な
い
わ
。
貴
方
に
だ
っ

て
左
右
で
せ
う
。
ね
え
一
一
郎
さ
ん
」(
一一一
十

一
)

③
二
郎
が
、
自
分
の
心
を
依
頼
の
履
行
に
忠
実
に
さ
せ
よ
う
と
、
言
葉
に
強
調

を
入
れ
る
。「

兄
さ
ん
の
震
に
、
僕
が
先
刻
か
ら
あ
な
た
に
頼
ん
で
ゐ
る
事
を
、
姉

さ
ん
は
真
面
目
に
聞
い
て
下
さ
ら
な
い
か
ら」

自
分
は
恥
づ
か
し
い
心
を
抑
へ
て
わ
ざ
と
斯
う
云
っ
た
。
す
る
と
捜
は

愛
に
淋
し
い
笑
ひ
方
を
し
た
。

「
だ
っ
て
夫
や
無
理
よ
二
郎
さ
ん
。
妾
馬
鹿
で
気
が
付
か
な
い
か
ら
、

み
ん
な
か
ら
冷
淡
と
恩
は
れ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
け
ど
、
是
で
全
く
出

来
る
丈
の
事
を
兄
さ
ん
に
釣
し
て
し
て
ゐ
る
気
な
ん
で
す
も
の
。
|
|
妾

や
本
蛍
に
腕
抜
な
の
よ
。
こ
と
に
近
頃
は
魂
の
抜
殻
に
な
っ
ち
ま
っ
た
ん

だ
か
ら
」(
略
)

「
官
一
御
座
ん
す
。
も
う
伺
は
な
い
で
も
」
と
云
っ
た
媛
は
、

其
言
葉
の

終
ら
な
い
う
ち
に
涙
を
ぼ
ろ
/，
t¥と
落
し
た
。

「
妾
の
や
う
な
魂
の
抜
殻
は
さ
ぞ
兄
さ
ん
に
は
御
気
に
入
ら
な
い
で
せ

う
。
然
し
私
は
是
で
満
足
で
す
。
是
で
津
山
で
す
。
兄
さ
ん
に
つ

い
て
今

迄
何
の
不
足
を
誰
に
も
云
っ
た
事
は
な
い
積
で
す
。
其
位
の
事
は
二
郎
さ

ん
も
大
抵
見
て
ゐ
て
解
り
さ
う
な
も
ん
だ
の
に
:
:
:
」

泣
き
な
が
ら
云
ふ
妓
の
言
葉
は
途
切
れ
ノ
ヘ
に
し
か
聞
こ
え
な
か
っ

た
。
然
し
其
途
切
れ
/

¥
の
言
葉
が
鋭
い
力
を
も
っ
て
自
分
の
頭
に
麿

へ
た
。
(
三
十

二

④
下
女
が
、
暴
風
雨
で
危
険
だ
か
ら
今
夜
は
和
歌
山
に
泊
ま
れ
と
忠
告
す
る
。

一
芸
そ
p
〈
ふ
れ
た
ド
「
冗
さ

λ
に
方
訓
郡
匂ん
に
E
I
え
て
ー
巨
克
て

t
仕
，耳河
乏
」且

σ-苦守

二
郎
は
直
に
意
向
を
尋
ね
る
。

「姉
さ
ん
何
う
し
ま
す
」

「
何
う
し
ま
す
っ
て
、
妾
女
だ
か
ら
何
う
し
て
好
い
か
解
ら
な
い
わ
。

若
し
貴
方
が
蹄
る
と
仰
し
や
れ
ば
、
何
ん
な
危
険
が
あ
っ
た
っ
て
、
妾
一

所
に
行
く
わ
」

「
行
く
の
は
構
は
な
い
が
、
|
|
』
困
っ
た
な
。
ぢ
や
今
夜
は
仕
方
が
な

い
か
ら
此
庭
へ
泊
る
と
し
ま
す
か
」

「貴
方
が
御
泊
り
に
な
れ
ば
妾
も
泊
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
わ
。
女

一
人
で
此
暗
い
の
に
と
て
も
和
歌
の
浦
迄
行
く
誇
に
は
行
か
な
い
か
ら
」

(
三
十
三
一)

一日
一、
こ
こ
ま
で
区
切
っ
て
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。
〈

E
女
ノ
言
語

動
作
〉
と
い
う
見
地
か
ら
、
①
か
ら
④
に
簡
単
な
語
を
当
て
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。

①
回
避
。
自
分
に
不
利
な
話
題
に
入
り
そ
う
な
気
配
を
察
知
す
る
や
、
そ
れ
を

避
け
よ
う
と
す
る
。

秋
山
公
男
氏
は
、

〈
聞
き
も
し
な
い
先
か
ら
拒
絶
の
姿

勢
を
見
せ
る
の
は
、
「
用
談
」
の
内
味
が
湖
特
に
二
郎
の
も
の
で
な
い
こ
と

を
先
刻
承
知
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
〉
と
述
べ
て
い
る
。
作
品
の
中

に
は
直
が
〈
承
知
〉
し
て
い
る
と
い
う
決
定
的
箇
所
は
無
い
の
だ
が
、
可
能

性
と
し
て
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。

②
す
り
か
え
。
親
切
に
し
て
い
る
は
ず
な
の
は
夫
の
一
郎
に
ば
か
り
で
は
な
い
、

二
郎
に
も
そ
の
よ
う
に
接
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
、
二
郎
の
気
を
弱
ら
せ

る
。
こ
の

〈親
切
〉
に
関
し
て
は
、

二
郎
に
そ
う
だ
と
認
め
さ
せ
る
に
至
る

駄
目
押
し
が
あ
る
。
そ
れ
は
後
の
問
答
に
出
て
く
る
〈
ク
ッ
シ
ョ
ン
〉
(
一一一
十

今
、
}
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一
一)
の
刺
繍
を
、
直
が
二
郎
の
た
め
に
し
て
や
っ
た
話
な
の
で
あ
る
が
、
こ

の
種
の
{
吻
と
夫
に
為
す
べ
き
そ
れ
と
は
〈
本
質
的
に
別
物
(r
hあ
り
〈
次

元
が
異
な
る
〉
。
し
か
し
二
郎
は
こ
の
〈
子
供
編
し
的
な
「
親
切
」
〉
で
〈
彼
女

が
自
分
に
親
切
で
あ
っ
た
と
い
ふ
事
賓
を
裏
か
ら
認
識
〉
(
三
十
二
)
す
る
の

で
あ
る
。
自
分
が
現
在
、
兄
の
た
め
に
頼
ん
で
い
る
〈
親
切
〉
と
は
異
質
だ

と
気
付
か
ぬ
ま
ま
、
そ
う
認
識
し
て
し
ま
う
の
は
、
正
に
〈
技
巧
〉
に
填
ま
っ

た
と
い
え
る
。

③
同
情
買
い
、
泣
き
落
と
し
。
自
分
を
〈
魂
の
抜
殻
×
脈
抜
け
〉
と
し
、
立
場

が
弱
い
こ
と
を
印
象
付
け
る
。
そ
の
上
、
泣
き
な
が
ら
も
小
さ
な
開
き
直
り

を
見
せ
る
こ
と
で

一
層
哀
れ
み
を
増
す
。
秋
山
氏
は
〈

一
見
し
お
ら
し
く
装

戸注
ロ
)

