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〈
生
母
も
の
〉

の
虚
構
性

田
　
　
中

励
　
　
儀

　
初
期
の
丹
羽
文
雄
の
創
作
は
、
通
例
、
〈
生
母
も
の
〉
〈
マ
ダ
ム
も
の
〉
〈
客

　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

観
小
説
〉
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
、
「
い
は
ゆ
る
文
芸
雑
誌
に
発
表
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
初
と
い
ふ
意
味
」
で
の
「
処
女
作
」
、
「
鮎
」
は
く
生
母
も
の
ｖ
の
代
表
作
と

し
て
、
作
品
集
に
収
録
さ
れ
る
頻
度
が
き
わ
め
て
高
い
。
丹
羽
の
文
学
観
や
創

作
方
法
を
知
る
う
え
で
も
重
要
な
、
本
作
の
虚
構
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い

さ
さ
か
で
も
丹
羽
文
学
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
「
鮎
」
は
、
昭
和
七
年
四
月
「
文
芸
春
秋
」
第
十
年
第
四
号
に
発
表
さ
れ
た
。

同
誌
に
は
、
川
端
康
成
・
立
野
信
之
・
深
田
久
彌
・
嘉
村
礒
多
・
細
田
源
吉
の

諸
作
が
並
び
、
「
編
輯
後
記
」
に
「
創
作
欄
に
は
新
人
を
網
羅
し
た
。
（
略
）
高

い
匂
ひ
新
鮮
な
手
触
り
は
、
わ
れ
く
を
充
分
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ら
う
一

と
調
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
丹
羽
も
ま
た
、
将
来
を
嘱
望
さ
れ
る
新
進
作
家
の

ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
杉
山
平
助
か
ら
「
瀧
井
孝
作
ば
り
で
最
初
か
ら
完
成
し
て

　
　

ゐ
る
」
と
賛
辞
を
受
け
、
こ
れ
が
作
家
と
し
て
自
立
す
る
契
機
と
な
っ
た
。

　
本
作
は
、
大
学
生
の
津
田
が
、
岐
阜
で
守
山
と
い
う
男
に
囲
わ
れ
て
い
る
生

母
和
緒
か
ら
入
籍
の
相
談
を
受
け
、
心
を
配
る
が
、
話
が
こ
じ
れ
て
男
が
自
殺

し
た
後
も
動
じ
な
い
母
の
姿
に
当
惑
す
る
、
と
い
っ
た
筋
で
、
「
秋
」
（
昭
５
・

ｕ
）
「
賛
肉
」
（
昭
９
・
７
）
な
ど
と
と
も
に
母
子
の
相
克
を
描
い
た
佳
作
で
あ

る
。　

丹
羽
に
と
っ
て
愛
着
の
深
い
自
信
作
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
「
自
分
の
好
き
な

も
の
だ
け
を
選
」
（
「
あ
と
が
き
」
）
ん
だ
と
い
う
、
初
め
て
の
創
作
集
『
鮎
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

（
昭
１
０
．
１
．
１
０
、
文
体
社
）
で
も
標
題
作
に
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
反
響

も
大
き
く
、
書
評
も
多
い
。
全
体
的
な
印
象
と
し
て
は
、
寺
崎
浩
が
「
見
事
な

　
　
　
　
　
　
　
　

巧
さ
を
見
せ
て
ゐ
る
」
と
の
べ
、
林
芙
美
子
が
「
う
ま
す
ぎ
て
魂
が
ふ
る
へ
な

＠い
」
と
の
べ
た
よ
う
に
、
表
現
や
構
成
の
技
巧
が
称
え
ら
れ
る
一
方
、
内
容
的



に
は
、
母
性
と
女
の
矛
盾
を
扱
っ
た
〈
生
母
も
の
〉
に
お
い
て
も
、
「
ど
こ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

興
味
的
な
、
知
の
い
た
づ
ら
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
」
と
さ
れ
、
「
彼
の
エ
ロ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

イ
シ
ズ
ム
は
実
は
副
産
物
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
、
素
材
に
の
め

り
込
ま
な
い
、
客
観
的
な
作
者
の
視
線
を
感
じ
と
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た

批
評
で
あ
ろ
う
。

　
後
年
、
青
野
季
吉
は
文
学
史
的
な
観
点
か
ら
、
初
期
の
丹
羽
文
雄
を
「
自
然

主
義
以
来
の
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
が
一
略
）
私
小
説
的
な
も
の
の
中
へ
流
れ
出
し

た
後
を
承
け
て
、
虚
構
小
説
や
客
観
小
説
の
ひ
ろ
い
場
所
へ
導
い
て
き
た
、
云

　
　
　
　
　
　
　
　

は
ば
中
興
的
な
存
在
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
い
さ
さ
か
図
式
的
な
見
解
で
は

あ
る
が
、
私
小
説
的
側
面
と
虚
構
小
説
的
側
面
を
併
せ
持
つ
丹
羽
文
学
の
特
徴

を
言
い
当
て
て
は
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
否
定
的
に
捉
え
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

「
私
小
説
の
手
法
で
他
人
を
描
く
（
略
）
根
本
的
な
矛
盾
と
、
そ
の
限
界
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

説
く
中
村
光
夫
や
、
「
作
者
の
自
我
の
不
在
」
を
嘆
く
奥
野
健
男
の
所
説
と
な

り
、
肯
定
的
に
捉
え
れ
ば
、
「
『
突
き
放
し
た
眼
』
で
眺
め
る
（
略
）
作
家
の
現

　
　
＠

実
認
識
」
を
認
め
る
八
木
義
徳
や
、
「
自
己
の
反
応
に
お
い
て
、
自
己
を
扶
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
た
め
に
と
ら
れ
た
「
複
眼
的
視
線
お
よ
び
客
観
描
写
の
活
用
」
を
賞
で
る
河

野
多
恵
子
の
所
説
と
な
る
。

　
「
鮎
」
に
お
い
て
、
こ
の
二
面
性
は
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
か
。
ま
ず
、

