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一
、
は
じ
め
に

令
和
三
年
―
奇
し
く
も
三
回
忌
に
、
田
辺
聖
子
が
樟
蔭
女
子
専
門
学
校
時
代

に
ノ
ー
ト
に
書
き
付
け
た
日
記
が
発
見
さ
れ
た
。
ノ
ー
ト
に
は
、
「
十
八
歳
の

日
の
記
録
」（
以
下
、「
日
記
」
と
略
す
）
と
い
う
題
が
付
さ
れ
、
昭
和
二
十
年

四
月
一
日
（
二
年
生
の
開
始
日
）
か
ら
昭
和
二
十
二
年
三
月
十
日
（
三
月
八
日

の
卒
業
式
後
に
就
職
先
を
尋
ね
た
日
）
ま
で
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る （
１
）。
作
家

田
辺
聖
子
の
重
要
な
伝
記
資
料
で
あ
る
と
同
時
に
、
戦
時
下
の
諸
相
や
樟
蔭
の

教
育
を
も
知
り
得
る
貴
重
な
日
記
で
あ
る
。

「
日
記
」
に
は
、
樟
蔭
女
子
専
門
学
校
時
代
に
書
い
て
い
た
小
説
に
つ
い
て

の
記
述
も
多
々
見
い
だ
せ
る
。
そ
の
中
に
「
十
七
の
こ
ろ
」
と
い
う
作
品
が
あ

る
。
こ
の
作
品
の
原
稿
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
現
存
し
て
い
る
。
か
つ
て
「
十

七
の
こ
ろ
」
に
つ
い
て
、
田
辺
文
学
の
原
点
と
し
て
貴
重
な
作
品
で
あ
る
こ
と

を
論
じ
た
が
、
執
筆
事
情
に
つ
い
て
は
解
明
で
き
な
い
で
い
た （
２
）。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
度
、
発
見
さ
れ
た
「
日
記
」
に
は
、
昭
和
二
十
一
年
か
ら
昭
和
二
十
二
年

に
わ
た
っ
て
何
度
も
「
十
七
の
こ
ろ
」
に
関
す
る
記
述
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ

ら
の
記
述
を
繋
ぎ
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
謎
で
あ
っ
た
成
立
事
情
お
よ
び
執

筆
の
背
景
が
見
え
て
く
る
。
さ
ら
に
、「
十
七
の
こ
ろ
」
が
、
田
辺
聖
子
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
作
品
で
あ
っ
た
か
が
分
か
る
。
本
稿
を
、「
日
記
」

の
出
現
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
得
た
「
十
七
の
こ
ろ
」
に
関
す
る
追
考
と
す
る

所
以
で
あ
る
。

二
、「
十
七
の
こ
ろ
」
に
ま
つ
わ
る
謎

田
辺
聖
子
は
、
作
家
に
な
る
以
前
の
少
女
時
代
の
習
作
に
深
い
愛
着
を
抱
い

て
い
た
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
自
伝
的
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
し
ば
し
ば

取
り
上
げ
ら
れ
、
詳
し
く
引
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る （
３
）。
「
十
七
の
こ
ろ
」
に
つ

い
て
も
、
自
伝
的
小
説
『
し
ん
こ
細
工
の
猿
や
雉
』
の
樟
蔭
女
子
専
門
学
校
時

代
を
描
い
た
箇
所
に
、
「
校
友
会
の
文
芸
部
長
の
よ
う
な
も
の
を
押
し
つ
け
ら
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れ
た
」
た
め
に
機
関
誌
を
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
記
し
、
そ
の
製
作

の
様
子
と
掲
載
作
品
の
題
名
と
内
容
を
紹
介
し
て
い
る （
４
）

生
徒
は
ど
ん
ど
ん
短
歌
や
俳
句
を
投
稿
し
て
く
る
。
そ
う
し
て
、

「
本
は
い
つ
出
ま
す
か
」

と
期
待
し
て
聞
き
に
く
る
の
だ
っ
た
。
仕
方
な
い
。

ま
だ
町
に
は
印
刷
屋
も
な
い
の
で
、
学
校
か
ら
原
紙
と
紙
を
も
ら
い
、

生
徒
が
交
代
で
ガ
リ
版
を
切
っ
た
。
下
級
生
の
保
育
科
の
人
が
、
芋
版
で

表
紙
の
イ
ラ
ス
ト
を
仕
上
げ
て
く
れ
て
、
ハ
カ
ナ
ゲ
な
ガ
リ
版
の
機
関
誌

「
青
い
壺
」
は
で
き
上
っ
た
。

百
五
十
冊
刷
っ
た
が
、
ま
た
た
く
ま
に
売
れ
て
し
ま
っ
た
。
誰
も
か
れ

も
読
み
物
に
渇
え
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。

小
説
が
な
い
と
恰
好
つ
か
な
い
、
と
い
う
の
で
私
は
こ
こ
に
「
十
七
の

こ
ろ
」
と
い
う
短
編
を
の
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
十
七
歳
の
泉
と
い
う
、
口

数
少
な
い
、
お
と
な
し
い
夢
み
が
ち
の
女
の
子
と
、
俗
人
の
代
表
の
よ
う

な
両
親
と
の
対
比
を
ね
ら
っ
た
小
説
で
、
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
わ

れ
な
が
ら
低
調
で
冴
え
な
か
っ
た
。

昭
和
二
十
年
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
た
後
、
学
園
は
活
気
を
取
り
戻
し

様
々
な
校
友
会
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
ん
な
中
で
、
田
辺
聖

子
が
中
心
と
な
っ
て
編
集
し
発
行
さ
れ
た
雑
誌
が
『
青
い
壺
』
で
あ
る
と
い
う
。

幸
い
に
も
、
『
青
い
壺
』
は
現
存
し
て
お
り
、
本
学
の
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る （
５
）。
表
紙
の
イ
ラ
ス
ト
は
青
い
壺
で
、
体
裁
は
ガ
リ
版
刷
り
で
あ
る
。
目

次
に
は
「
樟
蔭
女
専
文
学
研
究
班
」
と
記
さ
れ
、
奥
付
に
は
「
編
集
責
任
者

田
辺
聖
子
」
と
あ
る
。
上
記
の
引
用
文
の
通
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
青
い
壺
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
田
辺
聖
子
の
作
品
は
「
ゆ
み

子
」
と
題
す
る
短
編
で
あ
り
、
「
十
七
の
こ
ろ
」
で
は
な
い
。
主
人
公
の
「
ゆ

み
子
」
は
二
十
歳
で
、
彼
女
の
淡
い
恋
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
「
十
七
の
こ

ろ
」
と
は
全
く
別
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
十
七
の
こ
ろ
」
と
題
す
る
短
編
も
実
在
し
、
田
辺
聖
子
文
学
館