い
な
が
ら
、
そ
の
実
無
言
裡
の
夫
へ
の
反
抗
で
あ
る
〉
と
読
ん
で
い
る
が
、

比
重
と
し
て
は
訴
え
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
れ
に
よ
る
哀
れ
さ
の
方
が
重
い
。

又
、
同
氏
は
女
の
涙
は
〈
大
抵
は
皆
ギ
ヤ
マ
ン
細
工
〉
(
三
十
二
)
だ
と
い
う

〈
経
験
の
あ
る
或
年
長
者
〉
(
同
)
の
言
が
〈
言
葉
の
上
の
智
識
に
過
ぎ
な
か

っ
た
〉
(
同
)
こ
と
、
そ
れ
が
〈
後
続
の
「
若
輩
な
自
分
」
に
含
ま
れ
る
と
い

(注
目
)

う
事
実
〉
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
直
の
一仮
に
よ
っ
て
起
き
た
〈
可
憐

に
堪
へ
な
い
や
う
な
気
〉
(
同
)
等
の
〈
感
懐
〉
は
〈

一
種
の
逆
説

・
反
語
と

(注
M
)

し
て
理
解
す
べ
き
〉
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
涙
に
つ
い
て
、

回
想
し
て
い
る
又
己
の
二
郎
は
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
。

④
責
任
転
嫁
。
女
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
利
用
し
て
自
分
に
決
定
権
は
無
い
と

し
、
直
接
の
責
任
を
避
け
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
和
歌
山
に
帰
っ
て
す
ぐ
、

一
郎
に
対
面
し
た
時
の
描
写
も
見
て
み
よ
う
。

「
ぢ
や
。
無
理
に
跨
れ
ば
蹄
れ
た
の
ね
」

捜
は
斯
う
云
っ
て
自
分
を
顧
み
た
。
自
分
は
彼
女
よ
り
も
寧
ろ
兄
の
方

に
向
い
た
。

「
い
や
到
底
も
蹄
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
電
車
が
だ
い
ち
通
じ
な
い
ん

で
す
も
の
」
(
四
十
)

こ
の
よ
う
に
、
和
歌
山
で
一
泊
す
る
と
い
う
最
終
的
決
定
を
二
郎
が
し
た
の

だ
と
い
う
予
防
線
が
張
れ
る
の
で
あ
る
。

引
き
続
き
、
直
の
〈
言
語
動
作
〉
を
追
っ
て
み
よ
う
。

⑤
暴
風
の
た
め
に
電
気
が
切
れ
て
し
ま
い
、
下
女
が
灯
を
持
っ
て
く
る
ま
で
の

二
郎
と
直
の
会
話
。

「
居
る
ん
で
す
か
」

「
居
る
わ
貴
方
。
人
間
で
す
も
の
。
嘘
だ
と
恩
ふ
な
ら
此
庭
へ
来
て
手

で
障
っ
て
御
覧
な
さ
い
」

自
分
は
手
捜
り
に
捜
り
寄
っ
て
見
た
い
気
が
し
た
。
け
れ
ど
も
夫
程
の

度
胸
が
な
か
っ
た
。
其
う
ち
彼
女
の
坐
っ
て
ゐ
る
見
嘗
で
女
帯
の
擦
れ
る

音
が
し
た
。

「
姉
さ
ん
何
か
し
て
ゐ
る
ん
で
す
か
」
と
聞
い
た
。

(
略
)

「
先
刻
下
女
が
浴
衣
を
持
っ
て
来
た
か
ら
、
着
換
え
よ
う
と
思
っ
て
、

今
帯
を
解
い
て
ゐ
る
所
で
す
」
と
妓
が
答
へ
た
。

(三
十
五
)

⑤
自
分
は
電
気
燈
が
ぱ
っ
と
明
る
く
な
っ
た
瞬
間
に
妓
が
、
何
時
の
間
に
か

薄
く
化
粧
を
施
し
た
と
い
ふ
艶
か
し
い
事
賓
を
見
て
取
っ
た
。
(
三
十
六
)

命
嵐
山首共
に
挑
発
的
な
態
度
で
あ
る
。
女
独
特
の
〈
技
巧
〉
で
あ
る
。
こ
の
後
、

二
郎
の
気
持
ち
は
先
の
③
の
場
合
よ
り
も
濃
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
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一
郎
に
対
面
し
た
時
の
描
写
も
見
て
み
よ
う
。

次
は
直
の
、
和
歌
山
で
の
最
後
の

〈
技
巧
〉
に
当
た
る
部
分
で
あ
る
。

⑦

「
あ
ら
本
賞
よ
二
郎
さ
ん
。
妾
死
ぬ
な
ら
首
を
総
っ
た
り
咽
喉
を
突
い

た
り
、
そ
ん
な
小
刀
細
工
を
す
る
の
は
嫌
よ
。
大
水
に
撲
は
れ
る
と
か
、

雷
火
に
打
た
れ
る
と
か
、
猛
烈
で

一
息
な
死
に
方
が
し
た
い
ん
で
す
も

の」
自
分
は
小
説
な
ど
を
夫
程
愛
讃
し
な
い
媛
か
ら
、
始
め
て
斯
ん
な
ロ

マ

ン
チ
ッ
ク
な
言
葉
を
聞
い
た
。

(
略
)

「
本
に
出
る
か
芝
居
で
遣
か
知
ら
な
い
が
、
妾
や
農
相
制
に
さ
う
考
へ
て

る
の
よ
。
嘘
だ
と
思
ふ
な
ら
是
か
ら
二
人
で
和
歌
の
浦
へ
行
っ
て
浪
で
も

海
繍
で
も
構
は
な
い
、
一

所
に
飛
び
込
ん
で
御
自
に
懸
け
ま
せ
う
か
」
(三

十
七
)

⑦
と
同
じ
よ
う
な
直
の
言
葉
は
(
三
十
八
)
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
が
省
略
す
る
。

こ
れ
ら
は
〈
一
種
の
心
中
へ
の
誘
い
〉
に
な
っ
て
お
り
、
〈
義
弟
の
自
覚
以
前

に、

一
人
の
男
性
と
し
て
の
意
識
の
深
層
に
そ
の
刺
激
が
論
~
す
る

〈
心
理

的
誘
惑

・
催
眠
術
的
効
果
〉
で
あ
る
、
と
い
う
秋
山
氏
の
意
見
に
賛
成
す
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
そ
っ
く
り
〈
技
巧
〉
に
当
て
依
ま
る
。

以
上
、

〈

E
女
ノ
言
語
動
作
〉
に
焦
点
を
置
く
と
様
々
な
〈
言
語
動
作
〉

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
は
全
て
二
郎

の
目
を
通
し
て
読
者
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
登
場
し
た
三
人