作
者
の
発
言
を
聞
い
て
み
よ
う
。
「
私
の
小
説
は
、
ど
ん
な
も
の
に
も
必
ず
何

か
し
ら
モ
デ
ル
が
あ
る
。
（
略
）
最
初
に
観
念
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
小
説
的
肉

　
　
　
　
　
丹
羽
文
雄
「
鮎
」
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

附
け
を
す
る
と
い
う
や
り
方
を
私
は
と
ら
な
い
の
だ
」
と
、
現
実
を
重
視
す
る

丹
羽
は
、
他
方
で
、
「
現
実
の
中
に
ふ
か
く
は
い
る
の
で
な
く
、
虚
構
の
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

で
ふ
か
く
は
い
る
の
で
あ
る
」
と
虚
構
へ
の
意
欲
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
本
作
の
津
田
が
文
雄
自
身
を
、
和
緒
が
生
母
こ
う
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
の

は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
母
こ
う
が
幼
な
い
文
雄
を
残
し
て
旅
役
者

と
駆
落
ち
し
、
そ
の
後
、
岐
阜
の
傘
問
屋
の
主
人
の
妾
と
な
り
、
痴
情
の
も
つ

れ
か
ら
男
が
自
殺
す
る
と
い
う
経
緯
は
、
お
お
む
ね
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
ら

　
＠

し
い
。
し
か
し
、
虚
構
と
み
ら
れ
る
部
分
も
多
い
。

　
関
係
者
の
大
半
が
鬼
籍
に
入
っ
た
時
点
で
刊
行
さ
れ
た
『
ひ
と
我
を
非
情
の

作
家
と
呼
ぶ
』
（
昭
５
９
・
ｕ
・
３
０
、
光
文
社
）
は
、
丹
羽
が
「
唯
一
の
告
白
の

書
」
（
「
あ
と
が
き
」
）
と
公
言
し
、
澤
野
久
雄
が
「
私
の
聞
き
え
た
限
り
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

ほ
ぼ
全
部
が
事
実
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
」
と
保
証
し
た
作
品
で
、
文
雄
や
一
」
う

が
実
名
で
登
場
す
る
。
後
年
の
回
想
で
も
あ
り
、
す
べ
て
を
正
確
な
記
述
と
認

め
る
の
は
早
計
だ
が
、
丹
羽
の
言
を
信
じ
て
と
り
あ
え
ず
「
事
実
」
と
認
め
、

「
鮎
」
と
の
比
較
を
試
み
た
い
。

　
ま
ず
、
守
山
の
自
殺
で
あ
る
。
「
鮎
」
で
は
、
母
か
ら
電
報
で
呼
び
出
さ
れ

た
津
田
が
守
山
と
の
交
渉
を
引
き
受
け
、
事
件
後
の
葬
列
も
目
送
し
た
と
描
か

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
ひ
と
我
を
非
情
の
作
家
と
呼
ぶ
』
（
以
下
、
『
非
情
』

と
略
す
）
で
は
、
「
あ
る
年
の
帰
京
の
と
き
、
岐
阜
に
寄
る
と
、
母
の
上
に
思

い
が
け
な
い
事
件
が
お
き
て
い
た
」
（
「
処
女
作
『
鮎
』
」
）
と
、
後
に
事
の
て
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九



　
　
　
　
　
丹
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ま
つ
を
知
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
鮎
」
の
執
筆
に
際
し

て
は
、
「
自
殺
事
件
を
中
心
に
し
て
葬
儀
の
も
よ
う
も
挿
入
す
る
こ
と
に
し
た
。

そ
れ
ら
を
媒
体
と
し
て
、
母
と
子
が
た
が
い
に
い
い
た
い
こ
と
を
喋
り
合
う
と

い
う
形
式
が
と
り
た
か
っ
た
」
（
「
同
」
）
と
の
べ
、
小
説
と
し
て
の
構
想
を
披

渥
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
実
の
丹
羽
は
葬
儀
を
目
に
し
て
い
な
い
わ
け
で
あ

り
、
守
山
の
死
に
対
す
る
母
の
実
際
の
反
応
も
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
守
山
が
死
を
選
ん
だ
原
因
は
、
妻
の
死
後
、
和
緒
に
入
籍
を
勧
め
た
も
の
の
、

逆
に
身
を
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
和
緒
が
入
籍
を
拒
ん
だ

の
は
、
「
若
し
わ
た
し
が
守
山
の
人
問
に
な
つ
て
ご
ら
ん
。
（
略
）
は
た
の
人
達

に
気
が
ね
を
し
て
、
思
ふ
や
う
に
逢
へ
な
い
ぢ
や
な
い
の
」
Ｈ
と
い
う
よ
う
に
、

息
子
と
自
由
に
会
え
な
く
な
る
の
を
避
け
る
た
め
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

『
非
情
』
で
は
「
い
ま
さ
ら
こ
の
年
齢
で
、
従
業
員
の
多
い
家
庭
に
は
い
っ
て

苦
労
は
し
た
く
な
い
と
い
う
の
が
、
第
一
の
理
由
で
あ
っ
た
」
（
「
私
の
信
仰
」
）

と
記
さ
れ
、
ま
た
、
『
わ
が
母
、
わ
が
友
、
わ
が
人
生
』
（
昭
６
０
・
７
・
５
、
角

川
書
店
）
で
も
「
後
妻
に
入
っ
た
ら
も
う
地
獄
の
中
へ
入
る
よ
う
な
も
の
だ
か

ら
、
（
略
）
そ
れ
だ
け
の
思
い
で
す
」
（
「
わ
が
母
の
生
涯
」
）
と
の
べ
て
い
る
よ

う
に
、
現
実
に
は
母
の
個
人
的
な
事
情
が
中
心
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
息
子
へ
の

熱
い
気
持
は
『
非
情
』
で
も
第
二
の
理
由
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
は
い
る
も

