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岡
本
か
の
子
追
悼
言
説
分
析

松

本

和

也

Ⅰ

は
じ
め
に

岡
本
か
の
子
（
一
八
八
九
～
一
九
三
九
）
に
つ
い
て
何
事
か
を
論
じ
よ

う
と
す
る
時
、
そ
れ
を
ど
う
捉
え
る
か
と
は
別
に
、
ま
ず
は
か
の
子
の
強

烈
な
個
性
や
作
家
像
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
、
今
日
、
避
け
難
い
。
こ
の

点
に
関
し
て
、
問
題
の
所
在
を
射
当
て
た
次
の
一
文
を
引
い
て
お
く
。

岡
本
か
の
子
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
伝
説
や
逸
話
が
い
き
い
き
と

残
さ
れ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
真
の
事
実
を
審
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
部
分
が
多
い
。
か
の
子
は
、
自
分
自
身
に
ま
つ
わ
る
日
常
的
な
事

象
や
心
情
を
容
易
に
語
ろ
う
と
せ
ず
、
む
し
ろ
自
己
韜
晦
を
信
条
に

し
て
い
た
か
に
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
伝
説
や
逸
話
が
常
識

の
尺
度
を
超
え
て
、
非
凡
な
個
性
に
満
ち
て
い
る
だ
け
に
、
か
の
子

の
伝
記
的
事
実
は
、
不
思
議
な
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
が
ち
で
あ
る
。

そ
の
謎
を
解
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
ま
た
か
の
子
の
特
異
な
個
性
を

深
め
て
ゆ
く
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
か
の
子
の
輪
郭
が
、
岡

本
一
家
の
一
平
や
太
郎
の
手
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
こ
と
に
、
一
因

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
語
り
手
が
ま
た
す
ぐ
れ
た
芸
術
家
で
あ

っ
た
た
め
に
、
夫
や
息
子
た
ち
の
妻
や
母
へ
の
芸
術
的
共
感
や
讃
美

に
終
始
す
る
傾
き
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
伝
説
的
な
事
実
の
仔
細

よ
り
も
、
神
秘
な
「
神
話
」
を
育
成
す
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

注
が
れ
た
一
平
や
太
郎
の
情
熱
が
、
客
観
的
な
事
実
を
蔽
い
尽
く
し

て
、
か
の
子
の
実
像
を
つ
か
み
難
く
し
た
と
い
え
る

（
一
）

。

た
だ
し
、
本
稿
は
《
か
の
子
の
実
像
》
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。
も

と
よ
り
、
か
の
子
追
悼
言
説
に
も
《
「
神
話
」
》
を
形
成
し
て
い
く
要
素
は

多
分
に
含
ま
れ
て
お
り
、
す
で
に
宮
内
淳
子
に
次
の
指
摘
が
あ
る
。

昭
和
十
四
年
の
か
の
子
没
後
に
は
、
追
悼
の
意
を
こ
め
て
多
く
の

か
の
子
論
が
生
ま
れ
た
が
、
何
と
言
っ
て
も
作
家
と
し
て
の
生
前
の

活
動
は
数
年
に
過
ぎ
ず
、
読
者
層
が
広
が
ら
ぬ
う
ち
の
死
だ
っ
た
た

め
に
、
死
後
の
か
の
子
論
は
身
近
な
者
に
限
ら
れ
て
、
自
ず
か
ら
な

る
偏
向
を
生
ん
だ
。
か
の
子
伝
説
の
源
と
な
っ
た
岡
本
一
平
、
「
い

の
ち
」
と
母
性
と
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
た
川
端
康

成
、
『
滅
び
の
支
度
』
を
は
じ
め
と
す
る
滅
亡
の
美
学
を
う
た
い
あ

げ
た
亀
井
勝
一
郎
ら
が
そ
の
人
で
あ
る
。
保
田
與
重
郎
は
直
接
か
の

子
論
の
形
成
に
は
か
か
わ
っ
て
い
な
い
が
、
日
本
浪
曼
派
の
人
々
と

か
の
子
と
の
つ
な
が
り
は
深
い
。
時
代
は
昭
和
十
二
年
の
日
中
戦
争

開
始
か
ら
太
平
洋
戦
争
へ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
が
一
層
き
つ
く

な
っ
て
い
っ
た
頃
で
あ
る
。
か
の
子
論
に
も
、
そ
う
し
た
時
代
の
影

が
落
ち
て
い
た
。
そ
の
作
品
を
論
ず
る
際
に
、「
血
統
」
や
「
母
性
」
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が
大
き
く
扱
わ
れ
た
に
つ
い
て
は
、
民
族
主
義
の
高
ま
り
が
与
え
た

影
響
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

（
二
）

。

も
ち
ろ
ん
、
川
端
康
成
、
亀
井
勝
一
郎
、
林
房
雄
ら
の
批
評
が
、
現
役

時
代
以
来
、
小
説
家
・
岡
本
か
の
子
の
評
価
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

き
た
こ
と
は
、
《
偏
向
》
云
々
以
前
に
事
実
で
も
あ
り
、
そ
れ
ら
な
く
し

て
は
、
か
の
子
晩
年
の
小
説
家
と
し
て
の
活
躍
は
考
え
ら
れ
な
い
。
林
房

雄
が
「
散
華
抄

岡
本
か
の
子
女
史
追
悼
」（
『
文
藝
』
昭
一
四
・
四
）
に

お
い
て
、
《
こ
の
や
う
な
言
葉
（
か
の
子
讃
仰
／
引
用
者
注
）
を
敢
て
文

字
に
す
る
二
人
が
身
近
に
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
が
、
最
近
の
岡
本
さ
ん
の
あ

の
盛
ん
な
仕
事
振
り
の
動
機
の
一
つ
に
な
ら
な
か
つ
た
と
は
言
ひ
き
れ
な

い
》
（
一
七
六
‐
一
七
七
頁
）
と
、
自
身
と
川
端
に
よ
る
か
の
子
へ
の
批

評
的
フ
ォ
ロ
ー
を
自
負
し
て
い
る
の
も
、
故
な
し
と
し
な
い
。

そ
れ
で
も
、
か
の
子
追
悼
言
説
は
、
《
身
近
な
者
に
限
ら
れ
て
》
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
媒
体
、
多
彩
な
書
き
手
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
、

そ
の
内
容
・
論
点
も
、
必
ず
し
も
今
日
想
起
さ
れ
が
ち
な
〝
い
の
ち
〟
や

〝
母
性
〟
と
い
っ
た
テ
ー
マ
に
限
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。

本
稿
で
は
、
当
時
の
新
聞
／
雑
誌
調
査
に
即
し
て
仮
構
し
た
同
時
代
の

視
座
か
ら
《
「
神
話
」》
を
相
対
化
し
つ
つ
、
死
後
一
年
ほ
ど
の
か
の
子
追

悼
言
説
を
手
が
か
り
に
し
て
、
か
の
子
像
・
評
価
の
形
成
過
程
と
そ
の
内

実
を
具
体
的
に
分
析
＝
記
述
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

Ⅱ

か
の
子
の
訃
報
と
追
悼
言
説

昭
和
一
四
年
二
月
一
八
日
、
岡
本
か
の
子
は
永
眠
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、

た
と
え
ば
「
岡
本
か
の
子
夫
人
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
一
四
・
二
・
二

四
）
に
お
い
て
、
《
女
流
歌
人
と
し
て
又
作
家
と
し
て
有
名
だ
つ
た
赤
坂

区
青
山
高
樹
町
三
本
社
客
員
岡
本
一
平
氏
夫
人
岡
本
か
の
子
氏
は
昨
年
暮

以
来
過
労
の
た
め
健
康
を
害
し
湘
南
で
療
養
中
で
あ
つ
た
が
帰
京
後
心
臓

を
悪
く
し
、
去
る
十
七
日
小
石
川
帝
大
分
院
に
入
院
、
十
八
日
午
後
一
時

半
遂
に
死
去
し
た
、
享
年
四
十
七
》
（
一
一
面
）
と
報
じ
ら
れ
る
。

訃
報
の
後
、
文
学
者
か
ら
の
反
応
と
し
て
は
、
追
悼
文
が
ま
ず
は
新
聞

紙
上
に
掲
載
さ
れ
る
。
そ
の
最
も
は
や
い
も
の
は
、
長
谷
川
時
雨
女
史
談

と
し
て
右
の
記
事
に
付
さ
れ
た
次
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

早
く
か
ら
国
文
学
や
仏
教
に
身
を
打
込
ん
で
ゐ
ら
し
つ
た
ゞ
け
に
小

説
に
は
こ
の
長
い
間
の
深
い
学
識
と
豊
か
な
体
験
が
し
つ
か
り
身
に

つ
い
て
ゐ
て
現
代
の
紫
式
部
だ
な
ど
云
は
れ
て
ゐ
た
も
の
で
す
、
こ

と
に
最
近
は
偉
大
さ
が
文
章
の
上
に
現
れ
て
来
て
岡
本
さ
ん
と
身
近

い
一
人
で
あ
る
私
な
ど
近
い
内
に
岡
本
さ
ん
が
大
作
を
生
ん
で
下
さ

る
の
を
楽
し
み
に
し
て
ゐ
ま
し
た
の
に

─
（
一
一
面
）

こ
こ
に
は
、
か
の
子
の
文
学
活
動
を
支
え
た
教
養
、
そ
の
小
説
に
よ
る

作
家
・
作
品
へ
の
高
い
評
価
、
そ
れ
ら
に
基
づ
く
将
来
へ
の
期
待
が
語
ら

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
諸
点
は
、
以
後
も
か
の
子
追
悼
言
説
に
お
い
て
繰