の
女
性
は
二
郎
と
接
す
る
の
が
後
に
な
る
程

(作
品
進
行
上
)
、
〈
技
巧
〉
の
度

合
も
強
ま
っ
て
く
る
。
逆
に
考
え
れ
ば
、
直
の

〈
技
巧
〉
を
際
立
た
せ
る
た
め
、

前
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
う
に
描
か
れ
た
と
も
い
え
る
。
当
然
な
が
ら
そ
の
た

め
に
は
二
郎
が
観
察
す
る
時
間
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
あ
の
よ
う
な
長

二
郎
の
気
持
ち
は
先
の
③
の
場
合
よ
り
も
濃
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

期
旅
行
に
な
っ
た
。
尚、

〈
技
巧
〉
の
描
写
に
お
い
て
本
題
で
あ
る
直
が
登
場

す
る
が

「兄
」
か
ら
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
友
達
」
は

w
序
章
“
で
あ
っ
た

と
い
え
る
の
で
あ
る
。
(
但
し
二
郎
と
一一
一
沢
の
間
に
あ
っ
た
感
情
の
問
題
や
、

後
に
一
郎
の
思
考
に
も
影
響
す
る
〈
娘
さ
ん
〉
の
話
等
、
他
の
点
に
お
い
て
も

序
の
役
割
を
し
て
い
る
。
し
か
し
問
題
の
主
旨
が
変
わ

っ
て
く
る
の
で
こ
こ
で

は
触
れ
な
い
)。
小
宮
豊
隆
氏
は

「
友
達
」
に
つ

い
て

〈
短
篇
と
し
て
濁
立
〉
し

て
い
る
と
し
、

そ
の
つ
も
り
で
な
け
れ
ば
〈『
友
達
」
の
や
う
な
、

『行
人
』
の

主
題
と
は
直
接
関
係
の
な
い
も
の
を
、
激
石
が
書
く
筈
が
な
い
〉
と
述
べ
て
い

(注
凶
)

る
。
木
幡
瑞
枝
氏
も

〈
後
で
出
て
く
る
問
題
と
関
連
し
た
話
が
出
て
い
る
が、

ど
う
見
て
も
鏡
舌
が
長
す
ぎ
る
〉、〈
「友
達
」
の
章
は
不
可
思
議
で
あ
る
〉

と
し

て
、
こ
の
段
階
で
の
テ
l
マ
の
模
索
と
そ
れ
に
よ
る
構
成
の
〈
不
整
備
〉

を
述

(注
1)
.

べ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
氏
と
も

「
塵
労
L

の
印
象
が
強
す
ぎ
て
、
主
題
を
そ

れ
中
心
に
絞
っ
た
た
め
に
そ
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に

小
宮
氏
は

〈

E
女
ノ
言
語
動
作
〉
を
〈『
行
人
』
の
テ
l
マ
の

一
つ
〉

と
指

摘
し
た
本
人
な
が
ら
先
の
よ
う
に

「友
達
」
を
〈
関
係
の
な
い

〉
と
述
べ
る
の

は、

主
題
を
考
え
る
際
、
そ
の
着
眼
を

「塵
労
」

か
ら
逆
に
辿
っ
た
か
ら
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
考
察
よ
り
、
二
郎
の
旅
行
に
よ
る
制
作
上
の
目
的
は

〈
〉
ユ
女
ノ

言
語
動
作
〉
に
接
す
る
と
い
う
経
験
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
立
場
は
、
そ

の
伝
達
者
、
話
者
で
あ
る
。
そ
う
{疋
義
し
て
み
る
と
旅
行
中
、
即
ち
「
友
達
」
「兄
」

ま
で
の
二
郎
の
役
割
は
落
ち
着
く
が
、
こ
の
方
法
は
後
の
展
開
に
失
敗
を
生
ん

だ
。
次
の
章
か
ら
は
か
二
郎
H
話
者
“
を
念
頭
に
、
そ
の
失
敗
点
を
見
て
ゆ

こ
う
と
思
う
。

今、v今、】
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五

「
行
人
』
は
、
た
い
て
い
の
小
説
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
文
体
は
全
て
過

去
形
で
書
か
れ
て
お
り
、
回
想
体
と
い
え
る
。
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
語
っ
て
い
る

"
現
在
“
は
意
識
さ
れ
な
い
の
で
、
読
者
は
そ
の
ま
ま
作
品
進
行
時
の
当
人
と

し
て
読
み
進
め
る
。
実
際
に
、
主
観
は
そ
の
進
行
時
の
時
点
で
の
知
識
や
経
過

に
基
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
話
者
が
回
想
し
て
い
る
"
現
在
“
の

述
懐
が
突
如
色
濃
く
意
識
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
話
者
の
現
時

点
の
状
態
・
態
度
が
灰
め
か
さ
れ
る
。

(
引
用
の
傍
点
は
全
て
筆
者
に
よ
る
)

①

自

分

は

此
時
の
自
分
の
心
理
状
態
を
解
剖
し
て
、
今
か
ら
顧
み
る
と
、

兄
に
調
戯
ふ
と
い
ふ
程
で
も
な
い
が
、
多
少
彼
を
焦
ら
す
気
味
で
ゐ
た
の

は
憾
で
あ
る
と
自
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
尤
も
自
分
が
何
故
そ
れ
程
兄
に

封
し
て
大
謄
に
な
り
得
た
か
は
、
我
な
が
ら
解
ら
な
い
。
恐
ら
く
娘
の
態

度
が
知
ら
ぬ
聞
に
自
分
に
乗
り
移
っ
て
ゐ
た
も
の
だ
ら
う
。
自
分
は
今
に

な
っ
て
、
取
り
返
す
事
も
償
ふ
事
も
出
来
な
い
此
態
度
を
深
く
機
悔
し
た

い
と
思
ふ
。(「
兄
」
四
十
二
)

兄
は
其
後
一
口
も
開
き
も
せ
ず
、
又
答
へ
も
し
な
か
っ
た
。
二
人
斯
う

し
て
歎
っ
て
ゐ
る
聞
が
、
自
分
に
は
非
常
な
苦
痛
で
あ
っ
た
。
今
考
へ
る

と
兄
に
は
、
猫
更
の
苦
痛
で
あ
っ
た
に
遠
な
い
。

(
同
)

今
の
自
分
は
此
純
惇
な

一
本
調
子
に
封
し
て
、
相
懸
の
等
敬
を
梯
ふ
見
地

を
具
へ
て
ゐ
る
積
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
人
格
の
出
来
て
ゐ
な
か
っ
た
賞
時

の
自
分
に
は
、
た
T

向
の
隙
を
見
て
事
を
す
る
の
が
賢
い
の
だ
と
い
ふ
利

② ③ 

害
の
念
が
、
斯
ん
な
問
題
に
迄
付
け
纏
は
っ
て
ゐ
た
。

(
同
四
十
三
)

こ
れ
ら
に
関
し
て
は
〈
「
機
悔
」
の
意
志
を
持
つ

二
郎
は
、
ー
明
ら
か
に
当
時
の
二

(
注
凶
)