の
の
、
直
後
に
「
私
は
母
親
の
愛
情
を
、
う
と
ま
し
い
も
の
と
思
っ
た
」
（
「
私

の
信
仰
」
）
と
率
直
な
反
応
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
鮎
」
の
津
田
が
母
の
告
白
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇

聞
い
て
、
「
が
あ
ん
と
う
ち
の
め
さ
れ
（
略
）
ひ
ね
く
れ
た
持
前
の
虚
弱
さ
が
、

洗
ひ
た
て
ら
れ
た
や
う
な
気
が
し
た
」
Ｈ
の
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

　
次
に
、
年
齢
の
問
題
で
あ
る
。
「
鮎
」
で
は
「
和
緒
は
ま
だ
四
十
二
歳
、
津

田
は
十
七
の
時
の
ひ
と
り
子
で
あ
る
」
Ｈ
と
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
小
泉
譲
作

成
の
年
譜
に
よ
る
と
、
文
雄
は
「
明
治
三
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日
、
丹
羽
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

開
（
三
三
）
母
こ
う
（
二
四
）
の
長
男
と
し
て
生
」
ま
れ
て
い
る
。
「
鮎
」
が

発
表
さ
れ
た
昭
和
七
年
の
時
点
で
は
、
こ
う
は
五
十
二
歳
、
文
雄
は
二
十
八
歳
。

「
鮎
」
の
和
緒
は
四
十
二
歳
、
津
田
は
二
十
五
歳
だ
か
ら
、
作
中
時
間
を
作
品

発
表
時
と
仮
定
す
れ
ば
、
津
田
１
１
文
雄
の
年
齢
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
、
母
親
の

年
齢
の
み
十
歳
も
引
き
下
げ
ら
れ
た
計
算
と
な
る
。
母
と
子
が
「
ま
る
で
姉
弟

だ
」
Ｈ
と
す
る
た
め
に
必
要
な
設
定
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

　
ま
た
、
現
実
に
男
が
死
ん
だ
日
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
『
非
情
』

で
、
「
早
稲
田
大
学
に
入
学
し
て
、
四
日
市
か
ら
東
京
に
通
う
往
復
の
途
中
」

（
「
処
女
作
『
鮎
』
」
）
に
聞
い
た
と
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
文
雄
の
大
学
時
代

の
出
来
事
だ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
鮎
」
の
原
型
で
あ
り
、
男

の
自
殺
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
「
或
る
生
活
の
人
々
」
が
、
昭
和
二
年
九
月

「
文
芸
城
」
第
二
巻
第
二
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
大
学

入
学
の
大
正
十
五
年
四
月
か
ら
「
或
る
生
活
の
人
々
」
発
表
の
昭
和
二
年
九
月

ま
で
、
一
年
半
の
間
に
限
定
で
き
る
。
す
る
と
、
こ
う
が
四
十
六
・
七
歳
、
文

雄
が
二
十
二
・
三
歳
の
出
来
事
と
な
り
、
現
実
の
事
件
に
即
し
て
考
え
て
も



「
鮎
」
の
年
齢
に
は
合
わ
な
い
。

　
「
鮎
」
で
は
、
幼
な
い
津
田
が
泣
き
だ
す
と
あ
や
し
方
が
分
か
ら
ず
、
自
分

も
一
緒
に
泣
き
は
じ
め
る
十
七
歳
の
幼
な
妻
の
様
子
が
回
想
さ
れ
た
り
、
今
も

な
お
「
若
く
て
、
あ
ま
り
に
端
麗
す
ぎ
る
」
Ｈ
母
の
容
姿
が
克
明
に
描
か
れ
た

り
す
る
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
母
の
若
年
化
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。

　
息
子
と
の
出
会
い
を
大
切
に
し
て
の
拒
否
と
し
た
入
籍
を
め
ぐ
る
虚
構
、
母

を
若
く
美
し
い
女
に
変
え
た
年
齢
上
の
虚
構
、
さ
ら
に
、
今
後
の
生
活
の
相
談

を
受
け
た
と
す
る
母
と
の
対
話
の
虚
構
　
　
こ
れ
ら
は
、
常
に
津
田
の
こ
と
を

考
え
、
細
か
な
話
も
し
て
く
れ
る
椅
麗
な
母
と
い
う
理
想
化
の
現
わ
れ
と
し
て

理
解
で
き
る
。

　
そ
れ
で
は
、
津
田
が
守
山
の
葬
儀
を
目
に
し
た
と
す
る
虚
構
は
ど
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
か
。
愛
人
の
死
に
も
取
り
乱
さ
ず
、
盛
大
な
葬
儀
を
「
ち
よ
つ
と

羨
し
か
つ
た
ね
」
と
言
い
、
夕
食
時
に
は
平
然
と
健
映
ぶ
り
を
発
揮
す
る
母
の

姿
を
、
津
田
は
「
無
茶
苦
茶
だ
」
と
思
い
「
持
っ
て
い
き
ど
こ
ろ
の
な
い
不

満
」
を
感
じ
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
相
手
が
母
な
れ
ば
こ
そ
で
あ
ろ
う
、
「
和