り
返
し
言
明
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
右
の
一
文
は
か

の
子
追
悼
言
説
の
い
わ
ば
範
型
と
い
え
る
。
実
際
、
長
谷
川
時
雨
は
二
日

後
に
も
「
か
の
子
の
訃
報
」
（
『
都
新
聞
』
昭
一
四
・
二
・
二
六
）
を
発
表

す
る
が
、
《
こ
の
ご
ろ
の
岡
本
か
の
子
は
、
大
き
な
開
い
た
花
が
傍
に
あ

る
や
う
な
気
持
ち
を
わ
た
く
し
に
与
へ
て
ゐ
た
》
、
《
密
か
に
期
待
し
て
ゐ

た
、
昭
和
の
紫
式
部
は
逝
つ
て
し
ま
つ
た
の
だ
》
（
一
面
）
と
、
紫
式
部

に
な
ぞ
ら
え
た
か
の
子
へ
の
期
待
を
追
悼
の
意
に
か
え
て
い
る
。

か
の
子
同
様
、
小
説
家
に
し
て
歌
人
の
今
井
邦
子
は
、
「
岡
本
か
の
子

女
史
の
死
」（
『
読
売
新
聞
』
昭
一
四
・
二
・
二
五
）
に
お
い
て
、
先
の
範

型
を
変
奏
さ
せ
た
次
の
よ
う
な
一
文
を
草
し
て
い
る
。
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岡
本
さ
ん
は
女
流
に
は
稀
な
強
く
逞
ま
し
い
人
で
あ
る
許
り
か
、

こ
の
人
ほ
ど
豊
か
な
芸
術
的
天
分
を
持
つ
た
人
は
な
か
つ
た
。
あ
の

人
の
芸
術
的
な
劇
し
さ
と
純
粋
な
美
し
さ
は
全
く
日
本
の
女
流
文
学

者
の
中
で
は
珍
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
最
近
で
は
幾
つ
か

の
傑
れ
た
小
説
を
書
き
、
そ
の
い
づ
れ
も
、
男
子
作
家
の
域
を
超
え

た
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
岡
本
さ
ん
の
作
家
的
才
能
は
い
よ
〳
〵

円
熟
し
誰
も
が
岡
本
さ
ん
は
ど
こ
ま
で
成
長
す
る
だ
ら
う
か
と
畏
敬

の
念
を
抱
い
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
（
五
面
）

こ
こ
で
今
井
は
、
か
の
子
の
芸
術
性
を
顕
揚
し
つ
つ
そ
の
特
異
な
位
置

を
示
し
、
晩
年
の
《
円
熟
》
に
言
及
し
た
上
で
、
成
長
へ
の
期
待
を
示
し

て
い
る
。
式
場
隆
三
郎
も
「
一
日
一
題

文
学
者
の
寿
命
」（
『
読
売
新
聞

〔
第
二
夕
刊
〕
』
昭
一
四
・
二
・
二
六
）
で
、《
近
来
の
作
品
が
一
層
目
覚

し
い
進
展
を
示
し
つ
ゝ
あ
つ
た
折
と
て
、
惜
し
い
気
が
す
る
》
（
一
面
）

と
、
晩
年
の
活
躍
か
ら
そ
の
死
を
惜
し
ん
で
い
る
。
《
歌
人
と
し
て
円
熟

し
、
作
家
と
し
て
油
の
乗
り
つ
ゝ
あ
つ
た
今
日
、
卒
然
と
し
て
逝
か
れ
た

こ
と
は
、
私
た
ち
に
寝
耳
に
水
の
驚
愕
と
同
時
に
、
林
中
の
巨
木
の
倒
れ

た
や
う
な
寂
し
さ
を
与
へ
た
》
と
そ
の
急
逝
を
惜
し
む
「
岡
本
か
の
子
氏

を
憶
ふ
」（
『
帝
国
大
学
新
聞
』
昭
一
四
・
二
・
二
七
）
の
矢
田
津
世
子
は
、

次
の
よ
う
に
か
の
子
へ
の
総
合
的
な
評
価
を
さ
し
む
け
る
。

「
鶴
は
病
み
き
」
以
来
の
小
説
道
に
お
け
る
同
氏
の
活
躍
に
は
、
眼

を
見
張
る
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
さ
す
が
、
永
い
間
歌
道
に
う
ち
こ
ま

れ
、
ま
た
、
人
生
に
深
く
足
を
突
き
入
れ
た
体
験
と
、
よ
り
深
い
洞

、
、

察
力
と
を
も
つ
て
そ
の
全
精
力
を
賭
け
ら
れ
た
だ
け
の
立
派
な
小
説

で
あ
る
。
（
七
面
）

四
月
号
の
雑
誌
で
も
、
か
の
子
追
悼
言
説
で
は
同
様
の
論
点
が
反
復
＝

拡
声
さ
れ
て
い
く
。

「
公
論
私
論
」
（
『
早
稲
田
文
学
』
昭
一
四
・
四
）

P

は
そ
れ
を
見
事
に
体
現
し
て
お
り
、
《
晩
年
堤
が
切
れ
た
や
う
に
多
作
し

た
が
、
そ
れ
で
ゐ
て
相
当
豊
潤
な
佳
作
を
残
し
た
》
と
い
う
か
の
子
に
つ

い
て
、
《
本
当
の
作
家
と
し
て
は
じ
つ
に
こ
れ
か
ら
だ
つ
た
。
そ
の
意
味

で
惜
し
ま
れ
る
》
（
三
一
頁
）
と
評
さ
れ
て
い
る
。
歌
人
か
ら
も
、
四
賀

光
子
が
「
岡
本
か
の
子
さ
ん
の
想
ひ
出
」（
『
短
歌
研
究
』
昭
一
四
・
四
）

で
《
「
鶴
は
病
み
き
」
以
来
「
母
子
叙
情
」「
丸
内
挿
話
」
等
次
ぎ
次
ぎ
に

マ

マ

発
表
さ
れ
る
創
作
も
皆
好
評
で
あ
る
こ
と
を
聞
い
て
、
ひ
そ
か
に
前
途
を

祝
福
し
て
ゐ
た
の
に
、
全
く
寝
耳
に
水
の
や
う
な
急
逝
の
御
知
ら
せ
で
、

驚
い
た
こ
と
で
あ
つ
た
》
（
一
九
五
頁
）
と
、
現
役
時
代
の
小
説
へ
の
高

い
評
価
に
即
し
た
期
待
が
語
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
か
の
子
が
関
わ
っ
て

い
た
雑
誌
上
に
も
追
悼
の
辞
が
掲
載
さ
れ
る
。
《
か
の
子
さ
ん
の
文
学
活

動
は
こ
の
一
二
年
素
晴
し
か
つ
た
》
と
い
う
和
木
清
三
郎
は
「
岡
本
か
の

子
の
死
を
悼
む
」
（
『
三
田
文
学
』
昭
一
四
・
四
）
で
、
《
も
う
、
一
二
年

も
生
き
て
ゐ
た
ら
、
か
の
子
さ
ん
は
ど
ん
な
位
置
を
文
壇
に
占
め
て
ゐ
た

ら
う
！
》
（
一
六
七
頁
）
と
、
や
は
り
生
前
の
評
価
の
延
長
線
上
に
今
後

へ
の
期
待
を
示
し
た
。
小
林
秀
雄
は
「
文
学
界
後
記
」（
『
文
学
界
』
昭
一

四
・
四
）
で
、
か
の
子
の
死
を
次
の
よ
う
に
悔
や
ん
で
い
る
。

僕
の
知
つ
て
ゐ
る
女
流
作
家
の
う
ち
で
、
何
か
非
凡
な
も
の
を
持
つ

て
ゐ
る
の
は
、
こ
の
人
だ
け
だ
と
思
ふ
の
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
非
凡

な
も
の
が
、
漸
く
小
説
に
現
れ
始
め
た
と
思
ふ
間
も
な
く
、
亡
く
な

ら
れ
て
了
つ
た
事
は
、
い
か
に
も
残
念
な
事
で
あ
る
。（
二
八
〇
頁
）

《
非
凡
》
と
い
う
表
現
で
か
の
子
の
か
け
が
え
の
な
い
作
家
性
を
顕
揚

し
た
小
林
だ
が
、
こ
う
し
た
見
方
は
没
後
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
く
（
次

節
参
照
）。
ま
た
、《
後
も
う
拾
年
は
生
き
て
ゐ
て
も
ら
ひ
た
か
つ
た
》
と

い
う
無
署
名
「
編
輯
後
記
」
（
『
文
藝
』
昭
一
四
・
四
）
で
は
《
来
月
に
は

氏
の
遺
稿
の
発
表
を
読
者
に
約
し
て
、
こ
の
日
輪
の
如
き
作
家
の
死
を
心
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か
ら
悼
む
次
第
で
あ
る
》
（
二
五
一
頁
）
と
、
こ
の
後
、
長
ら
く
展
開
さ