郎
か
ら
大
き
く
へ
だ
た
っ
て
い
る
〉
、
〈
成
長
し
た
二
郎
〉
で
あ
る
と
い
う
指
摘

は
多
い
。
又
、
こ
の
よ
う
な
二
郎
の
〈
罪
障
感
〉
は

〈
一
郎
の
破
滅
を
想
定
し

(注
目
)

な
け
れ
ば
、
意
味
が
よ
く
通
ら
な
い
〉
と
い
う
見
解
ま
で
出
さ
れ
て
い
る
。
そ

う
い
っ
た
効
果
も
重
要
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の

一
つ
前
の
段
階
に
つ
い
て
考
え

た
い
。
回
想
し
て
い
る
現
時
点
の
述
懐
が
、
何
故
こ
の
箇
所
で
必
要
に
な

っ
た

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

先
の
引
用
は
、
二
郎
が
兄
の
依
頼
を
受
け
て
直
と
和
歌
山
へ
行
き
帰
っ
て
き

た
そ
の
日
、

一
郎
が
直
の
性
質
が
わ
か
っ
た
か
ど
う
か
を
二
郎
に
問
、
つ
場
面
で

あ
る
。
一

郎
に
と

っ
て
は
大
切
な
会
見
で
あ
っ
た
。
し
か
し
肝
心
の
二
郎
に
、

直
の
心
が
わ
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
和
歌
山
で
の
直
の

〈
技
巧
〉
は
前
章
で
挙
げ

た
。
そ
れ
に
対
し
、

二
郎
の
態
度
は
観
察
者
に
徹
し
て
い
ら
れ
た
か
。
二
郎
の

心
境
は
〈
今
日
捜
と
一
所
に
出
て
、
滅
多
に
な
い
斯
ん
な
冒
険
を
共
に
し
た
嬉

し
さ
〉

(「
兄
」
三
十
七
)
を
感
じ
〈
彼
女
か
ら
翻
弄
さ
れ
つ
、
あ
る
様
な
心
持
〉

(同
三
十
八
)
が
し
な
が
ら
も
そ
れ
が
〈
愉
快
で
な
ら
な
か
っ
た
〉
(
同
)
の
で

あ
る
。
そ
し
て
結
局
は
〈
娘
の
正
鵠
は
全
く
解
ら
な
〉
(同
三
十
九
)
か
っ
た
。

こ
れ
は
直
の
〈
技
巧
〉
に
填
ま
っ
た
と
い
え
る
。
宮
本
百
合
子
氏
は
こ
の
点
に

関
し
て
〈
二
郎
の
人
間
心
理
の
洞
察
は
こ
こ
に
止
る
〉
と
し
、
〈
直
の
こ
の
女

と
し
て
の
機
微
に
ふ
れ
た
心
理
の
抑
揚
〉
が
こ
こ
で
終
っ
て
し
ま
う
の
は
〈
激

;

(

注

初
)

石
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の

一
限
界
で
あ
る
と
思
ふ
〉
と
述
べ
て
い
る
。
安
東
章
二
氏

も
こ
の
宮
本
氏
の
意
見
を
〈
妥
当
〉
と
し
、
〈
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
一
限
界
」
は
、

(注
幻
)

二
郎
と
い
う
語
り
手
の
限
界
で
あ
る
〉
と
い
う
。
し
か
し
こ
こ
で
の
二
郎
は
直

A品
寸今コ
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〈
し
J
1寸

の
〈
技
巧
〉
に
填
ま
っ
て
は
い
る
が
、
話
者
と
し
て
の
使
命
を
帯
び
た
本
来
の

姿
も
継
続
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
交
錯
し
た
状
態
な
の
で
あ
る
。
話

者
と
し
て
の
二
郎
は
〈
客
観
者
の
冷
静
と
妥
当
を
持
た
ね
ば
な
ら
ず
、

一
種
の

(注
辺
)

(

注

お
)

無
私
性
を
要
求
さ
れ
る
〉。
よ
っ
て
、

〈
直
の
心
理
の
こ
の
明
暗
を
遁
っ
て
〉
し

ま
う
と
〈
技
巧
〉
に
填
ま
っ
た
ば
か
り
で
な
く
抜
け
出
せ
な
く
な
り
、
話
者
と

(往

μ
)

し
て
立
ち
返
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
〈
語
り
手
の
限
界
〉
と
い
う
よ
り
か

は
、
話
者
と
し
て
留
ま
っ
て
お
く
べ
き
一
線
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
交
錯
し
た
状
態
で
小
説
を
進
行
さ
せ
る
の
は
不
可
能
で
あ
っ

た
。
〈
技
巧
〉
に
填
ま
っ
た
以
上
、
二
郎
は
直
側
に
着
い
て
い
る
。
こ
の
時
点

で
、
二
郎
は
作
品
中
の
登
場
人
物
を
平
等
な
視
点
で
見
ら
れ
な
く
な
り
、
話
者

の
視
点
が
崩
さ
れ
る
。
が
、
こ
こ
ま
で
の
人
物
構
成
も
話
者
も
突
然
変
更
は
で

き
な
い
。
そ
こ
で
先
の
引
用
の
よ
う
に

n
現
在
u

の
話
者
が
必
要
と
な
る
の
で

あ
る
。

か
現
在
u

の
話
者
の
〈
機
悔
〉
に
つ
い
て
、
〈
「
妓
の
態
度
が
知
ら
ぬ
聞

に
自
分
に
乗
り
移
っ
た
こ
そ
の
結
果
、

兄
を
見
経
る
に
至
っ
た
己
れ
の
愚
昧
さ

(出
お
)

加
減
に
向
け
ら
れ
て
い
る
〉
と
い
う
秋
山
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
に
賛
成
す

る
と
共
に
、
こ
の
〈
機
悔
〉
の
提
示
に
よ
っ
て
視
点
の
平
等
性
を
引
き
戻
そ
う

と
し
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
た
い
。

し
か
し
、
こ
の

w
話
者
u

の
修
正
は
か
え
っ
て
墓
穴
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
い
う
の
は
、
作
品
中
の
二
郎
が
登
場
人
物
と
し
て
重
き
を
置
か
れ
始
め
る
こ

と
に
あ
る
。
言
い
方
を
変
え
る
と
、
先
の
修
正
後
作
品
中
の
二
郎
と
話
者
の
二

郎
が
分
離
す
る
の
で
あ
る
。
次
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。
(
引
用
の
傍
点
は
全

て
筆
者
に
よ
る
)

-

自
分
は
今
で
も
雨
に
叩
か
れ
た
や
う
な
お
重
の
偽
頂
面
を
覚
え
て
ゐ
る
。

二
白
勺
t
し
J

Z三口
十

=
一二
U

R比

E
ニ(
4
4

A

¥

}
」
し
J

-
L
J

ん

1L

こ

こ

可

。

一
一白

μ
kづ出

(「帰
っ
て
か
ら
」

九
)