に
寄
託
さ
れ
て
い
る （
６
）。
主
人
公
は
十
七
歳
の
寡
黙
な
少
女
・
泉
で
、
旧
弊
な
両

親
と
の
対
立
が
描
か
れ
て
お
り
、
『
し
ん
こ
細
工
の
猿
や
雉
』
に
書
か
れ
て
い

る
内
容
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
、
『
し
ん
こ
細
工
の
猿
や
雉
』

の
執
筆
資
料
を
ま
と
め
た
箱
に
保
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
同
書
に
引
用

さ
れ
た
「
十
七
の
こ
ろ
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

で
は
、
何
故
、
現
存
の
『
青
い
壺
』
に
「
十
七
の
こ
ろ
」
は
掲
載
さ
れ
て
い

な
い
の
か
。
『
青
い
壺
』
と
題
す
る
機
関
誌
も
「
十
七
の
こ
ろ
」
と
い
う
作
品

も
伝
存
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
関
係
も
、
執
筆
経
緯
も
謎
の
ま

ま
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
た
び
発
見
さ
れ
た
「
日
記
」
に
は
、
「
十
七
の
こ
ろ
」
や

『
青
い
壺
』
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
そ
れ
ら
の
記

述
を
辿
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

三
、「
日
記
」
に
み
る
「
十
七
の
こ
ろ
」
と
『
青
い
壺
』

『
し
ん
こ
細
工
の
猿
や
雉
』
に
「
校
友
会
の
文
芸
部
」
と
あ
る
の
は
、「
日
記
」
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に
い
う
「
校
友
会
の
文
学
班
」
の
こ
と
で
あ
る
。
現
代
の
読
者
が
理
解
し
す
い

よ
う
に
「
文
芸
部
」
と
書
き
換
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
は
「
文
学
班
の
班

長
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
小
説
で
は
「
文
芸
部
長
の
よ
う
な
も
の
」
と
書
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
読
者
の
理
解
を
得
る
た
め
に
言
い
換
え
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
「
日
記
」
中
に
「
文
学
班
」
の
こ
と
を
最
初
に
記
し
て
い
る
の
は
次

の
条
で
あ
る
。

《
昭
和
二
十
一
年
五
月
十
五
日
》

校
友
会
の
文
学
班
の
班
長
に
、
い
や
い
や
皆
か
ら
推
さ
れ
た
私
は
、
渋
々

き
ょ
う
の
総
会
で
、
皆
に
懇
談
会
を
開
い
た
。
顧
問
の
本
城
先
生
は
、
中
々

の
篤
学
者
で
、
本
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
読
書
案
内
を

お
願
い
す
る
。

こ
の
「
日
記
」
の
記
述
は
、
前
述
し
た
『
青
い
壺
』
の
目
次
の
頁
に
「
樟
蔭

女
専
文
学
研
究
班
」
と
あ
り
、
奥
付
に
「
編
集
責
任
者
田
辺
聖
子
」
と
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
一
致
す
る
。
ま
た
、
「
文
芸
部
」
と
「
文
学
班
」
等
の
小
異

は
あ
る
が
、
前
引
し
た
『
し
ん
こ
細
工
の
猿
や
雉
』
に
描
か
れ
た
件
に
相
当
す

る
実
体
験
の
記
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

「
日
記
」
に
は
「
い
や
い
や
皆
か
ら
推
さ
れ
た
」
と
簡
単
に
書
か
れ
た
体
験

が
、『
し
ん
こ
細
工
の
猿
や
雉
』
で
は
会
話
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
。

「
わ
た
し
、
い
や
や
わ
。
そ
ん
な
ん
、
き
ら
い
や
ね
ん
」
、
「
む
り
に
さ
し
た

ら
、
泣
い
た
る
か
ら
」
と
い
う
抵
抗
も
む
な
し
く
、
「
え
え
や
な
い
の
、
や
や

こ
し
い
こ
と
が
で
き
た
ら
、
わ
た
し
ら
で
肩
代
わ
り
す
る
か
ら
。
と
も
か
く
あ

ん
た
は
い
つ
も
小
説
書
い
て
る
し
、
文
学
趣
味
が
あ
る
ん
や
か
ら
適
任
や
な
い

の
」
と
言
い
く
る
め
ら
れ
て
、
結
局
、
文
芸
部
長
を
引
き
受
け
て
し
ま
う
と
い

う
様
子
が
活
写
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
日
以
降
、
「
日
記
」
に
は
何
度
も
「
十
七
の
こ
ろ
」
に
関
す
る
記
述
が

見
出
せ
る
の
で
あ
る
が
、
次
の
条
に
は
、
文
学
班
の
雑
誌
が
印
刷
で
き
な
か
っ

た
と
い
う
出
来
事
が
記
さ
れ
る
。

《
六
月
二
日
》

文
学
班
の
回
覧
雑
誌
は
と
う
と
う
刷
れ
な
か
っ
た
。
私
の
書
き
方
が
悪

か
っ
た
の
か
、
細
川
先
生
の
下
さ
っ
た
原
紙
が
悪
い
の
か
、
ち
っ
と
も
現

わ
れ
て
こ
な
い
が
、
し
か
し
、
私
は
さ
し
て
苦
痛
で
な
い
。
ひ
と
つ
、

「
十
七
の
こ
ろ
」
と
い
う
小
説
が
で
き
た
の
だ
。
こ
れ
は
す
こ
し
長
い
が
、

こ
の
雑
誌
へ
入
れ
よ
う
と
、
金
曜
日
一
日
つ
ぶ
し
て
ガ
リ
ガ
リ
原
紙
を
引
っ

か
き
、
九
枚
も
書
い
た
。
そ
れ
が
全
部
だ
め
な
の
で
あ
る
。

今
日
は
頭
痛
が
し
、
小
指
や
手
指
に
傷
が
つ
き
、
空
は
曇
り
が
ち
で
、

母
の
就
職
口
は
つ
ぶ
れ
、
気
の
悪
い
こ
と
お
び
た
だ
し
。

「
十
七
の
こ
ろ
」
を
載
せ
る
予
定
で
あ
っ
た
雑
誌
は
、
印
刷
で
き
な
か
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
日
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
現
存
の
『
青
い
壺
』
に

「
十
七
の
こ
ろ
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
物
理
的
な
問
題
で
あ
っ
た
と

も
解
せ
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は
「
文
学
班
の
回
覧
雑
誌
」
と
の
み
あ
っ
て
、

『
青
い
壺
』
と
い
う
題
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

次
の
条
に
は
、
文
学
班
の
長
と
し
て
、
相
変
わ
ら
ず
雑
誌
の
印
刷
に
苦
戦
し
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て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