緒
の
守
山
に
対
す
る
女
ら
し
い
気
の
弱
り
を
見
せ
て
ほ
し
い
」
日
と
願
う
と
こ

ろ
に
、
薄
情
な
母
の
様
子
を
は
ら
は
ら
し
な
が
ら
見
守
る
息
子
の
姿
が
あ
る
。

　
守
山
の
枢
が
家
の
前
を
通
る
と
き
、
和
緒
は
津
田
に
「
ま
あ
、
ち
よ
つ
と
ご

ら
ん
よ
、
千
杜
世
さ
ん
の
美
し
い
こ
と
」
と
声
を
か
け
、
白
無
垢
姿
の
守
山
の

遺
児
に
注
意
を
向
け
さ
せ
る
。
悲
し
み
に
挫
か
れ
て
伏
目
が
ち
に
進
む
会
葬
者

　
　
　
　
　
丹
羽
文
雄
「
鮎
」
論

の
中
で
、
和
緒
ら
の
視
線
を
感
じ
た
の
か
、
「
千
杜
世
の
眸
だ
け
が
、
ち
ら
り

と
二
階
へ
向
け
ら
れ
た
や
う
に
津
田
は
感
じ
た
」
日
。
初
出
誌
で
は
「
向
け
ら

れ
る
の
を
」
と
断
定
的
に
書
か
れ
て
い
た
の
を
、
単
行
本
化
の
際
に
「
向
け
ら

れ
た
や
う
に
」
と
不
確
か
な
形
容
に
改
変
し
た
の
は
、
和
緒
が
千
杜
世
の
父
を

殺
し
た
の
も
同
然
と
考
え
る
、
津
田
の
う
し
ろ
め
た
さ
を
強
調
す
る
た
め
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
い
わ
ば
、
共
犯
者
意
識
に
近
い
も
の
を
抱
い
た
の
だ
ろ
う
。
表
向
き
母
の
行

動
を
突
き
放
し
て
い
る
よ
う
で
、
実
は
心
情
的
蜜
月
を
描
い
た
も
の
と
読
み
と

れ
る
。
「
異
常
に
倒
錯
し
た
親
子
関
係
の
こ
ま
か
な
陰
殴
羽
を
、
若
々
し
く
繊
細

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
感
覚
で
と
ら
え
た
の
が
、
こ
の
作
品
の
手
柄
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
杉
森
久
英

の
批
評
は
大
筋
で
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
「
異
常
に
倒
錯
し
た
親
子
関
係
」

と
い
う
の
は
あ
た
ら
な
い
。
仮
に
通
常
の
母
子
に
み
ら
れ
る
保
護
　
被
保
護
の

関
係
が
逆
転
し
て
い
る
傾
き
が
あ
る
と
し
て
も
、
正
宗
白
鳥
が
「
犬
こ
ろ
か
何

か
の
生
物
の
母
子
が
、
温
い
日
向
で
じ
や
れ
合
つ
て
ゐ
る
や
う
に
書
か
れ
て
ゐ

＠
る
」
と
評
し
た
よ
う
に
、
お
の
ず
か
ら
母
子
の
親
密
な
雰
囲
気
が
あ
ぷ
り
出
さ

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
四
歳
の
時
に
母
と
別
れ
た
丹
羽
が
求
め
て
得
ら

れ
な
か
っ
た
願
い
の
実
現
で
あ
り
、
本
作
の
虚
構
は
こ
の
一
点
に
収
敏
で
き
る
。

「
鮎
」
は
現
実
の
事
件
に
基
づ
い
て
は
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
私
小
説
か
ら
は
縁

遠
い
位
置
に
あ
る
。

二
二
一



丹
羽
文
雄
「
鮎
」
論

二

　
「
鮎
」
が
母
へ
の
憧
れ
を
投
影
し
た
作
品
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
丹
羽
文
学

を
語
る
時
に
よ
く
取
沙
汰
さ
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
〈
非
人
情
〉
と
は
、
一
見
、
矛

盾
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
「
鮎
」
で
の
用
例
は
次
の
四
ケ
所
で
あ
る
。

　
ｍ
ま
ち
が
つ
て
も
和
緒
は
自
分
の
生
活
を
津
田
に
話
さ
な
い
。
話
さ
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
か
ら
津
田
も
持
前
の
ひ
ね
く
れ
た
気
遣
ひ
で
、
よ
し
そ
の
気
な
ら
と
非
人

　
　
、

　
　
情
に
、
」
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
ｍ
今
ま
で
あ
ま
り
子
供
ら
し
く
な
く
、
非
人
情
ぶ
つ
て
、
生
意
気
で
し
た
。

　
　
」
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
ｍ
津
田
は
自
分
で
も
十
分
非
人
情
で
あ
る
と
構
へ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
暗
欝
な

　
　
感
じ
は
、
理
不
壷
な
自
殺
の
事
後
の
答
に
ち
が
ひ
な
か
つ
た
。
口

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
ｍ
和
緒
の
非
人
情
な
ら
、
当
分
津
田
は
も
う
沢
山
だ
つ
た
。
凹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
引
用
者
）

こ
の
う
ち
、
ｍ
－
ｍ
は
津
田
に
関
わ
る
使
わ
れ
方
で
あ
る
。
ｍ
は
今
回
の
入
籍

話
が
起
き
る
以
前
、
母
が
津
田
に
立
ち
入
っ
た
話
を
し
て
く
れ
な
い
反
動
で
、

無
理
に
非
人
情
を
装
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ｍ
は
入
籍
を
断
わ
る
の
は
お
前
と

逢
い
た
い
か
ら
だ
と
告
げ
ら
れ
て
、
こ
れ
ま
で
の
母
に
対
す
る
非
人
情
を
反
省

し
た
一
言
、
ｍ
は
守
山
の
死
に
動
揺
を
隠
せ
ず
、
非
人
情
を
貫
き
と
お
せ
な
か
っ

た
言
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
津
田
の
〈
非
人
情
〉
は
生
き
て
い
く
た
め
に
構
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二

虚
勢
で
あ
り
、
そ
れ
が
破
れ
た
後
、
ｍ
で
は
和
緒
の
非
人
情
に
閉
口
の
言
葉
さ

え
洩
ら
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
『
ひ
と
我
を
非
情
の
作
家
と
呼
ぶ
』
と
「
非
情
」
を
書
名
に
ま
で
採
用
す
る

丹
羽
で
は
あ
る
が
、
「
非
情
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
描
か
な
け
れ
ば
、
対
象
を
正