れ
て
い
く
か
の
子
遺
稿
発
表
の
予
告
が
な
さ
れ
て
も
い
た
。

翌
月
に
入
っ
て
も
言
及
は
つ
づ
く
。
《
芸
術
家
と
し
て
真
に
本
望
を
遂

げ
た
人
と
い
ふ
べ
き
》
、
と
か
の
子
を
悼
む
「
文
芸
時
評
（

）
流
行
作

4

家
へ
一
言
」（
『
読
売
新
聞
』
昭
一
四
・
五
・
四
夕
）
の
宇
野
浩
二
は
、《
「
鶴

は
病
み
き
」
以
来
、
せ
つ
か
く
本
来
の
道
を
見
出
し
、
そ
の
道
を
見
事
に

開
き
進
み
な
が
ら
、
何
ゆ
ゑ
に
死
な
れ
た
か
》
（
二
面
）
と
そ
の
死
を
悔

や
む
。
室
生
犀
星
は
「
小
説
の
難
か
し
さ
（
中
）
」
（
『
読
売
新
聞
』
昭
一

四
・
五
・
二
五
夕
）
で
、
《
す
く
な
く
と
も
、
小
説
の
難
か
し
さ
ま
で
行

く
前
に
小
説
を
か
く
の
が
甚
だ
面
白
か
つ
た
に
ち
が
ひ
な
い
》
（
二
面
）

と
か
の
子
の
創
作
を
語
っ
た
が
、
北
岡
史
郎
は
「
文
壇
時
評

四
月
の
文

壇
」（
『
若
草
』
昭
一
四
・
五
）
で
、《
「
鶴
は
病
み
き
」
こ
の
か
た
短
い
作

家
生
活
の
あ
ひ
だ
に
つ
ぎ
つ
ぎ
に
独
特
の
才
気
と
□
気
と
妖
気
の
創
作
を

未
読

世
に
問
ふ
て
き
て
、
い
ま
や
大
輪
の
花
を
開
か
ん
と
す
る
感
じ
の
時
だ
つ

た
だ
け
に
、
余
計
に
惜
し
ま
れ
る
》
（
三
六
頁
）
と
、
か
の
子
晩
年
の
達

成
の
延
長
線
上
に
期
待
を
示
し
た
。
《
先
づ
豊
潤
な
才
能
に
富
む
こ
の
作

者
の
急
逝
を
悼
む
》
と
い
う
「
創
作
月
評
」（
『
文
藝
』
昭
一
四
・
五
）
の

天
下
泰
平
は
、
か
の
子
の
多
才
ぶ
り
に
ふ
れ
た
上
で
、
《
多
年
模
索
し
て

ゐ
た
創
作
欲
求
の
は
け
口
を
や
つ
と
小
説
道
に
発
見
し
、
そ
の
為
に
一
方

命
を
縮
め
る
ほ
ど
こ
の
作
者
を
セ
ツ
カ
チ
に
し
た
や
う
だ
が
、
素
質
的
な

真
の
よ
き
も
の
が
夾
雑
物
無
し
に
そ
の
儘
輝
き
出
す
の
は
じ
つ
に
こ
れ
か

ら
だ
つ
た
》
（
二
八
三
頁
）
と
、
そ
の
可
能
性
を
惜
し
ん
で
い
る
。

こ
う
し
て
か
の
子
追
悼
言
説
に
お
い
て
は
、
頻
り
に
類
似
し
た
論
点
が

反
復
・
言
表
さ
れ
、
整
序
さ
れ
た
範
型
は
一
年
後
、
た
と
え
ば
次
の
亀
「
日

本
評
論
」
（
『
三
田
文
学
』
昭
一
五
・
三
）
へ
と
結
実
し
て
い
く
。

岡
本
か
の
子
女
史
の
文
壇
へ
の
ス
タ
ー
ト
は
、
ま
る
で
打
ち
あ
げ

ら
れ
た
花
火
の
や
う
な
華
々
し
さ
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、「
老
妓
抄
」
、

「
丸
の
内
草
話
」
そ
の
他
名
作
を
残
し
て
、
よ
り
高
い
完
成
へ
の
途

上
で
、
惜
し
ま
れ
つ
ゝ
花
と
散
つ
て
し
ま
つ
た
。
そ
の
僅
か
な
年
月

の
間
に
、
量
的
に
も
質
的
に
も
、
余
り
に
も
異
常
な
作
家
生
活
を
続

け
た
女
史
の
死
が
巷
間
に
伝
へ
ら
れ
た
時
、
我
々
は
余
り
の
唐
突
さ

に
驚
き
、
あ
の
豊
饒
な
肉
体
的
な
作
品
は
、
「
は
か
ら
ざ
る
運
命
に

追
ひ
迫
ら
れ
た
作
品
」
で
あ
つ
た
の
か
と
、
は
げ
し
い
燐
光
の
も
え

上
る
の
を
感
ぜ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
（
一
五
五
頁
）

総
じ
て
、
死
後
一
斉
に
産
出
さ
れ
た
か
の
子
追
悼
言
説
は
、
現
役
小
説

家
と
し
て
の
短
期
間
の
達
成
と
そ
の
間
の
成
長
を
積
極
的
に
評
価
し
、
そ

の
延
長
線
上
に
さ
ら
な
る
活
躍
を
期
し
つ
つ
、
そ
れ
が
急
逝
に
よ
っ
て
果

た
せ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
惜
し
む
と
い
う
範
型
を
な
ぞ
り
な
が
ら
反
復
さ

れ
て
い
っ
た
。
そ
の
時
、
か
の
子
の
生
涯
か
ら
す
れ
ば
晩
年
に
あ
た
る
小

説
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
は
、
死
（
後
）
か
ら
事
後
的
に
も
意
味
づ
け
ら

れ
、
命
を
燃
や
し
た
成
果
と
し
て
神
話
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
。

、
、

Ⅲ

追
悼
言
説
上
の
か
の
子
評
価

現
役
晩
年
の
延
長
線
上
で
そ
の
死
を
惜
し
む
声
は
、
当
然
か
の
子
（
作

家
・
作
品
・
人
物
）
に
対
す
る
高
い
評
価
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
可
能

性
を
含
め
た
才
能
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
、
時
に
は
過
剰
と

み
え
る
ほ
ど
の
評
価
が
か
の
子
追
悼
文
で
は
語
ら
れ
て
い
っ
た
。

《
岡
本
か
の
子
さ
ん
の
文
学
そ
の
も
の
が
運
命
的
に
ま
で
こ
の
死
に
結

び
つ
け
て
考
へ
ら
れ
、
一
層
痛
ま
し
く
哀
情
の
念
を
呼
び
起
す
》
と
感
情

を
吐
露
す
る
「
文
芸
時
評
（

）
複
雑
の
美
に
つ
い
て
」（
『
読
売
新
聞
』

1

昭
一
四
・
三
・
二
九
夕
）
の
窪
川
稲
子
は
、
《
岡
本
か
の
子
さ
ん
の
文
学
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の
実
体
は
、
い
は
ゞ
岡
本
さ
ん
ひ
と
り
の
中
に
存
在
す
る
や
う
な
も
の
だ
》

と
し
て
、
次
の
よ
う
に
か
の
子
文
学
の
美
質
を
語
っ
て
い
る
。

い
は
ゞ
現
実
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
の
想
念
に
よ
つ
て
人
間
の
生
活
が

描
か
れ
て
ゆ
く
の
で
、
却
つ
て
複
雑
な
相
を
持
つ
て
ゆ
く
や
う
に
思

は
れ
る
。
岡
本
さ
ん
の
文
学
の
美
し
さ
は
こ
ゝ
に
あ
る
や
う
に
思
は

れ
る
。
（
二
面
）

作
品
の
具
体
的
な
言
葉
よ
り
も
、
そ
の
紙
背
に
あ
る
作
家
性
に
特
徴

（
《
美
し
さ
》
）
を
見
出
す
傾
向
は
、
こ
の
後
も
つ
づ
い
て
い
く
。
《
こ
れ

か
ら
何
年
か
後
に
、
岡
本
が
、
極
彩
色
の
ご
と
き
風
を
し
な
く
な
り
、
寡

作
家
に
な
つ
た
ら
、
素
晴
ら
し
い
小
説
を
書
く
や
う
に
な
る
の
で
は
な
い

か
》
と
み
て
い
た
「
文
芸
時
評
（

）
二
三
の
作
家
」
（
『
都
新
聞
』
昭
一

5

四
・
三
・
七
）
の
宇
野
浩
二
は
、
《
歌
人
と
し
て
は
古
い
人
で
あ
る
が
、

小
説
家
と
し
て
は
新
進
作
家
》
で
、
《
少
な
く
と
も
新
進
作
家
ら
し
い
気

概
と
野
心
の
あ
り
過
ぎ
る
作
家
》
（
一
面
）
だ
と
評
し
て
い
る
。
《
岡
本
氏

の
小
説
が
極
端
に
嫌
ひ
》
で
《
そ
れ
を
常
に
筆
に
も
し
て
き
た
》
、《
だ
が

「
老
妓
抄
」
を
読
ん
で
す
つ
か
り
参
つ
て
か
ら
は
、
今
度
は
極
端
な
礼
讃

者
に
成
つ
た
》
と
い
う
「
文
芸
時
評
（

）
岡
本
か
の
子
論
」（
『
都
新
聞
』

2

昭
一
四
・
三
・
二
八
）
の
高
見
順
は
、
か
の
子
を
《
自
信
の
作
家
》
と
捉

え
た
上
で
、
《
そ
の
小
説
の
魅
力
も
自
信
の
魅
力
》
（
一
面
）
だ
と
紙
背
の

作
家
性
に
そ
の
特
徴
を
見
出
し
て
い
る
。
舟
橋
聖
一
は
「
小
説
家
の
「
カ

ン
」
の
問
題

─
文
芸
時
評

─
」（
『
文
学
界
』
昭
一
四
・
五
）
で
、《
ほ

ん
の
五
、
六
年
前
ま
で
は
、
岡
本
か
の
子
氏
の
原
稿
は
、
何
処
の
雑
誌
社

で
も
あ
ま
り
歓
迎
せ
ず
、
半
ケ
年
も
組
お
き
の
悲
運
に
遭
遇
し
た
小
説
も

あ
つ
た
》
こ
と
に
ふ
れ
た
上
で
、
《
急
に
ピ
ツ
チ
が
上
つ
て
、
何
を
書
い

て
も
、
ピ
タ
ピ
タ
と
、
壺
に
は
ま
つ
て
来
た
の
は
、
ほ
ん
の
最
近
》
で
、

《
怖
い
ほ
ど
の
「
カ
ン
」
が
来
た
》
（
二
〇
三
頁
）
と
、
生
前
晩
年
の
人

気
と
併
せ
て
、
直
感
的
感
性
が
端
的
に
《
「
カ
ン
」
》
と
評
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
《
考
へ
て
み
れ
ば
、
こ
ゝ
一
年
間
の
女
史
の
華
や
か
さ
は
、
人
間

わ
ざ
で
は
な
か
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
》
と
生
前
の
か
の
子
の
精
力
的
な