《
六
月
五
日
》

ま
る
で
謄
写
版
屋
の
丁
稚
か
な
ん
ぞ
の
如
く
、
文
芸
部
だ
の
、
短
歌
会

だ
の
と
追
い
ま
わ
さ
れ
て
い
る
く
せ
に
、
そ
れ
が
う
ま
く
刷
り
上
が
ら
ず
、

写
ら
な
か
っ
た
り
、
そ
ば
か
す
が
出
来
た
り
し
て
、
一
枚
十
何
銭
と
い
う

貴
重
な
紙
を
消
耗
ば
か
し
し
て
い
る
。
そ
れ
で
気
を
腐
ら
せ
て
勉
強
に
も

身
が
入
ら
な
い
の
は
、
全
く
つ
ま
ん
な
い
と
思
う
が
、
文
学
班
長
の
責
任

上
ど
う
も
、
忌
避
で
き
な
く
て
。

「
日
記
」
の
次
の
条
に
は
、
よ
う
や
く
雑
誌
が
刷
り
上
が
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。

《
六
月
二
十
一
日
》

私
は
ま
た
、
や
っ
と
文
学
班
の
雑
誌
が
刷
れ
た
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ

が
、
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
、
く
れ
と
言
っ
て
こ
ら
れ
た
の
に
は
弱
っ
た
。

足
ら
な
い
の
だ
。

私
の
「
十
七
の
こ
ろ
」
は
本
城
先
生
が
、
い
か
に
も
適
切
な
批
評
を
し

て
下
さ
っ
た
。
も
う
一
度
書
き
直
す
。

「
文
学
班
の
雑
誌
」
が
刷
り
上
が
っ
た
と
は
書
か
れ
て
い
る
が
、「
十
七
の
こ

ろ
」
は
掲
載
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
予
定
通
り

掲
載
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
書
き
直
す
た
め
に
引
き
下
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
「
日
記
」
を
読
み
進
む
と
、
文
学
班
が
発
行
す
る
二
冊
目
の
雑
誌
に

つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
条
が
あ
る
。

《
十
月
十
八
日
》

こ
の
と
こ
ろ
文
学
班
の
原
稿
締
切
を
も
控
え
て
私
は
忙
が
し
く
、
そ
れ
に
、

十
一
月
に
入
れ
ば
す
ぐ
試
験
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

《
十
二
月
十
三
日
》

今
日
、
や
っ
と
の
こ
と
で
「
青
い
壺
」
を
仕
上
げ
た
。
刷
っ
て
み
る
と
、

プ
リ
ン
ト
屋
が
下
手
く
そ
で
原
紙
の
書
き
よ
う
が
拙
い
た
め
、
ひ
ど
く
見

劣
り
し
て
つ
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
一
五
〇
冊
の
予
定
が
一
四
〇
冊
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
、
あ
げ
る
雑
誌
は
ご
く
少
し
に
し
た
。

こ
こ
に
『
青
い
壺
』
と
い
う
雑
誌
名
が
書
か
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
『
青
い

壺
』
に
は
「
１
号
」
と
あ
る
が
、
文
学
班
の
二
冊
目
の
機
関
誌
で
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
青
い
壺
』
の
奥
付
に
は
「
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
」

と
あ
る
。
こ
の
奥
付
の
月
日
は
、
「
日
記
」
の
日
付
と
は
一
致
し
な
い
。
た
だ

し
、
文
学
班
の
一
冊
目
の
雑
誌
の
発
行
さ
れ
た
六
月
と
は
大
き
く
異
な
る
が
、

二
冊
目
の
十
二
月
十
三
日
と
い
う
日
付
は
近
い
。
原
紙
の
仕
上
が
っ
た
日
と
刷

り
上
が
っ
た
日
と
が
一
致
し
て
い
な
い
と
考
え
る
し
か
な
い
。

ま
た
、
十
二
月
十
三
日
の
「
日
記
」
か
ら
は
、『
青
い
壺
』
が
「
下
手
く
そ
」

な
プ
リ
ン
ト
屋
の
文
字
で
書
か
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
冊
目
の
機
関
誌
の
印
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刷
に
つ
い
て
は
、
六
月
二
日
の
「
日
記
」
に
生
徒
た
ち
で
分
担
し
、
編
集
責
任

者
の
田
辺
聖
子
も
原
紙
を
書
い
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

『
し
ん
こ
細
工
の
猿
や
雉
』
に
は
、「
ま
だ
町
に
は
印
刷
屋
も
な
い
の
で
、
学

校
か
ら
原
紙
と
紙
を
も
ら
い
、
生
徒
が
交
代
で
ガ
リ
版
を
切
っ
た
」
と
あ
る
の

は
、
一
冊
目
の
機
関
誌
の
体
験
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

「
日
記
」
に
『
青
い
壺
』
の
発
行
部
数
が
「
一
五
〇
冊
の
予
定
」
と
あ
る
こ
と

は
、
『
し
ん
こ
細
工
の
猿
や
雉
』
に
「
百
五
十
冊
刷
っ
た
が
、
ま
た
た
く
ま
に

売
れ
て
し
ま
っ
た
」
に
符
合
す
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
し
ん
こ
細
工
の
猿
や
雉
』
が
、
実
際
の
体
験

を
そ
の
ま
ま
書
い
て
は
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
自
伝
的
と
は
い
え

小
説
で
あ
る
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
問
題
は
そ
の
創
作
意
図
で
あ

ろ
う
。

以
上
の
「
日
記
」
の
記
事
を
整
理
す
る
と
、
文
学
班
の
機
関
誌
発
行
と
田
辺

聖
子
の
掲
載
作
品
と
の
関
係
は
下
記
の
よ
う
に
な
る
。

①
昭
和
二
十
一
年
六
月
、
樟
蔭
女
子
専
門
学
校
の
文
学
班
が
、
一
冊
目
の
機

関
紙
、
手
作
り
の
回
覧
雑
誌
を
発
行
。
原
紙
は
生
徒
た
ち
が
分
担
し
て
書
い
た
。

田
辺
聖
子
は
編
集
長
を
務
め
「
十
七
の
こ
ろ
」
と
い
う
短
編
を
掲
載
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

②
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
、
樟
蔭
女
子
専
門
学
校
の
文
学
班
の
二
冊
目
の
雑

誌
を
『
青
い
壺
』
（
１
号
）
と
題
し
て
発
行
。
原
紙
は
プ
リ
ン
ト
屋
が
作
成
し

た
。
田
辺
聖
子
は
「
ゆ
み
子
」
と
い
う
短
編
を
掲
載
し
た
。

田
辺
聖
子
は
こ
れ
ら
の
体
験
を
題
材
に
し
て
、
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
作

り
上
げ
て
、
後
年
の
自
伝
的
小
説
に
描
い
た
と
言
う
経
緯
が
明
ら
か
に
な
る
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
さ
ら
な
る
疑
問
が
浮
上
す
る
。
現
存
す
る
『
青
い
壺
』
に
は
、

「
ゆ
み
子
」
と
い
う
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
し
ん
こ
細

工
の
猿
や
雉
』
に
は
「
十
七
の
こ
ろ
」
を
載
せ
た
と
書
き
、
し
か
も
、
前
引
の

よ
う
に
「
お
と
な
し
い
夢
み
が
ち
の
女
の
子
と
、
俗
人
の
代
表
の
よ
う
な
両
親

と
の
対
比
を
ね
ら
っ
た
小
説
で
、
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
な
が
ら
低