-

其
折
自
分
は
何
を
話
て
ゐ
た
か
今
憶
に
受
て
ゐ
な
い
。

(
同
二
十

二

・
彼
が
外
出
し
て
鋳
る
と
、

媛
が
芳
江
を
連
れ
て
、
不
断
の
和
服
を
持
っ
て

上
が
っ
て
来
る
の
が
、

其
頃
の
習
慣
で
あ
っ
た
。

(同
二
十
六
)

・
け
れ
ど
も
書
薪
に
入
っ
た
彼
女
が
兄
と
差
向
ひ
で
何
ん
な
談
話
を
し
た
か
、

そ
れ
は
未
だ
に
知
る
事
を
得
な
い
。

(同
三
十
四
)

「
帰
っ
て
か
ら
」
は
三
十
八
固
ま
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
に

H

現
在
“
の
話
者

を
使
っ
て
終
始
統

一
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
話
者
の
資
格
が
無
く
な
っ
た
(
単

な
る
登
場
人
物
と
な
っ
た
)
二
郎
は
、
新
た
に
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
郎
は

「帰
っ
て
か
ら
」
に
お
い
て
も
、
直
に
つ
い
て
の
報
告
を
避
け
続
け

る
。

一
郎
の
話
ぶ
り
が
報
告
の
催
促
に
転
化
し
そ
う
に
な
る
と
、

二
郎
は

〈
問

題
が
例
の
媛
事
件
を
再
設
さ
せ
て
は
大
愛
だ
〉(
五
)
と
思
い
、

〈
問
題
が
其
庭

へ
流
れ
入
る
事
を
故
意
に
防
〉(
問
)
い
で
い
る
。
又
、
そ
の
後
の
お
重
と
の
喧

嘩
で
は
、
二
郎
が
大
阪
で
の
役
目

(
貞
の
結
婚
相
手
の
様
子
を
見
て
く
る
と
い

う
こ
と
)
を
大
し
て
真
面
目
に
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
話
が
拡
大
し
、
〈
人

を
馬
鹿
に
〉
(
九
)
し
て
い
る
、

〈
兄
妹
に
同
情
の
な
い
野
蟹
人
〉
(同
)
と
ま
で

評
さ
れ
る
。

(
十

一
)
か
ら
は

〈
女
景
清
の
逸
話
〉(
十
三
)
の
場
面
が
始
ま
る
。

こ
こ
で
は
父
親
の
軽
薄
な
態
度
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、

一

郎
は
二
郎
を

〈
少
し
も
撃
賓
の
気
質
が
な
い
〉
(
二
十

二

と
詰
り
、

〈
お
父
さ

ん
の
子
だ
け
あ
っ
て
、
世
渡
り
は
己
よ
り
旨
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
士
人
の
交

は
り
は
出
来
な
い
男
×
軽
薄
児
〉(
二
十
二
)
と
ま
で
言、
つ
の
で
あ
る
。
因
に
、

一
郎
が
〈
二
郎
お
前
も
矢
つ
張
り
お
父
さ
ん
流
だ
よ
〉(二
十

こ

と
言
っ
て
い

c
、J今、d
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る
こ
と
か
ら
、
父
親
が
ど
う
位
置
し
て
い
る
か
、
そ
の
性
質
を
振
り
返
っ
て
み

る
。-

父
は
生
来
交
際
好
の
上
に
、
職
業
上
の
必
要
か
ら
、
大
分
手
贋
く
諸
方
へ

出
入
り
し
て
い
た
。

(
十
二

・

父
は
交
際
家
だ
け
あ
っ
て
、
斯
う
い
ふ
妙
な
話
を
津
山
頭
の
中
に
仕
舞

っ
て
ゐ
た
。

(
略
)
能
く
そ
れ
を
臨
機
・藤
愛
に
運
用
し
た
。

(
十
三
)

-

父
の
話
方
は
無
論
滑
稽
を
主
に
し
て
、
大
事
の
農
面
白
な
方
を
背
景
に

引
き
込
ま
し
て
仕
舞
ふ
の
で、

(
同
)

・

父
に
は
人
に
見
ら
れ
な
い
一
種
剰
軽
な
所
が
あ
っ
た
。
或
者
は
直
な
方

だ
と
も
云
ひ
、
或
者
は
気
の
置
け
な
い
男
だ
と
も
評
し
た
。

(
十
六
)

・

何
し
ろ
父
が
其
男
に
頼
ま
れ
て
、
快
よ
く
訪
問
を
引
受
け
た
の
も
、
多

分
持
っ
て
生
ま
れ
た
物
数
奇
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
(
同
)

-

父
は
わ
ざ
と
斯
う
云
っ
て
皆
な
を
興
が
ら
せ
た
。

(同
)

・

父
は
年
の
割
に
度
胸
の
悪
い
男
な
の
で
、

(
十
八
)

・

「己
も
仕
方
が
な
い
か
ら
、
夫
や
大
丈
夫
、
僕
が
受
け
合
ふ
。
本
人
に

軽
薄
な
所
は
些
と
も
な
い
と
答
へ
た
」(十
八
)

-

「
其
庭
が
凡
て
の
懸
合
事
の
気
穏
で
す
な
。
蔦
事
左
右
遺
れ
ば
双
方
の

震
に
何
の
位
都
合
が
好
い
か
知
れ
ん
で
す
」(
略
)
「
賞
は
今
云
っ
た
通
り
最

初
は
ね
、
そ
の
位
な
事
ぢ
や
中
々
疑
り
が
解
け
な
い
ん
で
、
私
も
少
々
弱

ら
せ
ら
れ
ま
し
た
。
夫
を
色
々
に
光
、
患
を
付
け
た
り
、
出
鱈
目
を
排
へ
た

り
し
て
、
と
う
/
11
女
を
納
得
さ
せ
ち
ま
っ
た
ん
で
す
が
、
随
分
骨
が

折
れ
ま
し
た
よ
」
と
少
し
得
意
気
で
あ
っ
た
。

(十
九
)

本
稿
の
第
三
章
で

「素
人
と
黒
人
」
に
触
れ
た
際
、

〈
技
巧
〉
を

〈
誇
り
〉
と

す
る

〈
黒
人
〉
は
女
性
に
限
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
又
、
そ

の
少
し
前
に
は
〈
黒
人
〉
の
説
明
や
〈
特
色
〉
の
引
用
も
し
た
の
で
再
度
参
照

し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
ま
さ
に
、
こ
の
父
親
の
性
質
は
〈
黒
人
〉
の
そ
れ
と

合
致
す
る
。
和
歌
の
浦
で
一
郎
が
最
初
評
し
た
よ
う
な

〈
正
直
な
御
父
さ
ん
〉

「兄
」
(
十
八
)
の
姿
は
ど
こ
に
も
無
い
。
よ
っ
て

〈
お
父
さ
ん
流
〉
の
二
郎
も

〈
黒
人
〉
の
部
類
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
単
な
る
登
場
人
物
と
し
て
の
二
郎

の
位
置
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
父
親
も
二
郎
も
男
性
で
あ
り
、
し
か
も