確
に
描
き
出
せ
な
い
」
（
「
自
我
の
発
見
」
）
と
い
う
の
は
、
肉
親
に
妥
協
せ
ず

に
描
き
た
い
と
い
う
方
法
上
の
覚
悟
で
あ
っ
て
、
作
中
の
津
田
は
決
し
て
〈
非

人
情
〉
で
は
な
い
。
本
作
に
お
け
る
〈
非
人
情
〉
の
語
は
、
母
を
理
解
し
是
認

し
よ
う
と
し
て
非
情
の
構
え
を
と
る
津
田
と
、
実
子
へ
の
甘
え
か
ら
奔
放
に
振

舞
う
母
と
い
う
、
対
称
の
構
図
を
際
立
た
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
料
亭
の
離
れ
で
入
籍
話
を
す
る
う
ち
、
「
老
後
の
安
定
と
云
ふ
物
質
的
な
立

場
」
の
必
要
を
ほ
の
め
か
し
な
が
ら
、
最
後
に
は
「
母
さ
ん
の
気
持
が
肝
心
で

す
よ
」
と
身
を
か
わ
す
息
子
の
態
度
に
激
昂
し
、
「
こ
の
薄
情
も
の
」
と
突
っ

か
か
り
、
「
和
緒
の
小
さ
な
拳
固
が
、
津
田
の
鼻
さ
き
を
っ
“
け
さ
ま
に
飛
ぶ
」

Ｈ
場
面
な
ど
、
こ
の
構
図
の
好
例
と
い
え
よ
う
。
柔
道
二
段
の
大
柄
な
青
年
が

血
の
気
の
多
い
小
さ
な
母
親
を
持
て
余
す
様
子
に
は
、
ほ
ほ
え
ま
し
さ
さ
え
感

じ
ら
れ
る
。

　
喧
嘩
の
後
、
仲
居
が
料
理
を
運
ん
で
く
る
。
「
鮎
の
魚
田
で
あ
る
」
。
本
作
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

題
名
に
も
採
ら
れ
た
鮎
は
長
良
川
名
産
と
し
て
夙
に
有
名
で
、
四
十
二
歳
の
今

も
な
お
「
豊
か
な
前
髪
。
黒
洞
々
た
る
瞳
」
を
持
ち
、
「
快
活
と
移
り
気
で
む

づ
つ
い
て
ゐ
さ
う
な
、
胴
梛
な
母
」
Ｈ
の
象
徴
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
し
て
、
酒
。



「
酒
は
富
久
娘
、
生
一
本
、
母
の
お
酌
で
盃
を
あ
け
た
」
Ｈ
。
余
談
に
亘
る
が
、

「
富
久
娘
」
は
「
灘
五
郷
の
西
端
西
郷
新
在
家
か
ら
送
り
出
さ
れ
て
い
る
本
造

　
　
＠

り
吟
醸
」
で
あ
る
。
岐
阜
地
方
に
も
、
古
く
か
ら
「
『
酒
』
は
長
良
川
の
水
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

て
醸
す
、
其
水
清
例
な
る
故
酒
味
醇
厚
他
製
に
勝
れ
り
」
と
賞
さ
れ
る
銘
酒
が

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
県
の
酒
を
選
ん
だ
の
は
、
「
富
久
娘
」
と
い
う

名
称
が
母
親
の
若
々
し
さ
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
効
果
を
狙
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
「
賛
肉
」
で
も
「
酒
は
富
久
娘
、
半
年
ぶ
り
の
母
の
酌
」
と
、
同
様
の
表

現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
者
の
気
に
入
っ
た
言
い
回
し
で
も
あ
っ
た

ろ
う
。
喧
嘩
の
中
で
母
の
愛
情
を
感
じ
、
や
が
て
ほ
ぐ
れ
た
気
持
が
伝
わ
っ
て

く
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
対
立
と
融
和
を
繰
り
返
す
母
子
の
心
理
を
描
く
こ
と
が

「
鮎
」
の
主
眼
と
い
え
よ
う
が
、
本
作
の
原
型
「
或
る
生
活
の
人
々
」
と
比
較

す
る
時
、
そ
れ
が
一
層
明
確
と
な
る
。
「
或
る
生
活
の
人
々
」
で
は
、
津
田
は

章
助
、
守
山
は
津
守
と
名
を
変
え
て
登
場
し
、
和
緒
は
「
母
」
と
呼
ば
れ
る
の

み
で
あ
る
。
津
守
一
守
山
一
の
娘
千
杜
世
だ
け
は
同
じ
名
で
現
わ
れ
る
が
、
章

助
（
津
田
）
の
幼
な
馴
染
み
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
舞
台
は
岐
阜
で
は
な
く
章

助
の
故
郷
と
さ
れ
、
作
者
と
重
ね
る
と
四
日
市
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
特
定