調
で
冴
え
な
か
っ
た
」
と
自
嘲
的
な
評
を
書
い
て
い
る
の
は
、
何
故
か
と
い
う

疑
問
で
あ
る
。

「
ゆ
み
子
」
も
「
十
七
の
こ
ろ
」
も
、
少
女
時
代
の
未
発
表
作
品
で
あ
り
、

読
者
が
知
り
得
な
い
作
品
で
あ
る
。
二
つ
の
作
品
を
入
れ
替
え
て
書
い
た
意
図

は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

四
、『
青
い
壺
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
ゆ
み
子
」

「
日
記
」
に
は
、『
青
い
壺
』
に
掲
載
し
た
作
品
名
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
た

だ
し
、
発
行
年
の
大
晦
日
に
、
一
年
を
振
り
返
る
記
述
の
中
に
、
唐
突
に
「
ゆ

み
子
」
と
い
う
名
前
が
出
て
く
る
。

《
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
》

学
生
生
活
と
し
て
は
、
一
番
こ
の
年
が
楽
し
く
有
意
義
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
文
学
班
と
し
て
も
活
躍
し
、
成
績
で
も
首
席
が
取
れ
、
そ
し
て
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学
校
生
活
は
文
芸
会
あ
り
音
楽
会
あ
り
、
短
歌
会
、
文
学
班
雑
誌
発
行
、

と
つ
づ
い
て
楽
し
い
こ
と
が
続
々
と
あ
っ
た
。

（
中
略
）

そ
し
て
、
私
の
運
命
は
ど
う
な
る
の
か
し
ら
。
私
を
引
き
回
す
ほ
ど
の

人
が
果
た
し
て
―
す
べ
て
の
少
女
の
場
合
に
お
け
る
よ
う
に
―
出
現
し
て

く
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
意
味
で
私
は
「
ゆ
み
子
」
に
近
い
。

前
述
の
ご
と
く
「
ゆ
み
子
」
は
『
青
い
壺
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
田
辺
聖
子

の
短
編
の
題
名
と
な
っ
た
主
人
公
の
名
前
で
あ
る
。
こ
の
一
文
か
ら
は
、
自
分

の
分
身
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
共
感
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
何
故

か
、
「
日
記
」
に
は
「
ゆ
み
子
」
と
い
う
作
品
に
つ
い
て
は
一
行
も
書
か
れ
て

い
な
い
。「
ゆ
み
子
」
は
、
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
た
の
か
を
見
て
お
こ
う （
７
）。

主
人
公
の
佐
野
ゆ
み
子
は
二
十
歳
、
多
く
の
兄
弟
姉
妹
の
真
ん
中
に
育
ち
、

目
立
た
な
い
お
と
な
し
い
性
格
で
、
女
学
校
を
卒
業
し
て
事
務
所
に
勤
め
て
い

る
。
「
恐
ろ
し
く
空
想
家
で
」
未
だ
に
童
話
の
世
界
の
王
子
様
と
お
姫
様
の
存

在
を
夢
想
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

あ
る
日
、
ゆ
み
子
は
、
仕
事
帰
り
に
立
ち
寄
っ
た
書
店
で
、
偶
然
に
兄
の
友

人
の
大
学
生
・
笹
井
と
出
会
い
、
喫
茶
店
に
誘
わ
れ
る
。
笹
井
は
、
以
前
に
何

度
か
家
に
遊
び
に
来
た
こ
と
が
あ
り
、
秀
才
で
聡
明
だ
が
、
病
弱
で
翳
り
の
有

る
青
年
で
、
ゆ
み
子
は
好
意
を
抱
い
て
い
る
。
笹
井
は
、
ゆ
み
子
の
兄
が
大
学

を
中
退
し
た
後
の
消
息
を
聞
き
た
か
っ
た
の
だ
が
、
ゆ
み
子
は
自
分
に
恋
心
を

持
っ
て
い
る
と
空
想
し
て
胸
を
と
き
め
か
せ
る
。
書
店
や
喫
茶
店
の
場
面
で
は
、

ゆ
み
子
が
空
想
を
交
え
て
笹
井
の
言
動
を
眺
め
る
様
子
が
描
写
さ
れ
る
。
喫
茶

店
で
二
人
は
何
気
な
い
会
話
を
交
わ
し
て
別
れ
る
だ
け
だ
が
、
ゆ
み
子
に
と
っ

て
は
夢
の
よ
う
な
美
し
い
ひ
と
時
で
、
「
薔
薇
の
よ
う
な
雰
囲
気
は
彼
女
を
と

り
ま
き
、
彼
女
は
こ
よ
な
く
幸
福
だ
つ
た
」
と
描
か
れ
る
。
帰
宅
し
た
ゆ
み
子

は
、
帰
り
が
遅
く
な
っ
た
こ
と
を
、
恋
人
に
会
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
兄
に
か
ら

か
わ
れ
、
笹
井
の
「
翳
り
深
い
ひ
と
み
」
を
思
い
出
し
、
「
そ
ん
な
俗
悪
な
こ

と
ば
で
現
は
さ
れ
た
く
な
い
」
と
反
発
し
て
奥
の
間
に
入
る
。

と
こ
ろ
が
、
最
後
の
場
面
で
「
突
然
何
も
か
も
光
を
失
つ
て
き
だ
し
た
」
の

で
あ
る
。
笹
井
も
特
別
な
存
在
で
は
な
く
、「
肺
病
の
学
生
に
す
ぎ
な
く
」
な
っ

て
し
ま
う
。
「
あ
り
ふ
れ
た
喫
茶
店
で
ケ
ー
キ
を
二
つ
三
つ
た
べ
て
別
れ
た
」

に
す
ぎ
な
い
現
実
を
直
視
す
る
の
で
あ
る
。
「
ゆ
み
子
」
は
、
次
の
一
文
で
終

わ
る
。さ
び
し
い
事
だ
つ
た
が
、
夢
と
幻
と
は
お
も
む
ろ
に
彼
女
か
ら
は
な
れ
、

そ
し
て
彼
女
、
ゆ
み
子
も
い
つ
し
か
人
の
世
の
荒
波
の
中
に
、
知
ら
ぬ
中

に
押
し
出
さ
れ
て
ゐ
る
事
を
や
う
や
く
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
、
感
じ
始
め
た

の
だ
つ
た
。

空
想
の
世
界
に
生
き
て
い
た
ゆ
み
子
が
、
次
第
に
現
実
世
界
で
生
き
る
こ
と

に
目
覚
め
始
め
る
と
い
う
テ
ー
マ
で
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
ゆ
み
子
に
、
自