一
郎
の

血
縁
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
故
に
〈
技
巧
〉
の
枠
は
、
す
で
に
〈
女
ノ
一言
語

動
作
〉
を
越
え
て
い
る
。
自
然
と
対
象
範
囲
は
人
間
全
体
に
拡
大
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、

一
郎
の
悩
み
を
深
化
さ
せ
、
孤
独
を
助
長
す
る
こ
と
に
も
な

る
。以

上
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
展
開
上
発
生
し
た
失
敗
点
は
大
き
く
二
点
挙
げ

ら
れ
る
。
一
つ
は

〈
技
巧
〉
を
描
こ
う
と
し
て
話
者
で
あ
る
二
郎
が
そ
れ
に
墳

ま
り
、

話
者
の
分
裂
が
生
じ
た
こ
と
。
も
う

一
つ
は
、
そ
の
分
裂
の
た
め
に
初

期
の
目
的
設
定
で
は
解
決
で
き
な
い
新
た
な
主
題
の
必
要
を
引
き
起
こ
し
た
こ

と
で
あ
る。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
を
ど
う
処
置
し
た
か
見
て
み
よ
う
。

か新
た
な
主
題
u

に

つ
い
て
は
本
稿
の
趣
旨
と
違
う
の
で
触
れ
な
い
が
、
こ
れ
が
程
度
の
差
こ
そ
あ

れ、

全
て
の
人
間
の
中
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
を
小
説
と
し
て
展
開
で
き
る
の
は
そ
の
問
題
点
に
気
が
着
い
た
者
、
こ
こ

で
は

一
郎
で
あ
る
。
従
っ
て
主
題
の
本
拠
地
は
、
彼
の
中
、
彼
の
苦
悩
の
中
に

置
か
れ
る
。
し
か
し
先
述
の
通
り
、

二
郎
に
話
者
の
務
め
は
で
き
な
い
。
作
品

〆
O今コ
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進
行
時
の
二
郎
に
観
察
の
能
力
が
無
い
以
上
、
H

現
在
u

の
二
郎
に
も
分
析
は

不
可
能
な
の
で
あ
る
。
二
郎
が
下
宿
と
い
う
形
で
問
題
の
渦
中
を
離
れ
る
の
も、

こ
こ
に
一
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
の
初
め
の
論
点
の

一
つ
、
二
郎
の

就
職
は
、
こ
れ
を
小
説
上
リ
ア
ル
に
す
る
た
め
の
必
然
的
な
要
素
で
あ
っ
た
。

絶
対
的
に
必
要
で
あ
る

n
新
た
な
主
題
u

の
話
者
は
、
「
塵
労
」
を
一
読
し

て
も
わ
か
る
通
り
H
さ
ん
で
あ
る
。
日
さ
ん
の
活
躍
は
(
二
十
八
)
か
ら
、
と

後
半
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
約
半
年
の
休
載
明
け
で
〈
読
者
の
興
味
を
ふ
た
た

び
小
説
の
世
界
に
連
れ
戻
す
た
め
の
趣
向
〉
や
〈
一

郎
が
H
さ
ん
と
旅
に
出
る

(注
お
)

中
心
部
を
導
く
た
め
の
状
況
設
定
〉
の
た
め
に
そ
う
な
っ
た
の
で
あ
り
、
仕
方

が
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

再
度
、
二
郎
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
こ
の
「
塵
労
」
前
半
、
い
わ
ば

準
備
期
間
に
、

二
郎
の
最
終
的
な
位
置
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
引
用
の
傍

点
は
全
て
筆
者
に
よ
る
)

-

け
れ
ど
も
今
自
白
す
る
と
腹
の
中
は
話
の
調
子
で
一
不
さ
れ
る
程
穏
か
な

も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

(
二
)

・

兄
の
機
嫌
買
を
子
供
の
う
ち
か
ら
知
り
抜
い
て
ゐ
る
彼
等
に
も
、
近
頃

の
兄
は
不
思
議
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
陰
欝
な
彼
の
調
子
は
、
自
分
が
下
宿

す
る
前
後
か
ら
今
日
迄
少
し
の
晴
聞
な
く
績
い
た
の
で
あ
る
。

(十
二
)

・

然
し
そ
れ
は
昔
の
兄
で
あ
っ
た
。
今
の
彼
を
、
た
ゾ
我
俸
の
二
字
で
説

明
す
る
の
は
絵
り
に
畢
純
過
ぎ
た
。

(
十
五
)

・

従
っ
て
自
分
の
気
に
な
る
の
は
未
来
の
兄
で
あ
る
と
同
時
に
現
在
の
兄

で
あ
っ
た
。
久
し
く
彼
と
曾
見
の
路
を
絶
た
れ
た
自
分
は
、
其
現
在
の
兄

に
闘
す
る
直
接
の
知
識
を
殆
ん
ど
有
た
な
か
っ
た
。

(
二
十

一)

自
分
は
兄
か
ら
今
何
う
見
ら
れ
て
ゐ
る
か
、
何
う
思
は
れ
て
ゐ
る
か
、

そ
れ
が
知
り
た
く
っ
て
仕
方
が
な
か
っ
た
。

(二
十
二
)

こ
の
文
体
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
w
現
在
“
の
話
者
は
作
品
進
行
時
の
二
郎

と
一
舟
び
同
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一

郎
を
理
解
し
自
分
の
態
度
を
〈
俄
悔
〉

す
る
η

現
在
“
は
無
く
、

〈
今
〉

と

〈
未
来
〉
に
不
安
を
抱
く
w
当
時
“
の
み

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
平
等
な
視
点
を
持
つ
話
者
と
し
て
、

又
n
新
た
な
主

題
“
を

一
郎
を
観
察
す
る
こ
と
で
表
出
す
る
代
弁
者
と
し
て

H
さ
ん
が
設
定
さ

れ
た
た
め
、

二
郎
は
表
向
き
の
話
者
で
あ
り
な
が
ら
、
単
な
る
登
場
人
物
の
位

置
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
二
郎
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
〈

一
郎
に
対
し

(注
幻
)

て
終
始
忠
実
な
観
察
者
〉
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
心
配
し
て
い
る
傍
観
者

と
い
っ
た
方
が
妥
当
で
あ
る
。

• 

37 

-'-
ノ、

「
塵
労
」
に
至
ら
し
め
る
何
か
、
構
成
の
失
敗
に
繋
が
る
原
因
は
、
結
局
前

章
で
挙
げ
た
二
つ
の
失
敗
点
に
帰
着
し
た
。
再
度
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

〈
技
巧
〉
に
填
ま
っ
た
こ
と
で
生
じ
た
話
者
の
分
裂
と
、
そ
の
た
め
に
引
き
起

こ
さ
れ
た
新
た
な
主
題
の
必
要
で
あ
る
。
こ
の
二
点
に
至
る
発
端
と
し
て
、
断

片
の

〈
吉
女
ノ
言
語
動
作
〉
を
挙
げ
て
論
述
を
進
め
て
き
た
。
が
、
こ

の

よ
う
に
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
自
身
で
進
め
て
き
た
論
な
が
ら
も