で
き
る
記
述
は
な
い
。
父
の
死
後
、
家
に
津
守
を
泊
ま
ら
せ
た
り
す
る
母
の
不

行
跡
に
、
章
助
が
不
快
を
覚
え
る
と
こ
ろ
か
ら
作
品
は
始
ま
る
。
以
後
、
入
籍

問
題
の
紛
糾
、
男
の
自
殺
、
母
の
冷
淡
な
反
応
、
と
い
っ
た
大
筋
は
「
鮎
」
に

　
　
　
　
　
丹
羽
文
雄
「
鮎
」
論

共
通
す
る
。
し
か
し
、
「
或
る
生
活
の
人
々
」
で
は
男
と
母
を
め
ぐ
る
本
筋
の

他
に
、
章
助
を
中
心
と
し
た
傍
系
の
話
が
あ
る
。

　
　
　
大
学
を
出
て
東
京
の
絢
子
と
一
緒
に
な
っ
た
章
助
は
、
故
郷
の
千
杜
世

に
も
思
い
を
残
し
、
千
杜
世
が
養
子
を
迎
え
る
と
聞
い
て
心
を
騒
が
せ
る
。
津

守
が
死
ん
で
二
七
日
の
前
夜
、
た
ま
た
ま
出
会
っ
た
千
杜
世
は
「
何
故
自
殺
な

ん
か
し
た
ん
で
せ
う
？
」
と
あ
ど
け
な
く
問
い
か
け
る
。
母
の
振
舞
い
を
非
難

さ
れ
る
と
予
期
し
て
い
た
章
助
は
、
拍
子
抜
け
の
て
い
で
心
が
軽
く
な
る
。
そ

し
て
、
秋
の
挙
式
を
告
げ
る
千
杜
世
を
思
わ
ず
抱
き
寄
せ
、
は
じ
め
抵
抗
の
素

振
り
を
見
せ
た
千
杜
世
が
唇
を
あ
ず
け
よ
う
と
し
た
時
に
、
「
何
も
知
ら
な
い

あ
ん
た
は
莫
迦
だ
」
舳
と
ば
か
り
、
一
転
し
て
鋭
く
突
き
の
け
る
。
上
京
後
、

章
助
の
許
に
痛
々
し
い
胸
の
内
を
訴
え
た
千
杜
世
か
ら
の
手
紙
が
届
い
た
。
そ

れ
を
読
ん
で
、
帰
省
中
の
夫
の
背
徳
を
知
っ
た
絢
子
は
、
衝
撃
を
受
け
な
が
ら

も
千
杜
世
へ
の
思
い
や
り
を
見
せ
、
章
助
に
「
こ
れ
か
ら
も
あ
た
し
に
隠
し
だ

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

て
し
ち
や
い
や
あ
」
出
と
甘
え
る
よ
う
に
言
う
。

　
章
助
が
津
守
の
娘
千
杜
世
を
辱
め
た
振
舞
い
は
、
「
津
守
の
貸
は
、
想
像
す

る
こ
と
の
出
来
る
中
で
一
番
正
確
な
最
も
惨
忍
な
方
法
で
見
事
に
支
払
つ
た
」

杣
と
あ
る
よ
う
に
、
母
の
不
行
跡
に
手
を
貸
し
た
津
守
に
対
す
る
復
讐
で
あ
っ

た
と
示
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
省
み
て
自
ら
の
行
動
に
不
快
を
覚
え
た
章
助
は
、

か
え
っ
て
妻
に
慰
め
ら
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
母
に
も
似
た
多
情
な
章
助
の

行
動
は
、
誰
か
ら
も
恨
み
を
買
わ
な
い
と
い
う
点
で
、
ご
都
合
主
義
的
な
扱
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
三



　
　
　
　
　
丹
羽
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と
い
え
な
く
も
な
い
。
お
そ
ら
く
、
母
の
奔
放
な
行
動
に
対
応
す
る
形
で
、
章

助
の
内
面
を
も
対
象
化
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
章

助
を
め
ぐ
っ
て
母
・
妻
・
幼
な
馴
染
み
が
そ
れ
ぞ
れ
の
比
重
で
絡
み
合
っ
て
く

る
展
開
で
は
、
短
篇
小
説
と
し
て
は
主
題
が
拡
散
し
た
構
成
で
あ
っ
た
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

　
そ
れ
を
自
覚
し
て
か
、
丹
羽
は
傍
系
の
筋
を
切
り
捨
て
、
血
の
つ
な
が
っ
た

母
子
の
心
情
に
話
を
集
中
さ
せ
た
。
そ
の
改
作
の
過
程
で
〈
非
人
情
〉
の
語
を

見
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
「
或
る
生
活
の
人
々
」
で
は
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
〈
非
人
情
〉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
据
え
る
こ
と
で
、
作
品
の
緊
張
度
が
増
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

と
い
っ
て
よ
い
。
複
数
の
人
物
を
示
す
「
或
る
生
活
の
人
々
」
（
傍
点
引
用
者
）

か
ら
母
ひ
と
り
を
象
徴
す
る
「
鮎
」
へ
、
題
名
の
変
更
が
端
的
に
も
の
が
た
る

集
中
化
は
成
功
し
た
。

三

　
こ
れ
ま
で
の
分
析
で
、
「
鮎
」
が
私
小
説
で
は
な
く
、
充
分
に
考
え
ら
れ
た

虚
構
色
の
濃
い
作
品
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
文
体
・

表
現
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
「
原
稿
紙
が
ま
つ
黒
に
な
る
ま
で
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

し
（
略
）
一
字
一
句
に
凝
つ
た
」
と
い
う
丹
羽
の
努
力
が
酬
わ
れ
て
、
伊
藤
整

か
ら
は
「
そ
の
文
章
の
組
み
立
て
方
は
、
ほ
と
ん
ど
完
壁
で
あ
る
と
言
つ
て
も

　
ゆ

い
い
」
と
ま
で
高
い
評
価
を
受
け
た
。
八
木
義
徳
の
評
一
言
に
従
え
ば
、
「
『
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
四

緒
』
と
い
う
も
の
を
ま
っ
た
く
拒
否
し
た
、
硬
い
、
乾
燥
し
た
、
腰
の
つ
よ
い

　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

文
体
で
、
キ
シ
キ
シ
と
ね
じ
こ
む
よ
う
に
描
い
て
ゆ
く
」
と
い
う
方
法
に
な
ろ

う
。
確
か
に
、
硬
質
の
文
体
で
記
さ
れ
る
各
場
面
の
印
象
は
鮮
や
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
母
和
緒
の
行
動
に
翻
弄
さ
れ
る
津
田
の
心
情
を
叙
し
た
部
分
に
は
、

唐
突
と
思
え
る
表
現
が
散
見
さ
れ
る
。

　
た
と
え
ば
、
久
し
ぶ
り
に
顔
を
合
わ
せ
た
和
緒
の
ど
こ
か
元
気
の
な
い
様
子

を
見
て
、
「
少
し
ぐ
い
と
来
る
も
の
を
感
じ
て
津
田
は
目
を
大
き
く
し
た
」
Ｈ

と
記
さ
れ
る
場
面
と
、
守
山
の
情
欲
の
激
し
さ
を
露
骨
に
口
に
す
る
和
緒
の
話

を
、
ど
ん
な
顔
を
し
て
聞
け
ば
よ
い
の
か
と
当
惑
し
、
「
す
る
と
こ
っ
ん
と
来

る
も
の
が
あ
っ
た
」
Ｈ
と
記
さ
れ
る
場
面
と
で
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
。