分
の
似
姿
を
見
て
い
る
と
い
う
「
日
記
」
の
記
述
は
、
表
面
的
に
は
自
ら
の
内

に
空
想
の
恋
に
恋
す
る
心
情
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
戦
中

戦
後
の
未
曾
有
の
体
験
を
経
て
、
も
は
や
空
想
の
世
界
に
留
ま
っ
て
は
い
ら
れ

な
い
と
い
う
覚
悟
も
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
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し
か
し
、「
日
記
」
中
に
は
、「
ゆ
み
子
」
と
い
う
短
編
に
つ
い
て
は
何
も
記

さ
れ
て
い
な
い
。
『
青
い
壺
』
が
完
成
し
た
日
に
も
、
そ
の
作
品
名
す
ら
書
か

れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
女
学
生
時
代
か
ら
多
作
で
あ
っ
た
田
辺
聖
子
に
と
っ

て
は
、
難
な
く
仕
上
げ
た
作
品
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
「
十
七
の

こ
ろ
」
に
つ
い
て
は
執
筆
の
過
程
を
た
び
た
び
「
日
記
」
に
記
し
て
い
る
。
両

作
品
に
取
り
組
む
、
田
辺
聖
子
の
執
筆
姿
勢
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。五
、「
十
七
の
こ
ろ
」
と
田
辺
聖
子

「
日
記
」
の
記
述
を
辿
っ
て
ゆ
く
と
、「
十
七
の
こ
ろ
」
に
対
す
る
田
辺
聖
子

の
並
々
な
ら
ぬ
思
い
入
れ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
「
十
七
の
こ
ろ
」
は
、

回
覧
雑
誌
の
印
刷
に
失
敗
し
た
日
も
「
し
か
し
、
私
は
さ
し
て
苦
痛
で
な
い
。

ひ
と
つ
、
『
十
七
の
こ
ろ
』
と
い
う
小
説
が
で
き
た
の
だ
」
と
、
誇
ら
し
げ
に

書
い
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
田
辺
聖
子
に
と
っ
て
、
「
十
七
の
こ
ろ
」
は
、
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
作
品
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
日
記
」
を
手
掛
か
り

に
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。

こ
の
作
品
が
、
文
学
班
の
回
覧
雑
誌
の
た
め
に
書
か
れ
た
小
説
で
あ
る
こ
と

は
、
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
田
辺
聖
子
は
、
学
内
雑
誌
に
載
せ
る

だ
け
に
終
わ
ろ
う
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

昭
和
二
十
一
年
五
月
十
九
日
に
、
田
辺
聖
子
は
友
人
と
共
に
、
全
国
書
房
の

梅
田
氏
に
京
都
で
会
っ
て
い
る
。
「
埋
も
れ
た
宝
を
捜
す
」
と
い
う
「
集
い
」

に
参
加
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
日
の
出
来
事
は
『
し
ん

こ
細
工
の
猿
や
雉
』
に
も
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
「
日
記
」
と
関
連
す
る
注

目
箇
所
を
抜
粋
し
て
お
き
た
い
。

・
ク
ラ
ス
の
友
人
の
知
人
に
、
東
国
書
房
と
い
う
出
版
社
の
人
が
お
り
、
彼

女
は

「
何
か
、
小
説
か
く
人
さ
が
し
て
は
る
み
た
い
。
逢
う
て
み
た
ら
？
」

と
い
う
の
で
、
連
絡
し
て
も
ら
っ
た
。
放
送
局
で
も
出
版
社
で
も
、
人
や

作
品
を
募
集
し
て
い
る
新
人
登
場
時
代
で
あ
る
ら
し
い
。

荒
唐
無
稽
の
小
説
で
も
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
売
れ
な
い
か
し
ら
と
私
は
考

え
た
。

・
東
国
書
房
の
人
は
西
田
氏
と
い
っ
て
、
中
年
の
お
だ
や
か
な
表
情
の
男
性

で
、
三
十
く
ら
い
の
女
性
と
二
人
で
私
を
待
っ
て
い
た
。
女
性
は
私
と
同

じ
よ
う
な
目
的
や
期
待
で
、
西
田
氏
に
逢
い
に
来
た
ら
し
い
。

・
西
田
氏
は
、
吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
学
生
の
私
に
も
、
き
わ
め
て
親
切
で
礼

儀
正
し
く
、

「
埋
も
れ
た
宝
を
さ
が
す
、
と
い
う
意
味
も
、
私
ど
も
に
は
あ
り
ま
し
て
、

若
い
新
人
の
方
々
に
期
待
し
て
ま
す
ね
ん
」

と
関
西
な
ま
り
の
や
わ
ら
か
い
物
の
言
い
ぶ
り
で
あ
っ
た
。

・
そ
れ
に
、
「
何
か
お
書
き
に
な
っ
た
ら
お
見
せ
く
だ
さ
い
」
と
西
田
氏
が

鄭
重
に
い
っ
た
の
だ
。
私
は
こ
う
い
う
一
人
前
の
オ
ト
ナ
の
前
で
は
さ
す

が
に
、
「
海
賊
島
」
や
ら
「
古
城
の
三
姉
妹
」
な
ど
と
い
う
荒
唐
無
稽
小

説
を
出
す
こ
と
は
憚
ら
れ
た
が
、
し
か
し
何
だ
か
今
に
も
、
西
田
氏
の
期

待
に
副
う
ホ
ン
モ
ノ
の
作
品
が
出
来
上
が
り
そ
う
に
思
わ
れ
て
、
う
れ
し
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か
っ
た
。

こ
こ
に
、「
東
国
書
房
」
の
「
西
田
氏
」
と
あ
る
の
は
、「
日
記
」
で
は
「
全

国
書
房
」
の
「
梅
田
氏
」
と
あ
る
。
固
有
名
詞
を
変
え
て
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
後
に
は
、
母
親
は
、
東
国
書
房
の
西
田
氏
に
早
く
作
品
を
見
せ
て
、
吉

屋
信
子
の
よ
う
な
女
流
作
家
を
目
指
せ
と
諭
す
。
し
か
し
、
小
説
中
に
は
、
そ

う
す
る
こ
と
に
気
が
進
ま
な
い
理
由
を
、
縷
々
述
べ
て
い
る
。

・
『
古
城
の
三
姉
妹
』
の
よ
う
に
、
波
の
間
か
ら
海
坊
主
が
あ
ら
わ
れ
、
そ

れ
が
古
城
の
廊
下
や
、
ド
ア
の
ノ
ブ
を
濡
ら
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
怪
奇
小

説
を
、
あ
の
温
厚
で
良
識
的
な
、
礼
儀
正
し
い
紳
士
の
西
田
氏
が
双
手
を

あ
げ
て
歓
迎
す
る
と
は
、
さ
す
が
の
私
に
も
思
え
な
か
っ
た
。

・
本
庄
先
生
に
褒
め
ら
れ
、
東
国
書
房
の
西
田
氏
に
胸
張
っ
て
さ
し
出
せ
る

よ
う
な
、
ホ
ン
マ
モ
ノ
を
書
こ
う
と
し
て
も
、
私
は
気
が
進
ま
な
い
の
で

あ
る
。

小
説
で
は
、
「
東
国
書
房
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
京
都
で
の
一
度
の