創
作
に
ふ
れ
る

・

・

「
文
学
界
」（
『
三
田
文
学
』
昭
一
四
・
五
）

S

Y

Z

で
は
、
《
そ
の
充
実
し
た
生
命
感
、
そ
の
奔
放
、
広
い
数
養
、
何
一
つ
昔

の
人
紫
に
ゆ
づ
る
と
こ
ろ
な
く
、
し
か
も
困
難
な
現
代
を
輝
か
し
て
ゐ
た
》

点
、
《
事
実
の
世
紀
と
云
は
れ
る
現
代
に
あ
つ
て
、
女
史
程
豊
か
な
物
語

を
な
し
得
て
ゐ
る
も
の
は
な
い
》
点
を
以
て
、
《
実
に
天
来
の
作
家
》
（
一

六
四
頁
）
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
も
す
る
。
ま
た
、
北
岡
史
郎
は
「
文
壇
時

評

四
月
の
文
壇
」
（
『
若
草
』
昭
一
四
・
五
）
で
、
《
こ
の
小
賢
し
く
て

世
智
辛
い
ば
か
り
の
や
う
な
感
じ
の
文
壇
に
、
岡
本
か
の
子
女
史
の
や
う

な
作
家
は
珍
ら
し
く
豊
か
な
楽
し
い
感
じ
の
存
在
》
だ
っ
た
と
し
て
、《
芸

術
的
な
□
光
を
も
つ
て
俗
流
の
う
へ
に
存
在
し
て
ゆ
く
文
学
者
は
、
ま
す

未
読

ま
す
少
く
な
り
つ
つ
あ
る
現
代
に
お
い
て
は
、
愛
情
の
思
ひ
は
二
重
に
湧

く
》
（
三
六
頁
）
と
、
文
学
場
に
お
け
る
特
異
な
位
置
と
い
う
観
点
か
ら

も
そ
の
退
場
（
死
）
を
惜
し
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
よ
り
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
も
か
の
子
は
期
待
を
集

め
、
惜
し
ま
れ
て
い
た
。
《
岡
本
か
の
子
氏
は
、
思
想
の
あ
り
、
精
神
の

あ
る
作
家
と
し
て
、
日
本
に
は
、
稀
風
の
出
現
で
あ
つ
た
》
と
絶
賛
す
る

「
小
説
と
批
評

─
文
芸
時
評

─
」（
『
文
藝
春
秋
』
昭
一
四
・
五
）
の

川
端
康
成
は
、
次
の
よ
う
な
角
度
か
ら
評
価
し
て
も
い
た
。

こ
の
人
に
は
、
西
洋
風
に
東
洋
風
を
も
兼
ね
て
、
頽
廃
と
か
虚
無
と

か
懐
疑
と
か
呼
ん
で
い
い
も
の
が
、
ほ
ん
た
う
に
含
ま
れ
て
を
り
な

が
ら
、
さ
う
い
ふ
消
極
的
な
る
べ
き
も
の
を
、
大
き
い
積
極
的
な
生

命
へ
支
へ
上
げ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
、
私
は
自
分
等
の
道
の
光

明
を
見
た
の
で
あ
つ
た
。
（
三
五
〇
頁
）
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川
端
は
、
こ
こ
で
洋
の
東
／
西
を
止
揚
す
る
積
極
的
な
デ
カ
ダ
ン
ス
と

う
い
う
観
点
か
ら
か
の
子
を
高
く
評
価
す
る
。
同
様
の
観
点
か
ら
、
《
岡

本
氏
の
作
品
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
あ
の
贅
沢
さ
と
い
ふ
の
は
滅
亡
の
決
意

な
の
で
あ
る
》
と
断
じ
る
亀
井
勝
一
郎
「
滅
び
の
支
度
」
（
『
文
藝
』
昭
一

四
・
六
）
に
も
、
そ
の
主
体
形
成
に
関
わ
る
次
の
指
摘
が
あ
る
。

岡
本
氏
が
小
説
に
主
力
を
注
ぎ
、
逞
し
い
創
作
力
を
発
揮
し
た
の
は

欧
洲
か
ら
帰
つ
て
か
ら
で
あ
る
。
昭
和
四
年
か
ら
七
年
ま
で
の
欧
洲

旅
行
中
に
、
岡
本
美
学
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
の
核
心
が
結
晶
し
た
の

で
は
な
か
ら
う
か
。
東
洋
的
教
養
が
巴
里
の
古
典
的
生
活
に
触
れ
て
、

そ
れ
を
抱
摂
消
化
し
な
が
ら
渾
然
た
る
一
体
に
結
晶
し
た
の
だ
と
思

ふ
。
（
一
七
頁
）

そ
の
後
の
文
学
史
に
お
い
て
、
か
の
子
が
浪
漫
主
義
の
系
譜
に
配
置
さ

れ
て
い
く
の
は
、
単
に
表
面
的
な
作
風
ば
か
り
で
な
く
、
生
前
か
ら
の
こ

う
し
た
か
の
子
評
価
（
言
説
）
ゆ
え
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る

（
三
）

。

小
説
家
と
し
て
の
出
発
期
か
ら
か
の
子
を
批
評
的
に
フ
ォ
ロ
ー
し
て
き

た
川
端
は
、
少
な
か
ら
ぬ
か
の
子
讃
仰
言
説
を
書
き
継
い
だ
が
、
そ
の
文

学
的
特
徴
に
つ
い
て
は
「
岡
本
か
の
子
」（
『
日
本
評
論
』
昭
一
四
・
七
）

で
論
じ
て
い
る
。
《
岡
本
さ
ん
ほ
ど
、
官
能
の
匂
ひ
に
む
せ
ぶ
や
う
に
、

肉
体
を
描
い
た
作
家
は
、
日
本
文
学
の
古
今
に
、
殆
ん
ど
類
を
絶
す
る
》

（
三
〇
〇
頁
）
と
い
う
モ
チ
ー
フ
と
そ
の
描
法
、
《
自
己
陶
酔
の
、
ま
た

自
己
崇
拝
の
ナ
ル
チ
ス
ム
ス
は
、
岡
本
さ
ん
の
い
ち
じ
る
し
い
性
向
で
あ

つ
た
》
（
三
〇
三
頁
）
と
い
う
作
品
を
紙
背
か
ら
支
え
る
作
家
性
、《
そ
の

無
用
と
も
見
え
る
装
飾
は
、
美
の
神
の
創
造
の
饗
宴
に
列
し
よ
う
と
す
る

人
工
の
極
の
夢
想
と
、
不
死
の
美
の
鉱
脈
を
蔵
す
る
地
霊
と
の
、
神
秘
な

合
作
な
の
で
あ
る
》
（
三
〇
五
頁
）
と
い
う
小
説
表
現
等
、
複
数
の
観
点

か
ら
総
合
的
に
か
の
子
を
高
く
評
価
し
て
も
い
る
。
こ
れ
ら
を
統
合
し
て

抽
象
化
す
れ
ば
、
川
端
康
成
「
「
女
体
開
顕
」
に
つ
い
て
」（
『
日
本
評
論
』

昭
一
五
・
二
）
に
お
け
る
次
の
評
に
な
る
だ
ろ
う
。

岡
本
さ
ん
の
作
家
と
し
て
の
声
誉
が
、
死
後
に
一
層
高
ま
つ
て
来
た

の
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
全
貌
が
伝
へ
ら
れ
、
真
価
を
知
ら

れ
る
の
は
、
尚
五
年
・
十
年
の
後
で
あ
ら
う
か
。
広
く
て
深
く
、
花

や
か
で
寂
し
く
、
甘
く
て
厳
し
く
、
豊
か
で
高
い
岡
本
さ
ん
の
作
品

は
、
け
ち
な
量
見
で
は
味
は
ひ
つ
く
せ
な
い
も
の
が
あ
る
。
私
は
岡

本
さ
ん
を
現
代
の
最
大
最
高
の
作
家
で
あ
る
と
信
じ
る
ば
か
り
で
な

く
、
日
本
で
は
、
求
め
て
得
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
つ
た
。
（
三
七
七

頁
）

も
っ
と
も
、
か
の
子
作
品
へ
の
同
時
代
評
を
参
照
す
れ
ば

（
四
）

、
生
前

に
は
毀
誉
褒
貶
相
半
ば
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
死
後
に
も
な
お
か
の
子

へ
の
批
判
的
な
視
線
も
存
在
し
た
。
《
年
も
五
十
歳
に
近
く
、
ま
こ
と
に

時
節
お
そ
く
パ
ツ
と
咲
い
た
濃
艶
な
花
の
感
が
あ
つ
た
》
と
か
の
子
の
死

を
悼
ん
だ
、
向
島
生
「
大
波
小
波

か
の
子
の
文
学
」（
『
都
新
聞
』
昭
一

四
・
三
・
五
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
も
み
ら
れ
る
。

▼
し
か
し
こ
の
際
、
こ
の
作
家
の
全
体
的
批
評
は
大
切
で
あ
る
。

彼
女
の
小
説
は
、
は
た
し
て
一
部
批
評
家
の
い
ふ
如
く
、
夜
光
の
射

す
ご
と
き
も
の
で
あ
つ
た
か
？

一
種
何
か
神
秘
的
な
褒
め
方
を
さ

れ
た
や
う
な
作
品
で
、
古
来
真
に
す
ぐ
れ
た
も
の
が
あ
つ
た
か
ど
う

か
？

そ
こ
ら
あ
た
り
を
こ
の
際
考
へ
直
す
こ
と
も
必
要
で
あ
ら

う
。
（
一
面
）

し
か
し
、
言
説
化
さ
れ
た
批
判
は
少
な
く
、
大
勢
と
し
て
は
、
こ
と
死

後
に
お
け
る
礼
賛
の
風
潮
は
、
文
学
場
に
お
け
る
構
造
的
な
も
の
に
み
え

、
、

る
。
《
諸
家
の
追
悼
文
を
色
々
の
新
聞
や
雑
誌
》
を
総
覧
し
て
《
皆
稀
に

見
る
大
作
家
を
失
つ
て
惜
し
い
こ
と
を
し
た
と
い
ふ
意
味
の
点
で
一
致
し
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て
ゐ
た
》
こ
と
を
確
認
し
た
「
読
書
の
ペ
ー
ジ