「
ぐ
い
」
「
こ
つ
ん
」
の
内
容
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
同
様
に
、
和
緒
と
の
喧
嘩
の
後
、
詫
び
の
言
葉
を
発
し
な
が
ら
も
、

　
　
し
か
し
凡
そ
、
詫
び
る
と
い
ふ
気
持
と
は
相
違
し
て
母
の
顔
を
眺
め
て
ゐ

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
る
と
、
朗
か
な
当
惑
感
誉
ろ
く
と
竃
の
胸
の
中
を
こ
ろ
が
る
や
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
で
あ
つ
た
。
何
か
、
や
は
ら
か
い
肉
感
的
な
当
惑
で
あ
る
。
Ｈ
（
傍
点
引

　
　
用
者
）

と
記
さ
れ
る
場
面
で
も
、
重
ね
て
説
明
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
当

惑
」
の
微
妙
な
実
感
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
「
朗
か
な
当
惑
感
が
」
の
部
分
は
、

初
出
誌
の
段
階
で
は
「
し
ば
ら
く
ぢ
っ
と
か
う
味
ふ
ほ
ど
に
、
あ
る
理
不
蓋
な
、

朗
か
な
当
惑
だ
け
が
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
「
理
不
壼
」
と
「
朗
か
」
と
が
ど



う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
、
一
層
不
明
瞭
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
単
行
本
化
の
際

に
削
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
「
理
不
壷
」
と
い
え
ば
、
和
緒
か
ら
呼
び
出
さ
れ
、
何
事
か
と
構
え
る
津
田

に
守
山
と
の
入
籍
話
が
伝
え
ら
れ
、
「
な
ん
だ
、
そ
ん
な
こ
と
か
と
安
心
す
る

も
の
が
あ
つ
た
」
Ｈ
と
安
堵
す
る
場
面
は
、
初
出
誌
で
は
「
理
不
蓋
に
諮
然
た

る
も
の
が
あ
つ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
も
ま
た
「
理
不
蓋
」
と
「
諮
然

た
る
」
と
の
関
係
が
暖
味
で
、
後
に
柔
ら
か
な
表
現
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
掲
げ
た
数
例
は
い
ず
れ
も
、
津
田
の
、
母
に
対
す
る
複
雑
な
気
持
を

表
わ
し
て
は
い
る
が
、
表
現
と
し
て
は
生
硬
で
、
う
ま
く
読
者
に
伝
わ
ら
な
い

憾
み
が
あ
る
。

　
次
に
、
冒
頭
の
表
現
に
着
目
し
た
い
。

　
　
　
海
菓
と
夕
顔
に
雨
が
ふ
っ
て
ゐ
た
。
偉
屋
が
母
の
和
緒
の
手
紙
を
も
っ

　
　
て
き
た
の
で
、
津
田
は
朝
か
ら
の
苛
立
っ
し
よ
ざ
い
な
さ
を
吹
き
と
ば
す

　
　
気
で
家
を
出
た
。
Ｈ

　
「
海
菓
」
は
、
「
長
い
花
柄
に
一
略
一
淡
紅
色
の
五
弁
な
い
し
半
八
重
咲
の
花

が
開
く
」
観
賞
用
の
花
で
、
松
永
貞
徳
に
「
人
の
目
は
覚
る
海
菓
の
睡
哉
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

句
が
あ
る
よ
う
に
、
「
睡
れ
る
花
」
の
異
名
を
持
つ
。
一
方
、
「
夕
顔
」
は
「
夕

方
開
き
、
翌
朝
し
ぼ
む
（
略
）
白
い
合
弁
花
」
で
、
炭
太
砥
に
「
夕
貞
や
そ
こ

ら
暮
る
に
白
き
花
」
の
句
が
あ
る
よ
う
に
、
「
た
そ
が
れ
ぐ
さ
」
の
異
名
を
持

＠つ
。
そ
れ
ぞ
れ
春
・
夏
の
季
語
で
も
あ
り
、
わ
が
国
で
は
古
く
か
ら
馴
染
み
の

　
　
　
　
　
丹
羽
文
雄
「
鮎
」
論

深
い
花
で
あ
っ
た
。
本
作
の
季
節
は
初
夏
で
で
も
あ
ろ
う
か
。
薄
闇
の
中
に
灰

白
い
夕
顔
の
花
が
開
き
、
睡
り
を
思
わ
せ
る
海
某
の
木
に
も
し
め
や
か
に
雨
が

降
り
か
か
る
。
電
報
で
東
京
か
ら
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
の
に
、
肝
心
の
和
緒
が
姿

を
隠
し
た
た
め
に
ま
る
一
日
待
た
さ
れ
た
、
津
田
の
不
満
と
所
在
な
さ
が
、
夕

方
の
も
の
憂
い
雰
囲
気
と
相
侯
っ
て
巧
み
に
描
か
れ
て
い
る
。
写
生
を
主
に
し

た
風
景
描
写
に
よ
っ
て
内
面
を
表
玩
す
る
象
徴
的
な
手
法
で
あ
ろ
う
。

　
「
偉
屋
」
に
託
さ
れ
た
手
紙
と
い
う
設
定
も
気
に
か
か
る
。
本
作
執
筆
時
に

近
い
昭
和
六
年
に
大
阪
阪
急
ビ
ル
前
で
行
な
わ
れ
た
一
時
問
の
交
通
量
調
査
に

よ
れ
ば
、
「
円
タ
ク
ー
１
六
二
九
、
バ
ス
ー
１
四
六
七
、
馬
車
Ｈ
七
九
、
自
転
車
１
１

四
二
二
、
モ
ー
タ
ー
サ
イ
ク
ル
・
荷
車
Ｈ
六
五
、
人
力
車
ｎ
二
六
」
で
、
「
人

力
車
の
不
景
気
ぶ
り
は
想
像
以
上
の
も
の
が
あ
り
、
そ
の
凋
落
ぶ
り
が
察
し
ら

　
ゆ

れ
る
」
。
地
方
都
市
岐
阜
で
は
大
阪
に
比
べ
人
力
車
の
比
率
は
高
か
っ
た
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