出
会
い
を
描
く
の
み
で
終
わ
っ
て
い
る
。
因
み
に
「
本
庄
先
生
」
は
、「
日
記
」

に
よ
れ
ば
、
文
学
班
の
顧
問
の
「
本
城
先
生
」
の
こ
と
で
あ
る
。

「
日
記
」
の
記
述
と
は
相
違
す
る
点
も
あ
る
が
、
樟
蔭
女
子
専
門
学
校
時
代

か
ら
作
家
デ
ビ
ュ
ー
へ
の
道
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

「
日
記
」
に
は
、
全
国
書
房
の
梅
田
氏
に
会
っ
た
翌
日
に
、
京
極
で
観
た
映

画
「
王
国
の
鍵
」
と
比
較
し
て
自
作
「
十
七
の
こ
ろ
」
を
顧
み
て
い
る
。

《
五
月
二
十
日
》

「
王
国
の
鍵
」
は
ま
っ
た
く
素
敵
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
と
い
う
宣
教

師
の
支
那
に
お
け
る
、
生
活
、
闘
争
、
そ
う
い
う
も
の
を
描
い
て
あ
っ
た
。

彼
の
青
年
時
代
か
ら
の
硬
骨
な
、
反
撥
力
の
あ
る
、
し
っ
か
り
し
た
性
格

が
羨
ま
し
く
さ
え
思
え
る
の
だ
。
私
は
反
撥
力
が
な
い
。
そ
れ
を
恐
れ
る
。

い
ま
書
い
て
い
る
「
十
七
の
こ
ろ
」
も
、
無
気
力
な
少
女
の
生
活
を
描
い

て
み
よ
う
と
試
み
た
が
、
主
人
公
・
泉
の
性
格
は
、
私
が
型
に
は
め
る
と
、

ど
ん
ど
ん
嫌
が
っ
て
駆
け
出
し
、
手
に
負
え
ぬ
じ
ゃ
じ
ゃ
馬
み
た
い
に
、

忽
焉
と
し
て
前
に
あ
り
か
と
思
う
と
後
ろ
に
逃
げ
、
銀
鈴
の
ご
と
く
笑
い
、

暴
風
の
よ
う
に
怒
る
。
し
か
し
、
私
が
泉
を
と
ら
え
て
未
完
成
の
場
面
を

作
り
た
て
る
と
、
泉
は
天
才
的
な
瞑
想
に
沈
ん
だ
少
女
に
一
変
す
る
。
彼

女
は
、
画
の
天
才
で
あ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
。
し
か
し
周
囲
も
本
人
も
気
付

か
ず
埋
も
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
気
づ
く
の
は
、
彼
女
の
友
達
で
あ
る
少
年

だ
け
だ
。
し
か
し
、
少
年
の
家
も
貧
し
く
、
そ
し
て
少
年
は
力
を
持
た
な

い
。

「
王
国
の
鍵
」
は
一
九
四
六
年
五
月
に
日
本
で
も
公
開
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
映

画
で
あ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ペ
ッ
ク
演
じ
る
主
人
公
の
造
形
に
、
田
辺
聖
子
は

感
動
し
て
い
る
。
映
画
を
見
て
も
執
筆
中
の
作
品
と
結
び
付
け
て
考
え
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
こ
の
条
に
は
、
「
十
七
の
こ
ろ
」
の
主
人
公
を
ど
の
よ
う
に
造

形
し
よ
う
か
と
格
闘
す
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
作
品
の
構
想
も
記
さ
れ
て
い

る
の
だ
が
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
主
人
公
の
友
人
の
「
少
年
」
は
、
現
存
の

「
十
七
の
こ
ろ
」
に
は
登
場
し
な
い
。
構
想
だ
け
に
終
わ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
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は
執
筆
途
中
で
削
除
し
た
の
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

次
の
日
も
主
人
公
「
泉
」
の
こ
と
が
頭
を
離
れ
な
い
の
だ
が
、
作
品
の
構
想

を
練
っ
て
い
る
状
態
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

《
五
月
二
十
一
日
》

明
日
は
、
本
城
先
生
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
ぬ
。
何
か
よ
い
こ
と
を
し
て
過

ご
し
て
下
さ
い
と
仰
有
っ
て
い
た
が
、
原
稿
は
ま
だ
集
ま
ら
ず
、
そ
の
上
、

講
義
し
て
下
さ
る
先
生
は
な
し
と
き
て
い
る
の
で
、
い
っ
そ
休
み
に
し
て

他
の
科
へ
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

（
中
略
）

い
そ
が
し
く
て
何
だ
か
生
き
甲
斐
を
感
じ
る
。
初
夏
だ
し
、
幸
福
だ
。

が
、
「
泉
」
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
私
は
今
後
、
い
か
に
泉
の
運
命
を
定

め
る
べ
き
か
知
ら
ぬ
。
泉
は
勝
手
に
す
る
だ
ろ
う
。

「
原
稿
は
ま
だ
集
ま
ら
ず
」
と
あ
る
の
は
、
文
学
班
の
一
冊
目
の
雑
誌
の
原

稿
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
十
七
の
こ
ろ
」
の
主
人
公
・
泉
の
こ
と
を

自
ら
の
感
情
に
関
連
さ
せ
て
記
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
わ
ず
か
一
文
だ
が
、

注
目
す
べ
き
記
述
が
見
い
だ
せ
る
。「
初
夏
だ
し
、
幸
福
だ
」
の
一
文
で
あ
る
。

こ
の
一
文
は
、「
十
七
の
こ
ろ
」
中
の
一
節
、
す
な
わ
ち
、「
も
う
庭
に
は
一
ぱ

い
に
明
る
い
新
緑
が
流
れ
て
い
る
。
目
覚
め
る
ば
か
り
、
萌
え
出
た
緑
だ
っ
た
」

と
描
か
れ
る
明
る
い
五
月
の
初
夏
の
光
景
と
な
る
の
で
あ
る
。

戦
後
の
混
乱
期
の
中
で
生
き
方
を
見
い
だ
せ
な
い
無
力
な
少
女
・
泉
が
、
日
々

苦
悩
す
る
姿
を
描
く
中
で
、
ひ
と
時
だ
け
「
幸
福
」
に
浸
る
場
面
が
描
か
れ
る
。

そ
れ
が
初
夏
の
光
景
で
あ
る
。
麦
や
豌
豆
や
玉
葱
の
畠
の
作
物
の
様
子
、
雑
草

の
新
緑
、
空
高
く
漂
う
白
雲
等
々
の
美
し
い
自
然
描
写
が
続
き
、
「
祝
福
す
べ

き
五
月
の
朝
だ
つ
た
。
そ
よ
風
は
流
れ
、
鳥
は
う
た
つ
て
ゐ
た
。
泉
は
幸
福
な

思
ひ
に
打
た
れ
た
」
と
、
泉
は
初
夏
の
光
景
に
見
入
っ
て
幸
福
感
に
浸
る
。
真

の
人
間
の
幸
福
の
表
象
と
し
て
「
生
命
力
に
満
ち
溢
れ
た
初
夏
の
光
景
」
が
描

か
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
主
題
に
関
わ
る
重
要
な
シ
ー
ン
に
、