─
岡
本
か
の
子
と
明
石

海
人

─
」
（
『
新
女
苑
』
昭
一
四
・
五
）
の
河
上
徹
太
郎
は
、
次
の
よ
う

に
か
の
子
追
悼
言
説
の
基
底
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
剔
抉
し
て
い
る
。

此
の
讃
辞
は
死
者
に
対
す
る
礼
儀
と
い
ふ
よ
り
は
、
皆
実
感
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
も
一
つ
裏
を
い
へ
ば
、
従
来
必
ず
し
も
氏
の
作
品
を
全

般
に
支
持
出
来
な
か
つ
た
人
も
、
そ
の
最
近
作
を
読
ん
で
矢
張
立
派

な
作
家
だ
つ
た
と
思
ひ
直
さ
せ
る
や
う
な
も
の
を
書
き
始
め
た
矢
先

逝
去
さ
れ
た
ゝ
め
、
惜
し
い
作
家
を
失
つ
た
も
の
だ
と
い
ふ
感
が
一

入
強
い
の
だ
と
い
ふ
こ
と
が
い
へ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
程
岡
本
か
の

子
氏
は
、
独
特
の
成
長
と
独
特
の
素
質
を
持
つ
た
、
普
通
一
般
の
文

壇
の
小
説
家
と
は
違
つ
た
作
家
だ
つ
た
の
だ
。
（
二
八
三
頁
）

さ
ら
に
、
河
上
は
悪
い
意
味
で
の
文
壇
ズ
レ
を
せ
ず
に
、
《
自
分
の
生

、
、
、
、

、
、
、
、

一
本
な
童
心
を
楯
に
と
つ
て
、
知
り
且
つ
感
じ
た
限
り
の
世
界
を
悪
び
れ

も
せ
ず
に
描
い
て
い
つ
た
》
点
、
つ
ま
り
は
言
葉
本
来
の
意
味
で
の
作
家

性
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
別
言
す
れ
ば
、
河
上
に
と
っ
て
か
の
子
は
、

《
之
程
い
は
ゞ
嘘
の
世
界
を
書
い
て
本
当
の
世
界
に
し
た
人
は
な
い
》（
二

八
五
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
北
澤
喜
代
治
も
「
か
の
子
の
文
学

─

呵
硯
山
房
雑
記

─
」
（
『
文
藝
首
都
』
昭
一
四
・
九
）
で
、
《
か
の
子
は

常
に
素
人
臭
い
か
け
出
し
作
家
然
た
る
風
貌
を
呈
し
て
居
り
、
人
に
よ
つ

て
は
こ
ゝ
に
か
の
子
文
学
毀
誉
の
重
大
な
基
準
を
置
く
か
も
知
れ
ぬ
が
、

私
は
こ
ゝ
に
こ
そ
か
の
子
文
学
の
か
の
子
文
学
た
る
特
質
が
あ
り
と
し
、

か
の
子
の
文
章
が
消
さ
れ
ず
に
焼
付
い
て
ゐ
る
所
以
を
認
め
る
》
（
九
八

頁
）
と
言
表
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
同
様
の
評
価
は
、
次
に
引
く
青
野

季
吉
「
経
堂
襍
記
」（
『
文
学
界
』
昭
一
四
・
一
一
）
に
も
み
ら
れ
る
。

か
の
子
氏
の
作
品
に
は
、
ず
い
ぶ
ん
生
硬
な
表
現
や
、
月
並
な
描
写

な
ど
も
あ
つ
て
、
私
な
ど
時
々
そ
の
空
疎
さ
に
頁
か
ら
眼
を
離
す
こ

と
も
あ
る
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
美
女
た
ち
は
不
思
議
な
魅
力
を
も

ち
、
怪
し
く
美
し
い
光
の
中
に
浮
き
上
つ
て
来
る
。
そ
の
幻
術
の
も

と
は
作
者
の
ナ
ル
チ
ス
ム
ス
の
作
用
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
青
野
は
《
わ
れ
わ
れ
は
今
日
ま
で
自
己
批
判
や
自
己
呵
責

の
方
ば
か
り
心
を
惹
か
れ
て
来
て
、
そ
れ
だ
け
が
真
実
の
や
う
に
思
ひ
込

ん
で
ゐ
た
傾
き
が
な
い
か
と
顧
ら
れ
る
》
（
一
七
四
頁
）
と
し
て
、
自
信

に
満
ち
た
か
の
子
文
学
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
。
一
連
の
同
時
代
評
に
お

い
て
は
、
作
品
に
見
出
さ
れ
た
は
ず
の
瑕
疵
が
、
小
説
家
（
の
個
性
）
を

経
由
し
て
好
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
へ
と
反
転
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

や
は
り
、
か
の
子
追
悼
言
説
を
総
覧
し
て
《
殊
に
亡
く
な
ら
れ
た
後
に

も
、
な
ほ
多
く
の
至
宝
の
や
う
な
作
品
が
遺
稿
と
し
て
発
表
さ
れ
た
の
を

見
て
人
々
は
た
ゞ
驚
嘆
の
眼
に
瞠
若
た
る
ば
か
り
》
で
、
《
惜
し
い
こ
と

を
し
た
》
と
い
う
「
文
芸
時
評
」（
『
文
学
者
』
昭
一
四
・
五
）
の
田
邊
茂

一
は
、
《
感
慨
が
万
人
の
胸
に
齊
し
く
灼
き
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
》
と
し
て

次
の
よ
う
に
か
の
子
の
現
役
時
代
を
振
り
返
っ
て
い
る
。

若
し
仮
り
に
岡
本
か
の
子
の
死
が
一
年
早
か
つ
た
と
し
た
ら
、
或
ひ

は
そ
の
作
品
の
発
表
の
機
会
が
一
年
後
れ
て
ゐ
た
と
し
た
ら
、
こ
の

昭
和
文
壇
の
光
芒
に
、
わ
れ
〳
〵
は
め
ぐ
り
遇
へ
る
光
栄
を
有
し
な

か
つ
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
ふ
。

田
邊
は
、
か
の
子
の
発
見
＝
評
価
が
遅
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
《
わ
れ

、
、

〳
〵
の
責
任
、
手
落
ち
と
い
ふ
や
う
な
も
の
ま
で
も
感
ず
る
》
（
二
一
〇

頁
）
と
し
て
、
同
業
者
（
一
般
）
の
責
任
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
没
後
に
お
い
て
か
の
子
が
回
顧
さ
れ
る
時
、
そ
の
人
物
像
も

ま
た
話
題
と
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
タ
イ
プ
の
文
章
を
誰
よ
り
も
多
く
書
き

継
い
だ
の
は
、
夫
の
一
平
で
あ
る
。
一
平
は
、
後
に
『
か
の
子
の
記
』（
小

学
館
、
昭
一
七
）
に
ま
と
め
る
追
悼
文
を
、
実
に
多
彩
な
メ
デ
ィ
ア
に
書
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き
つ
づ
け
、
（
文
学
者
と
し
て
と
い
う
よ
り
は
人
物
と
し
て
の
）
か
の
子

の
複
雑
な
教
養
や
人
物
と
し
て
の
多
面
性
を
発
信
し
て
い
っ
た

（
五
）

。

《
か
の
子
氏
と
対
座
し
て
ゐ
る
と
、
私
は
い
つ
も
一
種
の
鬼
気
を
感
じ

な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
か
つ
た
》
と
振
り
返
る
亀
井
勝
一
郎
は
、
「
牡
丹
観

音
」
（
『
新
日
本
』
昭
一
四
・
三
）
で
、
《
千
年
の
甲
羅
を
経
た
大
き
な
金

魚
》
、
《
古
代
の
魔
術
師
》
、
《
可
憐
な
童
女
》
（
六
二
頁
）
と
複
数
の
か
の

子
像
を
描
き
だ
す
。
こ
の
よ
う
な
多
面
的
な
相
貌
は
、
宮
本
百
合
子
「
人

の
姿
」
（
『
中
央
公
論
』
昭
一
四
・
五
）
に
お
い
て
は
、
小
説
の
紙
背
か
ら

う
か
が
え
る
人
物
（
像
）
の
不
可
解
さ
と
し
て
描
か
れ
る
だ
ろ
う
。

か
の
子
さ
ん
の
小
説
は
、
か
の
子
さ
ん
の
曲
線
、
色
、
厚
み
、
音

調
、
眼
の
動
か
し
か
た
、
身
ご
な
し
す
べ
て
を
も
つ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
か
の
子
さ
ん
と
い
ふ
人
が
出
て
来
る
と
、
一

目
で
わ
か
つ
た
も
の
の
代
り
に
、
何
だ
か
分
る
の
だ
け
れ
ど
分
ら
な

い
気
が
す
る
。
（
二
九
五
頁
）

他
方
、
《
や
れ
思
ひ
あ
が
つ
て
ゐ
る
と
か
、
可
笑
し
い
位
、
自
惚
れ
て

ゐ
る
と
か
云
ふ
た
ぐ
ひ
の
世
評
》
を
聞
き
及
ん
だ
後
に
か
の
子
本
人
に
面

会
し
た
往
事
を
振
り
返
る
「
故
人
の
追
懐
（
中
）
」
（
『
都
新
聞
』
昭
一
四

・
七
・
二
〇
）
の
長
田
秀
雄
は
、
《
面
と
向
つ
て
、
話
し
て
ゐ
る
と
、
き

は
め
て
自
然
の
感
情
と
し
て
、
素
朴
な
叙
情
詩
を
き
い
て
ゐ
る
や
う
な
美

く
し
さ
に
打
た
れ
》
、
《
す
つ
か
り
好
き
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
》
（
一
面
）

と
、
世
評
に
反
し
て
、
そ
の
美
的
な
一
面
を
語
っ
て
い
る
。

以
上
の
か
の
子
追
悼
言
説
の
分
析
か
ら
、
な
ぜ
没
後
に
か
の
子
が
高
く

評
価
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
考
察

が
可
能
で
あ
る
。
作
品
個
々
の
同
時
代
受
容
に
つ
い
て
は
別
稿

（
六
）

に
譲

る
が
、
一
つ
に
は
死
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
あ
げ
ら
れ
る
。「
鶴
は
病
み
き
」（
『
文