一
つ
の
素
朴

な
疑
問
が
湧
く
の
を
禁
じ
得
な
い
。
と
い
う
の
は、

〈
技
巧
〉
を
作
品
と
し
て

描
こ
う
と
し
た
時
、
作
者
は
、
話
者
が
そ
れ
に
填
ま
る
と
は
予
測
で
き
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
間
い
を
解
く
に
は
、
作
者
が
ど
の
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よ
う
な
姿
勢
で
話
者
を
設
定
し
よ
う
と
し
た
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
在
お
)

『彼
岸
過
迄
』
の

「結
末
」
で
、
激
石
は
話
者

・
敬
太
郎
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

敬
太
郎
の
冒
険
は
物
語
に
始
ま
っ
て
物
語
に
終
っ
た
。
彼
の
知
ら
う
と

す
る
世
の
中
は
最
初
遠
く
に
見
え
た
。
近
頃
は
眼
の
前
に
見
え
る
。
け
れ

ど
も
彼
は
遂
に
其
中
に
這
入
っ
て
、
何
事
も
演
じ
得
な
い
門
外
漢
に
似
て

ゐ
た
。
彼
の
役
割
は
絶
え
ず
受
話
器
を
耳
に
し
て
「
世
間
」
を
聴
く

一
種

の
探
訪
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
し
て
こ
れ
は

〈
経
験
と
し
て
は
滑
稽
の
意
味
以
外
に
通
用
し
な
い
、
た
ず

自

分
に
丈
箕
面
目
な、

行
動
に
過
ぎ
な
か
っ
た
〉。
さ
ら
に
そ
の
結
果
と
し
て、

敬

太
郎
の
〈
知
識
感
情
〉
が

〈
鼓
膜
の
働
ら
き
か
ら
来
て
ゐ
る
〉
こ
と
で
終
わ
っ

た
こ
と
を
、

〈
彼
に
物
足
ら
な
い
所
で
、
同
時
に
彼
の
仕
合
せ
な
所
〉
と
し
て

い
る
。
こ
れ
は
激
石
自
身
、
こ
の
作
品
を
終
え
て
の
感
想
と
反
省
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

「
行
人
』
の
中
で
、

二
郎
を
〈
門
外
漢
〉
に
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、

登
場
人

物
ら
と
関
係
を
密
接
に
置
き
、
又
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
実
際
に
経
験
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
。
〈
二
郎
が

『行
人
』
の
世
界
の
渦
の
中
に
捲
き
込
ま
れ
る
事
が
深

く
〉
な
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ら
行
人
」
の
世
界
に
出
て
来
る
人
聞
が
、
誰

で
も
二
郎
に
、
恩
ふ
ま
ま
の
事
を
言
っ
て
、
そ
れ
そ
れ
自
分
の
自
然
な
赤
裸
裸

(住
明日
寸

な
姿
を
〉
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
話
者
の
設
定
の
際
、
作
者
が
あ
え
て
意
図
し

た
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
試
み
に
、
作
者
が
何
の
危
倶
も
抱
い
て
い
な

い
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
安
東
氏
の
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
の

前
に
次
の
書
簡
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
大
正
元
年
十
二
月
一
日
、
中
村
翁
宛

の
も
の
か
ら
の
引
用
で
あ
る。

賓
は
昨
三
十
日
夜
漸
く
一
回
認
め
祉
へ
む
け
護
送
致
置
候
気
も
乗
ら
ず
自

信
も
な
く
如
何
に
も
書
き
に
く

、
候
是
が
百
回
以
上
に
な
る
か
と
思
ふ
と

少
々
恐
ろ
し
く
候
(
略
)

返
す
/
1
1
御
心
配
の
み
か
け
御
気
の
毒
に
候
是
と
申
す
も
小
生
の
創
作

に
釘
す
る
興
味
や
ら
考
や
ら
強
ひ
て
複
雑
な
も
の
を
鮮
や
か
に
ま
と
め
ん

と
す
る
無
駄
骨
折
や
さ
う
し
て
最
後
に
来
る
面
倒
く
さ
、
や
ら
が
か
た
ま

(
注
犯
)

っ
た
も
の
と
御
勘
緋
願
度
候

こ
の
書
簡
か
ら
安
東
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「小
生
の
創
作
に
対
す
る
興
味
や
考
」
や

「強
い
て
複
雑
な
も
の
を
鮮
や

か
に
ま
と
め
ん
と
す
る
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、

語
り
手
で
あ
り
、
劇
の

主
要
性
格
で
も
あ
る
二
郎
記
限
定
に
つ

い
て
の
実
験
的
な
意
図
と
不
安
が

示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

こ
の
指
摘
は
妥
当
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
但
し
、
こ
の

〈
不
安
〉

は

「彼
岸
過

迄
』
で
の
話
者
の
反
省
を

『行
人
』
で
克
服
で
き
る
か
と
い
う
点
で
あ
っ
て
、

話
者
が
〈
技
巧
〉に
填
ま
ら
な
い
か
と
い
う
不
安
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
〈
無

駄
骨
折
〉

と
い
う
思
い
が
あ
っ
て
も

〈
複
雑
な
も
の
を
鮮
や
か
に
ま
と
め
〉

ょ

う
と
い
う
意
志
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
で
作
品
初
期
の
目
的
と

し
て
挙
げ
た
〈
〉
コ
女
ノ
言
語
動
作
〉
と
、

『行
人
」
に
お
け
る
話
者
設
定

の
方
法
は
、
同
じ
舞
台
の
上
で
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
要
素
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
両
立
で
き
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
話
者
の
反
省
を
克
服
し

よ
う
と
し
た
が
ゆ
え
に
、
〈
技
巧
〉
に
填
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
〉見

女
ノ
言
語
動
作
〉
を
描
く
の
な
ら
ば、

こ
の
作
品
は

一
人
称
で
は
な
く、

三

。。
勾
令
J
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よ目
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叫ヴ

σ量
匡
劃
聞
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」オド
h

吐ノ
五
一刻
4
」
l

二
戸
一

E
，q

'
R1
4
す
折

人
称
で
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
た
め
に
、

後
の
展
開
や
主
題
ま
で
影
響
し
た
の
だ
か
ら
、
作
品
構
成
と

し
て
は
明
ら
か
に
失
敗
で
あ
る
。
が
、

『
行
人
』
は
決
し
て
n
失
敗
作
“
で
は

な
し
。行

人
の
原
稿
な
ど
は
人
の
事
に
あ
ら
ず
自
分
の
義
務
と
し
て
も
ま
づ
第
一

に
何
と
か
片
付
べ
き
を
矢
張
ま
だ
書
き
終
ら
ざ
る
に
で
も
し
か
御
承
知
願

上
度
候
勿
論
枇
舎
と
も
家
族
と
も
誰
と
も
直
接
に
は
閥
係
な
き
事
柄
故
他

人
か
ら
見
れ
ば
馬
鹿
も
し
く
は
気
狂
に
候
へ
ど
も
小
生
の
生
活
に
は
是
非

(
注
目
ぷ
)