「
日
記
」
の
一
文
に
記
さ
れ
た
実
感
が
、
生
か
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
翌
日
に
は
、
「
十
七
の
こ
ろ
」
を
思
う
よ
う
に
書
き
進
め
ら
れ
な

い
悩
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。

《
五
月
二
十
三
日
》

今
こ
そ
新
人
登
場
時
代
だ
。
そ
れ
だ
の
に
私
は
今
に
な
っ
て
、
何
も
出

来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
数
日
間
、
私
は
、
頭
が
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ

て
い
る
。
何
も
考
え
ら
れ
な
い
。
泉
の
こ
と
は
ど
う
な
る
か
―
。

（
中
略
）

私
は
い
ま
何
か
気
分
転
換
を
図
ら
な
い
と
、
た
し
か
に
ダ
レ
て
い
て
頭

の
中
は
埃
っ
ぽ
く
か
さ
か
さ
と
音
が
し
て
、
妙
に
熱
っ
ぽ
く
ザ
ラ
ザ
ラ
し

た
砂
が
厚
く
脳
の
上
に
積
み
重
な
っ
た
よ
う
だ
。
私
に
か
つ
て
の
日
の
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
再
び
訪
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
十
七
の
こ
ろ
」
の
主
人
公
を
い
か
に
描
く
か
と
い
う
悩
み
は
、
そ
の
ま
ま
、

新
人
と
し
て
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
得
る
作
品
を
完
成
す
る
事
の
困
難
さ

へ
と
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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前
引
し
た
『
し
ん
こ
細
工
の
猿
や
雉
』
の
「
本
庄
先
生
に
褒
め
ら
れ
、
東
国

書
房
の
西
田
氏
に
胸
張
っ
て
さ
し
出
せ
る
よ
う
な
、
ホ
ン
マ
モ
ノ
を
書
こ
う
と

し
て
も
、
私
は
気
が
進
ま
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
は
、
一
種
の
韜
晦
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。「
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、「
十
七
の
こ

ろ
」
を
、
全
国
書
房
に
持
ち
込
む
べ
く
、
顧
問
の
本
城
先
生
の
批
評
も
得
て
、

推
敲
を
重
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。

《
七
月
一
日
》

早
く
全
国
書
房
の
梅
田
さ
ん
に
、
小
説
を
見
て
頂
こ
う
と
思
う
の
で
、

さ
っ
そ
く
本
城
先
生
に
言
わ
れ
た
通
り
、
「
十
七
の
こ
ろ
」
を
直
し
て
み

よ
う
と
思
っ
た
が
、
な
か
な
か
難
し
い
。
泉
の
苦
悶
の
焦
点
は
虚
無
へ
の

反
発
に
あ
る
の
に
、
や
や
も
す
れ
ば
月
並
な
感
傷
に
お
ち
い
り
、
そ
れ
に

対
照
す
べ
き
良
子
の
存
在
が
観
念
的
に
な
り
す
ぎ
る
。
で
も
、
と
に
か
く

や
っ
て
み
る
。

「
十
七
の
こ
ろ
」
に
は
、
戦
後
の
食
糧
難
に
よ
り
親
子
心
中
が
頻
発
す
る
世

相
、
全
国
の
大
学
生
が
引
揚
者
の
救
済
を
目
的
に
組
織
し
た
在
外
父
兄
救
出
学

生
同
盟
の
活
動
、
戦
後
の
日
本
社
会
を
再
建
す
る
た
め
の
文
化
復
興
運
動
や
新

時
代
を
築
く
マ
ル
ク
ス
思
想
の
学
習
会
等
々
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
時
代
に
生
き
る
良
子
は
、
自
活
し
て
女
子
医
学
専
門
学
校
に
学

び
、
戦
後
社
会
に
貢
献
し
、
意
欲
的
に
生
き
て
い
る
の
だ
が
、
新
時
代
を
生
き

る
女
性
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
り
つ
つ
も
、
い
ま
だ
真
実
の
生
活
に
触
れ
得
な

い
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
「
観
念
的
に
な
り
す
ぎ
る
」
こ
と
の
な
い
よ

う
に
と
、
人
物
造
形
に
腐
心
し
た
成
果
と
い
え
よ
う
。

泉
は
、
激
変
す
る
時
代
の
中
で
、
自
ら
の
生
き
方
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来

ず
苦
悩
し
て
い
る
の
だ
が
、
両
親
の
庇
護
と
束
縛
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
出
来

ず
に
、「
深
い
絶
望
と
暗
い
虚
無
感
」「
得
体
の
知
れ
ぬ
不
気
味
な
魂
の
圧
迫
感
」

苦
し
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
泉
は
、
良
子
の
生
き
方
に
憧
れ
つ
つ
も
、
冷
徹
な

目
で
、
そ
の
生
き
方
を
「
薄
っ
ぺ
ら
な
雷
同
的
な
、
虚
勢
的
な
も
の
」
と
看
破

す
る
。
「
日
記
」
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
月
並
み
な
感
傷
」
に
浸
る
ば
か
り
で
な

い
泉
を
造
形
し
よ
う
と
試
み
た
成
果
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
次
の
条
の
よ
う
に
、
並
々
な
ら
ぬ
苦
心
と
推
敲
を
重
ね
た
に
も
関

わ
ら
ず
、「
十
七
才
の
こ
ろ
」
が
活
字
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

《
昭
和
二
十
二
年
一
月
十
一
日
》

こ
の
間
、
田
村
先
生
か
ら
お
手
紙
が
来
た
。

「
十
七
の
こ
ろ
」
は
劇
的
シ
ー
ン
に
乏
し
く
、
盛
り
上
る
力
が
な
い
。
ケ
ー

ス
の
中
の
人
形
で
な
く
、
人
間
を
書
け
。
人
を
打
つ
の
は
、
そ
の
盛
り
上

る
力
に
よ
っ
て
だ
が
、
こ
れ
は
そ
う
し
た
血
の
通
う
も
の
が
な
い
。

大
体
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
私
は
ほ
ん
と
に
、
は
っ
と
す
る
も
の
が

あ
っ
た
。
こ
う
い
う
点
に
つ
い
て
、
私
は
漠
然
と
し
た
不
満
を
感
じ
て
い

た
が
、
し
か
し
そ
れ
を
つ
き
と
め
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
ハ
ッ