学
界
』
昭
一
一
・
六
）
以
来
、
一
定
の
評
価
を
得
て
き
た
か
の
子
は
、「
老

妓
抄
」（
『
中
央
公
論
』
昭
一
三
・
一
一
）
、「
鮨
」（
『
文
藝
』
昭
一
四
・
一
）
、

「
家
霊
」（
『
新
潮
』
昭
一
四
・
一
）
と
い
っ
た
後
に
代
表
作
と
も
な
っ
て

い
く
短
編
を
立
て
続
け
に
発
表
し
た
直
後
に
没
し
て
い
る
。そ
の
こ
と
で
、

（
こ
と
、
そ
れ
ま
で
か
の
子
を
評
価
し
て
い
な
か
っ
た
者
に
と
っ
て
は
）

生
前
に
か
の
子
を
正
当
に
評
価
す
る
機
会
は
ご
く
短
期
間
に
限
ら
れ
、
ま

、
、
、

た
、
最
晩
年
の
傑
作
ラ
ッ
シ
ュ
が
将
来
に
期
待
を
抱
か
せ
た
こ
と
と
も
相

俟
っ
て
、
そ
う
し
た
評
価
・
期
待
が
追
悼
言
説
に
流
れ
こ
み
、
か
の
子
評

価
を
押
し
あ
げ
て
い
っ
た
の
だ
。
そ
こ
に
、
多
面
的
で
摑
み
き
れ
な
い
人

物
像
も
重
ね
ら
れ
る
こ
と
で
、
か
の
子
は
、
多
く
の
文
学
者
に
と
っ
て
、

十
全
に
は
理
解
し
得
な
い
ま
ま
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
重
要
な
対
象
と
し

て
、
存
在
感
を
増
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
死
を
契
機
に
、
成
し

得
な
か
っ
た
理
解
＝
評
価
の
代
補
と
し
て
、
か
の
子
の
再
発
見
＝
再
評
価

、
、

が
短
期
間
の
う
ち
に
進
み
、
か
の
子
評
価
も
瞬
く
間
に
高
め
ら
れ
て
い
っ

た
の
だ
。
こ
れ
が
、
《
「
神
話
」
》
生
成
の
過
程
・
内
実
で
あ
る
。

Ⅳ

可
能
性
と
し
て
の
遺
稿
群

「
年
譜
（
昭
和
十
四
年
四
月
の
項
）
」
に
《
遺
稿
と
し
て
お
び
た
だ
し

い
分
量
の
も
の
が
発
表
さ
れ
、
瞠
目
さ
れ
た

（
七
）

》
と
あ
る
通
り
、
か
の

子
の
死
後
、
追
悼
言
説
に
く
わ
え
、
小
説
（
遺
稿
）
の
発
表
が
相
次
い
だ
。

四
月
号
を
見
渡
せ
ば
、
短
編
「
河
明
り
」
（
『
中
央
公
論
』
）、
連
載
最
終

回
の
「
丸
の
内
草
話
」（
『
日
本
評
論
』
）
の
他
、
長
編
「
生
々
流
転
」（
『
文

学
界
』
）
の
連
載
第
一
回
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。《
こ
の
三
篇
を
通
読
し
て
、

惜
し
い
女
流
作
家
を
死
な
せ
た
も
の
か
な
と
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
嘆
息
し

た
》
と
い
う
「
文
芸
時
評
（

）
惜
し
い
女
流
作
家
」（
『
東
京
朝
日
新
聞
』

2

昭
一
四
・
三
・
三
〇
）
の
杉
山
平
助
は
、
遺
稿
を
通
じ
て
発
見
し
た
か
の

、
、
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子
の
文
学
的
価
値
を
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

岡
本
か
の
子
は
、
私
に
と
つ
て
、
一
個
の
社
会
人
的
女
性
に
す
ぎ

ず
、
曾
て
作
家
と
し
て
考
へ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。〔
略
〕
し
か
し
、

今
月
の
三
篇
を
通
読
し
た
時
に
、
始
め
て
、
こ
れ
く
ら
ゐ
の
女
流
作

家
は
滅
多
に
出
な
い
な
、
と
い
ふ
感
に
う
た
れ
た
の
で
あ
る
。
（
七

面
）

ま
た
、
上
林
暁
は
「
文
芸
時
評

岡
本
、
火
野
、
中
山
、
志
賀
氏
な
ど
」

（
『
帝
国
大
学
新
聞
』
昭
一
四
・
三
・
三
一
）
で
、
右
の
三
作
を
目
に
し

て
《
最
後
の
光
焔
の
や
う
な
気
が
し
て
痛
ま
し
い
》
と
感
じ
、
《
か
の
子

女
史
が
死
の
前
僅
々
数
年
の
間
に
示
し
た
光
輝
は
、
た
し
か
に
死
の
予
兆

で
あ
つ
た
》
（
九
面
）
と
、
晩
年
の
か
の
子
の
活
躍
を
そ
の
死
か
ら
新
た

に
意
味
づ
け
て
い
く
。
《
あ
と
か
ら
あ
と
へ
遺
稿
が
と
び
出
し
て
来
る
の

に
は
、
驚
い
て
ゐ
る
。
ま
る
で
一
生
か
か
つ
て
遺
稿
を
書
い
て
ゐ
た
や
う

な
変
な
気
持
も
す
る
位
ゐ
だ
》
と
い
う
「
女
流
作
家
論
」
（
『
新
潮
』
昭
一

四
・
五
）
の
丹
羽
文
雄
は
、
《
岡
本
か
の
子
の
存
在
は
、
日
本
文
学
の
一

つ
の
刺
戟
剤
に
な
つ
て
ゐ
た
こ
と
は
確
》
で
、
《
私
達
の
も
つ
て
ゐ
な
い

も
の
を
女
史
は
多
分
に
持
つ
て
ゐ
た
》
（
一
八
五
‐
一
八
六
頁
）
と
、
そ

の
特
異
性
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
死
後
発
表
の
か
の
子
遺
稿

群
は
、
次
に
引
く
神
田
鵜
平
「
創
作
時
評
」（
『
新
潮
』
昭
一
四
・
五
）
の

指
摘
に
よ
れ
ば
、
改
め
て
多
様
な
読
者
（
層
）
に
対
し
て
か
の
子
作
品
に

向
き
あ
う
機
会
の
提
供
と
も
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

彼
女
の
生
前
に
は
、
彼
女
の
作
品
を
見
向
き
も
せ
ず
、
ま
た
は
見
向

い
て
も
悪
口
ば
か
り
い
つ
て
ゐ
た
も
の
が
、
彼
女
の
死
後
そ
の
遺
稿

に
接
し
て
、
に
は
か
に
彼
女
の
偉
業
に
感
嘆
し
、
そ
の
死
を
惜
し
む

や
う
な
語
を
発
し
て
ゐ
る
の
を
見
受
け
て
、
人
生
の
ま
ま
な
ら
ぬ
不

可
思
議
さ
を
、
今
更
な
が
ら
に
覚
え
る
の
で
あ
る
。
（
二
〇
〇
頁
）

雑
誌
五
月
号
に
は
、「
生
々
流
転
」（
『
文
学
界
』
）
に
く
わ
え
、「
雛
妓
」

（
『
日
本
評
論
』
）
、
「
あ
る
時
代
の
青
年
作
家
」
（
『
文
藝
』
）
が
発
表
さ
れ

る
。
こ
れ
を
う
け
て
、
《
今
月
は
創
作
欄
で
も
女
流
作
家
は
、
な
か
〳
〵

活
躍
し
て
ゐ
る
》
と
い
う
「
文
芸
時
評
（

）
女
流
作
家
の
活
躍
」
（
『
信

3

濃
毎
日
新
聞
』
昭
一
四
・
五
・
二
）
の
古
谷
綱
武
は
、
《
殊
に
死
ん
だ
岡

本
か
の
子
氏
は
、
男
の
作
家
も
入
れ
て
、
相
変
ら
ず
い
ち
ば
ん
活
動
し
て

ゐ
る
が
、
書
き
残
し
た
作
品
が
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
ふ
こ
と

は
、
と
に
か
く
最
近
の
作
家
に
と
つ
て
は
驚
異
》
（
四
面
）
だ
と
、
文
学

場
の
中
心
に
、
死
ん
だ
か
の
子
を
配
置
す
る
。
生
前
か
ら
か
の
子
を
高
く

、
、
、

評
価
し
て
い
た
武
田
麟
太
郎
は
、「
文
芸
時
評
（

）
未
完
の
青
年
作
家
」

1

（
『
中
外
商
業
新
報
』
昭
一
四
・
五
・
三
）
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

す
で
に
肉
体
は
滅
ん
だ
同
氏
の
書
き
残
し
て
行
つ
た
未
発
表
作
品

は
、
い
よ
い
よ
数
多
く
見
出
さ
れ
て
、
い
か
に
彼
女
が
名
誉
あ
る
小

説
家
の
名
に
ふ
さ
は
し
い
存
在
で
あ
つ
た
か
を
物
語
つ
て
ゐ
る
。
ま

る
で
「
遺
稿
」
を
な
す
た
め
に
す
べ
て
を
小
説
に
打
ち
込
ん
で
ゐ
た

や
う
で
、
時
々
は
限
り
な
い
愛
惜
の
念
が
、
私
の
胸
の
う
ち
で
彼
女

が
ま
だ
生
き
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
錯
覚
を
起
さ
せ
る
位
だ
。（
五