共
必
要
に
候
。

「
塵
労
」
の
執
筆
に
取
り
か
か
っ
た
頃
の
こ
の
書
簡
で
は
、

『行
人
」
が
ど
れ

だ
け
激
石
の
中
に
食
い
込
ん
だ
存
在
に
な

っ
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
来
、

「塵

(
注
お
)

労
」
を
脱
稿
し
た
頃
に
は
〈
私
は
今
道
に
入
ら
う
と
心
掛
け
て
ゐ
ま
す
〉
と

い

う
心
境
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
『
行
人
」
は
、
作
家
と
し
て
の
激
石
を
深
化
さ

せ
た
一
因
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
先
述
の
失
敗
か
ら
生
ま

れ
た

w
新
た
な
主
題
u

が
一
役
買
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
作
品
構
成
の
失
敗
は
全
体
か
ら
見
れ
ば
成
長
過
程
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
作
家
の
深
化
を
促
し
た
と
い
う
点
で
は
、

『
行
人
』
は
大

き
な
意
味
を
持
っ
た
作
品
で
あ
っ
た
。

注

(l
)
江
藤
淳
『
決
定
版
夏
目
激
石
』(
新
潮
社
昭
叫

・
1
・
お
)
肌
頁

(2
)
熊
坂
敦
子
「

『行
人
』
の
世
界
」

(
「
日
本
女
子
大
学
国
語
国
文
学
論

究
」
昭
必
・

2

，芳

ノ
==E自
2
EM
U
L
を
括
く

σ
右

E
じ

」

σ一日
日
E
間

h
h

一A
ノ本
て
h
h

右
〈

初
頁
で
、
越
智
治
雄
氏
の
指
摘
か
ら
〈
実
際
に
二
郎
は
、

生
活
者
と
し

て
の
実
体
を
あ
ら
わ
に
示
し
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
〉
と
、

「生
活

者」

と
い
う
味
方
を
肯
定
し
て
い
る
。
本
稿
も
こ
れ
に
拠
っ
た
。

(3)
本
文
か
ら
の
引
用
は

『激
石
全
集
』

第
五
巻

(岩
波
書
庖

昭
引

・
4
・

お
)
に
拠
っ
た
。
ル
ピ
は
全
て
省
略
し
た
。
又
、
各
章
の
題
名
は
新
字

体
と
し
、
各
章
中
の
回
数
は
丸
括
弧
で
記
し
た
。

(
4
)
内
田
道
雄
「

「
行
人
』
の
語
り
手
と
聴
き
手
」

(「
古
典
と
現
代」

平

元

9

古
典
と
現
代
の
会
)
但
し
本
稿
は

『激
石
作
品
論
集
成
』
第

九
巻

(平
3
・

2
-
m浅
田
隆
・

戸
田
民
子
編
桜
楓
社
)
却
頁
に

拠
っ
た
。

(5)

『激
石
全
集
』
第
十
三
巻

(岩
波
書
庖

昭

4
・
1
・
お
)

(6
)

『激
石
全
集
」
第
十

一
巻

(岩
波
書
庖

昭
引
・
叩

・
但
)
で
は
そ
の

掲
載
が

『東
京
朝
日
新
聞
』
し
か
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は、

荒
正
人

『増
補
改
訂
激
石
研
究
年
表
』

(
集
英
社
昭
臼
・

6
-
m
)

市
頁
に
拠
っ
た
。

(7
)
注

(5
)
参
照
、
側
・
刷
頁

(
8
)
同
右
、
捌
頁

(9
)
『激
石
全
集
』
第
十
一
巻

(岩
波
書
庖

昭
4
・
m

-

M
A
)

「素
人
と

黒
人
」
の
引
用
は
全
て
こ
の
本
文
に
拠
っ
た
。

(叩
)
秋
山
公
男
『
激
石
文
学
論
老
「
|

後
期
作
品
の
方
法
と
構
造
|
|
』

(
桜
楓
社

昭
臼

U
-
m
)
川
頁

(日
)
同
右

同
頁

(ロ
)
同

右

山

真

n
y
 

今
、
J
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(日
)
同
右
旧
頁

(
比
)
同
右
同
頁

(
日
)
同
右
目
頁

(
凶
)
注

(
3
)
参

照

加

頁

(
口
)
木
幡
瑞
枝
「
背
後
の
手
記
||
『
行
人
」

管
見
|
|
」

学
」
辺
号
昭
却

・
7
・
日
実
践
文
学
会
)
却
頁

(
回
)
佐
藤
勝
「
作
家
の
論
理
と
小
説
の
論
理
|
|
『
行
人
」
論
」

学
」
昭
日

・
日
学
燈
社
)
川出

・
白
頁

(凹
)
安
東
建
二
「
『
行
人
」
の
世
界

(E
)
極
北
の
自
我
|
|
激
石
私
論

(
五
)
|
|
」
(
「
人
文
論
究
」
お
号
昭
印
・

2
・
お
北
海
道
教
育

大
学
函
館
人
文
学
会
)
2
頁

(却
)
宮
本
百
合
子
「
『
行
人
』
に
つ
い
て
」
(
「
新
潮
」
昭
日
・

6
・
1

新
潮
社
)
必
頁

(幻
)
安
東
湾
二
「
『
行
人
』
の
世
界
そ
の
挫
折
の
意
味
」
(
「人
文
論

究
」
昭
必
・

3

北
海
道
教
育
大
学
函
館
人
文
学
会
)
但
し
本
稿
で
は

『
激
石
作
品
論
集
成
』
第
九
巻
(
平
3
・

2
-m浅
田
隆

・
戸
田
民
子

編
桜
楓
社
)
問
頁
に
拠
っ
た
。

(
辺
)
注
(
凶
)
参
照

3
頁

(お
)
注
(
却
)
参
照

同

頁

(担
)
注
(
幻
)
参
照

同
頁

(お
)
注
(
叩
)
参
照

山
頁
尚
、
文
中
の
本
文
部
は
新
字
体
に
さ
れ
て
い

た
の
で
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。

(
お
)
注
(
凹
)
参
照

6
頁

(
「
実
践
文

(
「
国
文

40 

(
幻
)
注

(
2
)
参

照

抑

頁

(
お
)
『
激
石
全
集
」
第
五
巻
(
岩
波
書
庖

昭
4
・
4
・
お
)

『彼
岸
過

迄
」
の
引
用
は
、
全
て
こ
の
本
文
に
拠
っ
た
。
ル
ピ
は
全
て
省
略
し
た
。

(
却
)
注

(
3
)
参

照

加

頁

(
却
)
『
激
石
全
集
』
第
十
五
巻
(
岩
波
書
庖

(幻
)
注
(
凹
)
参
照

3
頁

(
お
)
注
(
却
)
参
照
捌

・
加
頁

(
お
)
同
右
加
頁

(
却
)
注
(
叩
)
参
照

114 
頁

刀
目
。
J
U

・ヨ
4

・虫
U

J

羽川
山
・判
ω
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