キ
リ
指
摘
さ
れ
た
。
本
城
先
生
に
い
わ
れ
た
言
葉
も
こ
れ
に
似
て
い
た
。

だ
ん
だ
ん
私
は
沈
む
。
私
に
才
能
は
な
い
の
か
し
ら
。
し
か
し
、
行
き

つ
く
し
、
倒
れ
る
ま
で
や
ろ
う
。

―10―



『
し
ん
こ
細
工
の
猿
や
雉
』
に
お
い
て
、「
十
七
の
こ
ろ
」
を
「
わ
れ
な
が
ら

低
調
で
冴
え
な
か
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
当
時
の
評
価
の

反
映
で
あ
っ
た
ろ
う
。
推
敲
を
重
ね
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
に
活
字
化
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
に
落
ち
込
み
、
自
ら
の
才
能

を
疑
う
の
だ
が
、
田
辺
聖
子
が
作
家
へ
の
道
を
前
進
す
る
意
欲
を
失
う
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
日
記
」
に
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
る
記
述
か
ら

は
、
田
辺
聖
子
が
い
か
に
真
剣
に
「
十
七
の
こ
ろ
」
を
執
筆
し
た
か
が
看
取
さ

れ
る
。
し
か
も
、
田
辺
聖
子
が
「
十
七
歳
」
で
あ
っ
た
の
は
一
九
四
五
年
に
当

た
る
。
周
知
の
ご
と
く
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
戦
し
た
年
で
あ
る
。
ま
さ
に

「
驚
天
動
地
」

（
８
）

の
年
で
あ
り
、
私
生
活
で
も
父
親
に
死
別
し
て
生
活
が
激
変
し

た
年
で
あ
っ
た
。

執
筆
当
時
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
「
十
七
の
こ
ろ
」
は
田
辺

文
学
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
作
品
で
あ
る
。
登
場
人
物
は
、
泉
と
両
親
と
先
輩

の
四
人
、
場
面
は
自
宅
と
洋
裁
学
校
へ
の
通
学
路
の
二
場
面
、
作
品
内
に
流
れ

る
時
間
は
わ
ず
か
に
二
日
、
春
と
夏
と
が
入
れ
替
わ
る
四
月
末
日
と
五
月
一
日

の
二
日
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
切
の
無
駄
を
そ
ぎ
落
と
さ
れ
て
い
て
、
緊
密

な
構
成
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
劇
的
な
要
素
こ
そ
無
い
が
、
戦
後
の
混
乱
期
に
、

真
の
人
間
の
幸
福
と
は
何
か
と
い
う
、
き
わ
め
て
重
要
な
テ
ー
マ
に
取
り
組
み
、

万
物
の
生
命
力
の
充
溢
す
る
初
夏
の
光
景
に
よ
っ
て
幸
福
を
表
象
す
る
こ
と
で
、

明
確
な
一
つ
の
指
針
を
暗
示
し
て
い
る
。
後
年
の
作
品
の
基
に
な
る
手
法
や
文

体
、
そ
し
て
田
辺
文
学
に
通
底
す
る
テ
ー
マ
が
す
で
に
見
出
せ
る
の
で
あ
る （
９
）。

「
十
七
の
こ
ろ
」
と
題
し
た
作
品
に
対
し
て
、
田
辺
聖
子
が
強
い
愛
着
を
持

ち
続
け
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
後
年
の
自
伝
的
小

説
『
し
ん
こ
細
工
の
猿
や
雉
』
の
中
に
、
青
春
時
代
の
記
念
碑
的
作
品
と
し
て
、

書
き
残
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
日
記
」
の
随
所
に
横
溢
す
る
創
作
や
人
生
に
対
す
る
真

摯
な
姿
勢
に
は
圧
倒
さ
れ
る
。
社
会
や
人
間
に
対
す
る
洞
察
や
、
日
常
茶
飯
事

か
ら
大
阪
大
空
襲
と
い
う
空
前
の
惨
状
ま
で
を
も
描
く
、
そ
の
確
か
な
描
写
力

に
は
驚
か
さ
れ
る
。
「
日
記
」
は
、
田
辺
聖
子
の
作
品
・
作
家
研
究
に
と
っ
て

貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
同
時
に
、
興
味
深
い
「
作
品
」
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

（
注
）

（
１
）
本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
田
辺
聖
子

十
八
歳
の
日
の
記
録
』
（
文

藝
春
秋
、
二
〇
二
一
年
刊
）
に
よ
る
。

（
２
）
論
旨
の
都
合
上
、
一
部
、
拙
稿
「
田
辺
文
学
の
原
点
―
少
女
時
代
の
作

品
「
十
七
の
こ
ろ
」
―
」（『
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
巻
、

二
〇
一
三
年
一
月
）
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
。

（
３
）
拙
稿
「
田
辺
聖
子
の
少
女
時
代
の
作
品
―
『
伸
び
ゆ
く
者
』
を
中
心
に
―
」

（『
樟
蔭
国
文
学
』
第
五
七
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）
に
お
い
て
、
自
伝

的
小
説
に
少
女
時
代
の
作
品
を
引
用
す
る
方
法
に
つ
い
て
論
じ
た
。

（
４
）
『
し
ん
こ
細
工
の
猿
や
雉
』
は
一
九
七
七
年
三
月
～
一
九
七
九
年
一
二

月
ま
で
『
別
冊
文
芸
春
秋
』
に
連
載
さ
れ
た
自
伝
的
小
説
。
後
に
『
田
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辺
聖
子
全
集
１
』
（
集
英
社
、
二
〇
〇
四
年
）
に
所
収
さ
れ
た
。
本
文

の
引
用
は
す
べ
て
後
書
に
よ
る
。

（
５
）
『
青
い
壺
』
（
大
学
図
書
館
所
蔵
）
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
青
い
壺
』

の
こ
と
」
（
樟
蔭
学
園
報
『
く
す
の
き
』
一
五
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
三

月
）
で
解
説
し
た
。

（
６
）
住
友
元
美
「
資
料
紹
介
『
十
七
の
こ
ろ
』
」
（
『
樟
蔭
国
文
学
』
第
四
九

号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
。
本
文
の
引
用
は
文
学
館
所
蔵
資
料
に
よ
る

が
、
旧
漢
字
を
新
字
体
に
直
す
等
、
表
記
は
一
部
変
え
た
。

（
７
）
本
文
の
引
用
は
図
書
館
所
蔵
資
料
に
よ
る
が
、
旧
漢
字
を
新
字
体
に
直

す
等
、
表
記
は
一
部
変
え
た
。

（
８
）『
月
刊
面
白
半
分
』
一
九
六
五
年
、
三
月
号
に
よ
る
。『
欲
し
が
り
ま
せ

ん
勝
つ
ま
で
は
』
（
ポ
プ
ラ
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
）
に
も
、
十
七
歳
の

終
戦
時
の
感
慨
を
「
天
が
地
に
。
地
が
天
に
ひ
っ
く
り
か
え
っ
た
」
と

表
現
し
て
い
る
。

（
９
）
注
２
の
拙
論
参
照
。
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