面
）

こ
う
し
た
遺
稿
群
の
継
続
的
な
発
表
は
、
文
学
場
に
お
け
る
か
の
子
の

存
在
感
を
維
持
さ
せ
る
ば
か
り
か
、
以
下
の
同
時
代
評
か
ら
み
る
限
り
、

さ
ら
に
文
名
を
高
め
も
し
た
。
し
か
も
、
当
人
が
す
で
に
死
去
し
て
い
る

と
い
う
事
実
が
あ
り
、
か
の
子
の
潜
在
的
能
力
の
奥
深
さ
は
改
め
て
想
像
、
、

ポ

テ

ン

シ

ヤ

ル

さ
れ
て
い
く
。
そ
の
奥
深
さ
は
、
「
女
体
開
顕
」
（
『
日
本
評
論
』
昭
一
五

・
二
～
一
二
）
連
載
開
始
時
に
付
さ
れ
た
、
川
端
康
成
「
「
女
体
開
顕
」

に
つ
い
て
」（
『
日
本
評
論
』
昭
一
五
・
二
）
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

生
前
に
私
達
が
見
た
作
品
は
、
い
は
ば
氷
山
の
水
面
に
浮
ぶ
部
分
に



- 64 -

過
ぎ
な
く
て
、
そ
の
巨
大
な
姿
は
、
死
後
ま
で
か
く
れ
て
ゐ
た
の
で

あ
る
。
古
今
に
類
を
絶
す
る
異
常
な
作
家
生
活
で
あ
つ
て
、
私
は
た

だ
な
ら
ぬ
驚
き
に
打
た
れ
る
。

し
か
も
、
遺
稿
の
発
表
が
続
く
以
上
、
氷
山
の
全
体
は
つ
ね
に
不
可
視

の
潜
在
的
能
力
と
し
て
死
ん
だ
か
の
子
に
幻
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
従

、
、
、

、
、

ポ

テ

ン

シ

ヤ

ル

っ
て
川
端
も
右
の
引
用
に
つ
づ
け
て
《
死
の
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
こ
の
や

う
に
豊
麗

爛
な
開
花
を
見
せ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
日
本
離
れ
の
し
た
大

𤈎

天
才
の
し
る
し
で
な
く
て
、
な
ん
で
あ
ら
う
》
（
三
七
六
頁
）
と
、
そ
の

才
能
に
手
放
し
の
賛
辞
を
送
る
。
同
様
の
感
想
は
、
「
文
芸
時
評
」
（
『
三

田
文
学
』
昭
一
五
・
四
）
の
山
本
健
吉
か
ら
も
言
表
さ
れ
る
。

岡
本
か
の
子
が
逝
い
て
か
ら
ま
だ
一
年
余
り
を
経
過
し
た
ば
か
り

だ
が
、
既
に
彼
女
の
多
彩
豊
富
な
生
涯
は
、
伝
説
上
の
人
物
に
も
相

応
し
い
や
う
な
ヴ
ェ
エ
ル
を
卸
し
て
、
我
々
に
は
は
つ
き
り
見
え
な

い
。
人
々
は
死
の
前
の
数
年
間
に
於
け
る
彼
女
の
た
く
ま
し
い
生
産

力
に
驚
異
の
眼
を
見
張
つ
た
が
、
死
後
な
ほ
無
尽
蔵
に
残
さ
れ
て
ゐ

る
遺
作
の
山
を
見
て
、
言
ふ
べ
き
言
葉
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
一

六
〇
頁
）

遺
稿
と
し
て
新
作
が
発
表
さ
れ
つ
づ
け
、
し
か
も
そ
の
《
生
産
力
》
が

、
、

生
前
晩
年
の
短
編
や
『
生
々
流
転
』
が
提
示
し
た
〝
い
の
ち
〟
と
い
う
テ

ー
マ
と
も
重
な
る
こ
と
で
、
没
後
か
の
子
像
の
神
話
化
は
進
ん
で
い
く
。

こ
の
時
期
に
、
《
故
岡
本
か
の
子
氏
の
小
説
が
生
前
よ
り
も
今
盛
に
発

表
さ
れ
て
ゐ
る
秘
密
は
何
で
あ
ら
う
》
と
い
う
問
い
を
立
て
た
「
作
家
の

姿
勢
（
文
芸
時
評
）
」
（
『
文
藝
首
都
』
昭
一
五
・
八
）
の
西
村
時
衛
に
よ

れ
ば
、
《
人
々
は
情
熱
が
ほ
し
い
の
だ
。
世
の
中
を
理
論
的
に
は
容
認
で

き
て
も
、
こ
れ
を
動
か
し
て
自
己
を
行
動
に
ま
で
も
つ
て
ゆ
く
だ
け
の
情

熱
を
み
つ
け
た
い
の
だ
》
（
一
一
〇
頁
）
と
、
か
の
子
作
品
に
他
作
家
・

他
作
品
に
は
求
め
得
な
い
《
情
熱
》
を
見
出
し
、
求
め
て
も
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
か
の
子
の
死
後
、
遺
稿
は
夫
・
岡
本
一
平
に
よ
る
整
理
を

経
て
発
表
さ
れ
て
い
く
以
上
、
ど
こ
ま
で
か
の
子
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
、
ど

の
程
度
一
平
の
手
が
入
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
、
本
文
を
め
ぐ
る
難
問
が

ア
ポ
リ
ア

常
に
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
は
な
る

（
八
）

。
た
だ
し
、
同
時
代
に
お
い
て
、

そ
う
し
た
論
点
が
こ
と
さ
ら
問
題
化
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
作
品
内
容
は

も
と
よ
り
、
間
断
な
く
遺
稿
が
発
表
さ
れ
て
い
く
と
い
う
そ
の
物
量
に
裏

打
ち
さ
れ
た
事
実
が
大
き
な
意
味
を
も
ち
、
か
の
子
評
価
を
支
え
て
い
く
。

Ⅴ

お
わ
り
に

短
期
間
に
お
け
る
飛
躍
的
な
か
の
子
評
価
の
上
昇
（
神
話
化
）
は
、
同

時
代
の
視
座
か
ら
の
見
取
り
図
と
し
て
次
の
三
段
階
に
整
理
で
き
る
。

第
一
に
、
毀
誉
褒
貶
相
半
ば
し
な
が
ら
も
、
「
鶴
は
病
み
き
」
、
「
母
子

叙
情
」（
『
文
藝
春
秋
』
昭
一
二
・
三
）
、
「
老
妓
抄
」
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と

し
て
段
階
的
に
賛
同
者
を
増
や
し
て
い
っ
た
現
役
小
説
家
時
代
が
、
ま
ず

あ
る
。
こ
と
昭
和
一
四
年
に
は
、
素
材
派
芸
術
派
論
争
や
女
流
作
家
の
隆

盛
と
い
っ
た
文
学
場
の
動
向

（
九
）

と
の
相
関
関
係
の
中
で
、
そ
の
絢
爛
た

る
文
彩
、
強
烈
な
自
己
肯
定
（
作
家
性
）
、
審
美
的
な
テ
ー
マ
が
評
価
さ

れ
、
次
第
に
文
名
を
高
め
て
い
っ
た

（
十
）

。
第
二
に
、
本
稿
Ⅱ
・
Ⅲ
で
検

証
し
た
、
か
の
子
の
死
を
与
件
と
し
て
紡
が
れ
た
、
か
の
子
追
悼
言
説
に

よ
る
再
評
価
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
生
前
か
ら
の
評
価
に
く
わ
え
、
か
の

子
へ
の
期
待
や
潜
在
的
能
力
ま
で
も
が
掘
り
起
こ
さ
れ
て
い
く
。
あ
る
い

ポ

テ

ン

シ

ヤ

ル

は
、
か
の
子
の
死
を
契
機
と
し
た
再
発
見
、
作
家
・
作
品
評
価
を
好
転
さ

せ
た
ケ
ー
ス
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
支
持
の
裾
野
は
広
が
っ
て
い
っ
た
。

第
三
と
し
て
、
本
稿
Ⅳ
で
素
描
し
た
、
発
表
さ
れ
つ
づ
け
て
い
く
遺
稿
と
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そ
の
同
時
評
に
よ
る
、
断
続
的
な
評
価
の
深
化
・
好
転
が
あ
げ
ら
れ
る

（
十
一
）

。
最
後
に
、
か
の
子
評
価
の
推
移
か
ら
浮
上
し
て
き
た
論
点
に
つ
い
て
検

討
す
る
こ
と
で
、
本
稿
の
ま
と
め
に
か
え
た
い
。
ま
ず
、
佐
々
三
雄
「
文

芸
時
評
」
（
『
早
稲
田
文
学
』
昭
一
四
・
五
）
を
引
い
て
お
く
。

こ
の
ひ
と
の
沢
山
の
小
説
を
、
ぼ
く
は
殆
ん
ど
読
ん
で
ゐ
な
か
つ

た
。
そ
れ
に
、
あ
る
偏
狭
な
気
持
か
ら
、
さ
ほ
ど
関
心
も
よ
せ
ず
遠

い
気
持
で
ゐ
た
。
〔
略
〕
そ
れ
を
今
度
は
感
心
し
た
の
だ
つ
た
。
文

学
界
の
生
成
流
転
を
読
み
始
め
た
時
に
は
、
ま
だ
承
前
の
先
入
感
が

マ
マ

あ
つ
た
。
が
、
こ
れ
を
読
み
、
中
央
公
論
の
「
河
明
り
」
を
読
む
に

至
つ
て
、
ぼ
く
は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
考
へ
だ
し
、
今
月
作
品
の
な
か

で
は
と
も
か
く
一
等
だ
と
思
つ
た
。
今
ご
ろ
の
作
品
で
、
部
分
の
完

璧
さ
で
以
て
読
ま
せ
る
作
品
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。
描
写
、
と
い
ふ

よ
り
は
表
現
で
あ
ら
う
が
、
部
分
の
映
像
の
完
璧
な
持
続
は
、
大
正

の
少
数
の
作
家
以
外
に
、
ぼ
く
ら
は
出
会
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

（
七
四
‐
七
五
頁
）

ま
さ
に
、
そ
の
死
を
契
機
に
、
し
か
も
《
先
入
観
》
を
も
っ
て
か
の
子

を
読
ん
だ
佐
々
で
は
あ
っ
た
が
、
い
ざ
「
生
々
流
転
」
と
「
河
明
り
」
を

読
ん
だ
結
果
、
高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
際
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
注
目

し
た
い
の
は
、
佐
々
が
《
今
月
の
二
つ
の
作
品
か
ら
受
け
た
も
の
は
、
な

に
や
ら
ど
つ
し
り
し
た
爛
熟
し
た
文
化
と
い
ふ
も
の
》
、
《
こ
の
作
品
の
趣

味
と
背
景
は
、
東
京
の
下
町
の
江
戸
の
昔
か
ら
明
治
を
経
て
蓄
積
さ
れ
た
、

重
量
の
あ
る
文
化
》
（
七
四
頁
）
だ
と
繰
り
返
し
指
摘
し
た
《
文
化
》
の

内
実
で
あ
る
。
佐
々
は
そ
れ
を
大
正
期
（
以
来
）
の
も
の
と
見
立
て
る
の

だ
が
、
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
上
林
暁
も
「
丸
の
内
草
話
」
、「
河
明
り
」
、

「
生
々
流
転
」
を
評
し
た
「
文
芸
時
評

岡
本
、
火
野
、
中
山
、
志
賀
氏

な
ど
」
（
『
帝
国
大
学
新
聞
』
昭
一
四
・
三
・
三
一
）
で
、
《
か
の
子
女
史

の
感
覚
や
人
生
観
は
、
明
治
の
育
ち
と
下
町
の
人
情
の
方
が
勝
っ
て
ゐ
て
、

や
ゝ
古
風
で
大
時
代
的
な
感
じ
が
す
る
》
（
九
面
）
と
指
摘
し
て
い
た
。

ま
た
、
生
前
晩
年
の
「
鮨
」
や
「
家
霊
」
の
同
時
代
評
で
は
、
谷
崎
の
名

を
参
照
し
つ
つ
、
古
さ
が
頻
り
に
論
及
さ
れ
て
い
た

（
十
二
）

。

こ
れ
ら
を
総
じ
て
、
肯
定
的
な
意
味
で
、
か
の
子
（
作
品
）
は
古
く
、

、
、

谷
崎
風
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
昭
和

、
、
、

初
年
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
昭
和
一
〇
年
前
後
に
お
け
る
多
様

な
表
現
を
通
過
し
た
青
年
世
代
の
文
学
と
は
、
お
よ
そ
文
学
観
を
異
に
す

る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
多
く
の
文
学
者
が
抱
え
た
歴
史
的
な
体
験
を

欠
落
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
の
子
（
作
品
）
は
、
大
正
期
の
系
譜
を

、
、

継
ぐ
者
と
し
て
文
学
場
に
映
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

別
言
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
か
の
子
の
や
り
過
ご
し
方
自
体
が
歴
史
的
な
振

、
、
、
、
、
、
、
、

る
舞
い
で
も
あ
り
、
ま
た
、
独
自
の
作
家
性
を
、
社
会
状
況
や
文
学
場
の

動
向
に
左
右
さ
れ
ず
に
貫
い
た
が
ゆ
え
の
強
み
で
も
あ
っ
た

（
十
三
）

。

、
、

総
じ
て
、
か
の
子
追
悼
言
説
に
注
目
し
た
同
時
代
の
視
座
か
ら
の
調
査

・
分
析
に
即
す
な
ら
ば
、
没
後
か
の
子
像
の
形
成
は
、
必
ず
し
も
岡
本
一

平
・
太
郎
や
《
身
近
な
者
》
に
限
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
な
い
。
広
く
文
学

場
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
、
生
前
を
振
り
返
っ
て
の
作
家
・
作
品
評
価
や
、
愛

惜
、
期
待
、
さ
ら
に
は
文
学
場
に
お
け
る
配
置
な
ど
が
集
積
さ
れ
る
こ
と

で
、
歴
史
的
に
、
し
か
し
短
期
間
に
か
の
子
神
話
は
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

の
だ
。
そ
れ
は
、
一
人
か
の
子
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
文
学
場
の
動

向
を
も
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
、
一
つ
の
歴
史
的
な
事
例
で
も
あ
っ
た
。

［
注
］

（
一
）
熊
坂
敦
子
「
岡
本
か
の
子
研
究
史
」
（
熊
坂
敦
子
編
『
岡
本
か
の
子
の
世
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界
』
冬
樹
社
、
昭
五
一
）
、
二
〇
一
‐
二
〇
二
頁
。

（
二
）
宮
内
淳
子
「
序

─
花
の
寺
・
ベ
ネ
チ
ア
の
橋
」
（
同
『
増
補
版

岡
本
か

の
子
論
』

、
平
一
三
）、
二
三
頁
。

E
D
I

（
三
）
一
例
と
し
て
近
代
浪
漫
派
文
庫
『
岡
本
か
の
子
／
上
村
松
園
』（
新
学
社
、

平
一
六
）
が
あ
り
、
高
須
芳
次
郎
「
岡
本
か
の
子
の
芸
術
」（
『
月
刊
文
章
』

昭
一
五
・
三
）
で
は
《
か
の
女
の
小
説
、
戯
曲
は
、
い
づ
れ
も
、
新
浪
蔓

主
義
に
起
ち
、
極
め
て
そ
れ
を
鮮
明
に
表
現
し
て
ゐ
る
。
『
河
明
り
』
な
ど

に
も
こ
の
傾
向
が
強
い
。
『
老
妓
抄
』
と
て
も
、
同
一
系
統
に
属
す
る
作
品

で
あ
る
》
（
四
〇
‐
四
一
頁
）
と
評
さ
れ
て
い
る
。
他
に
、
《
故
岡
本
か
の

子
氏
の
作
品
な
ど
、
な
か
な
か
よ
い
文
章
で
あ
つ
た
》
と
論
及
す
る
日
本

浪
蔓
派
同
人
の
浅
野
晃
は
「
強
い
文
章
を
」
（
『
新
潮
』
昭
一
四
・
九
）
に

お
い
て
、
《
あ
の
鋭
い
機
鋒
を
蔵
し
た
粘
液
質
の
文
章
は
、
奇
妙
に
力
づ
よ

い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
の
原
因
は
伝
統
和
歌
の
底
力
か
ら
来
て
ゐ

る
》
（
五
三
頁
）
と
推
測
し
て
い
る
。

（
四
）
拙
論
「
現
役
小
説
家
・
岡
本
か
の
子
の
軌
跡

─
同
時
代
評
価
の
推
移
と

そ
の
背
景
」
（
『
国
語
国
文
』
平
二
八
・
四
）
参
照
。

（
五
）
同
書
は
、
「
生
命
の
娘
か
の
子
」
、
「
エ
ゲ
リ
ア
と
し
て
の
か
の
子
」
、
「
か

の
子
と
観
世
音
」
な
ど
の
か
の
子
像
を
打
ち
出
す
と
同
時
に
、

そ
う
し
た

標
語
の
提
供
源
と
も
な
っ
た
。

（
六
）
注
（
四
）
に
同
じ
。

（
七
）
「
年
譜
」
（
『
岡
本
か
の
子
全
集

別
巻
二
』
冬
樹
社
、
昭
五
三
）
、
三
三
四

頁
。

（
八
）
か
の
子
に
加
え
、
岡
本
一
平
、
新
田
亀
三
、
恒
松
安
男
が
関
わ
っ
た
《
い

わ
ゆ
る
〈
岡
本
工
房
〉
の
機
能
》
（
二
頁
）
を
問
題
化
す
べ
き
だ
と
す
る
、

田
中
厚
一
「
交
響
す
る
テ
キ
ス
ト

─
岡
本
か
の
子
の
〈
書
き
方
〉
を
め

ぐ
っ
て

─
」
（
『
帯
広
大
谷
短
期
大
学
紀
要
』
平
九
・
三
）
参
照
。

（
九
）
拙
論
「
富
澤
有
為
男
『
東
洋
』
の
場
所

─
素
材
派
・
芸
術
派
論
争
を
め

ぐ
っ
て
」
（
同
『
昭
和
一
〇
年
代
の
文
学
場
を
考
え
る

新
人
・
太
宰
治
・

戦
争
文
学
』
立
教
大
学
出
版
会
、
平
二
七
）
参
照
。

（
十
）
注
（
四
）
に
同
じ
。

（
十
一
）
か
の
子
遺
稿
群
の
同
時
代
受
容
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

（
十
二
）
注
（
四
）
に
同
じ
。

（
十
三
）
伊
藤
整
は
「
解
説
」
（
伊
藤
整
編
『
現
代
日
本
小
説
大
系

第
五
十
三

巻
』
河
出
書
房
、
昭
二
六
）
に
お
い
て
、
堀
辰
雄
、
太
宰
治
と
並
べ
て
か

の
子
に
つ
い
て
《
そ
れ
ぞ
れ
違
つ
た
形
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
昭
和
十

年
代
の
日
本
文
学
の
芸
術
至
上
主
義
的
な
一
面
を
代
表
し
、
こ
の
時
代
に

お
い
て
注
目
の
ま
と
と
な
つ
た
人
々
》
（
三
二
七
頁
）
だ
と
捉
え
た
上
で
、

《
岡
本
か
の
子
の
場
合
、
自
然
に
芸
術
家
と
し
て
の
彼
女
は
、
不
合
理
な

旧
秩
序
に
よ
つ
て
保
た
れ
て
ゐ
た
日
本
社
会
に
あ
つ
て
の
必
然
の
生
命
認

識
の
姿
勢
を
取
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
彼
女
自
身
の
エ
ゴ
の
保
存
に

必
要
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
社
会
で
は
、
そ
れ
と
同
じ
や
う
な
姿
勢
で
エ
ゴ

を
保
つ
必
要
の
あ
つ
た
多
数
の
人
間
が
存
在
し
、
彼
女
に
共
鳴
し
た
の
で

あ
る
。
》
（
三
四
二
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

※
本
研
究
はJS

PS

科
研
費15K

02243

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

（
ま
つ
も
と

か
つ
や
・
神
奈
川
大
学
外
国
語
学
部
准
教
授
）