わ
れ
る
が
、
当
時
、
斜
陽
の
道
を
た
ど
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
あ
え

て
「
悼
屋
」
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
前
の
「
海
裳
」
や
「
夕
顔
」
と
同
様
に
、

や
や
古
風
な
味
わ
い
を
出
そ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
冒
頭
の
表
現
は
、
一
章
末
尾
の
「
長
良
橋
を
津
田
が
か
へ
る
と
き
、
金

華
城
上
の
月
は
高
く
て
、
あ
く
ま
で
明
る
か
っ
た
」
と
正
確
に
対
応
し
て
い
る
。

こ
の
一
文
は
、
悼
屋
の
案
内
で
出
向
い
た
料
亭
で
和
緒
と
話
し
、
喧
嘩
す
る
う

ち
に
、
こ
れ
ま
で
の
疎
遠
が
解
消
さ
れ
、
馴
れ
合
え
た
喜
び
を
反
映
し
た
も
の

で
あ
る
。
「
長
良
橋
」
は
、
現
在
、
県
道
岐
阜
白
鳥
線
の
長
良
川
上
に
架
か
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
五



　
　
　
　
　
丹
羽
文
雄
「
鮎
」
論

長
大
橋
で
、
旧
橋
は
大
正
四
年
に
架
橋
、
老
朽
化
の
た
め
昭
和
三
十
二
年
に
架

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

け
替
え
工
事
が
行
な
わ
れ
た
。
本
作
執
筆
時
に
近
い
昭
和
九
年
発
行
の
市
街
地

図
に
付
載
さ
れ
た
観
光
案
内
に
「
橋
上
に
立
ち
て
観
望
す
れ
ば
金
華
の
翠
轡
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

長
良
川
の
清
流
に
倒
影
し
て
浮
べ
る
が
如
く
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
金
華
山
の

北
西
麓
に
位
置
す
る
展
望
の
名
所
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
ま
た
、
「
金
華
城
」
は
「
市
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
山
」
金
華
山
頂
に
築
か

れ
た
岐
阜
域
の
俗
称
で
、
「
遠
く
戦
国
時
代
の
昔
か
ら
斎
藤
・
織
田
と
続
い
た

も
の
が
、
関
ケ
原
の
戦
い
の
後
、
約
三
〇
〇
年
問
廃
城
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
明
治
四
十
三
年
模
擬
城
が
建
造
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

時
中
の
昭
和
十
八
年
二
月
十
七
日
、
浮
浪
者
の
た
き
火
で
焼
失
し
た
」
と
い
う

歴
史
を
持
つ
。
現
在
の
城
は
昭
和
三
十
一
年
七
月
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

津
田
が
目
に
し
た
の
は
焼
失
前
の
粗
末
な
模
擬
城
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な

く
現
実
の
地
理
に
基
づ
い
た
表
現
で
は
あ
る
が
、
あ
え
て
華
や
か
な
語
感
の
あ

る
「
金
華
城
」
を
選
び
、
そ
の
上
に
皓
々
と
照
り
輝
く
月
光
を
配
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
津
田
の
開
放
感
を
象
徴
し
え
て
い
る
。
冒
頭
の
も
の
憂
さ
か
ら
一
章

末
尾
の
明
る
さ
へ
、
心
情
の
展
開
に
技
巧
的
な
表
現
が
寄
与
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
津
田
を
迎
え
た
和
緒
の
そ
ば
に
う
っ
ち
ゃ
ら
れ
て
い
た
雑
誌
が
実
名

で
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
気
に
か
か
る
。
「
映
画
と
演
芸
」
と
「
主
婦
の
友
」
。

前
者
は
大
正
十
三
年
創
刊
の
芸
能
誌
、
後
者
は
大
正
六
年
創
刊
の
婦
人
誌
で
、

い
ず
れ
も
大
衆
向
け
の
雑
誌
で
あ
る
。
「
映
画
と
演
芸
」
は
か
つ
て
旅
役
者
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
六

追
っ
て
家
を
出
た
和
緒
の
好
み
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
「
主
婦
の
友
」

は
愛
人
の
立
場
に
い
る
和
緒
が
「
主
婦
」
の
名
を
冠
し
た
誌
名
を
読
む
皮
肉
が

利
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
雑
誌
を
、
奔
放
な
愛
人
生
活
と
着
実
な
家
庭
生
活

の
象
徴
と
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
、
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
誌
は
入
籍
の
諾
否

に
悩
む
和
緒
の
心
情
を
暗
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
息
子
の
津
田
に
相
談
を
持
ち
か
け
る
う
ち
、
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
な
っ
た
和
緒

が
投
げ
捨
て
た
雑
誌
が
、
ほ
か
で
も
な
く
「
主
婦
の
友
」
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、

正
妻
の
座
を
放
棄
す
る
強
い
意
志
の
表
明
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
深
読
み
に

過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。
雑
誌
が
突
き
当
た
っ
た
掛
軸
に
書
か
れ
て
い
た
「
模
糊
と

し
て
山
静
か
な
り
花
の
山
」
と
い
う
句
が
、
母
の
発
作
に
も
慣
れ
て
「
も
の
静

か
な
、
動
じ
な
い
津
田
の
や
う
す
」
Ｈ
を
象
徴
し
て
い
る
の
は
確
か
な
の
で
、

あ
る
い
は
作
者
の
意
図
的
な
布
置
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
登
場
人
物
の
内
面
を
表
わ
す
風
景
描
写
、
雑
誌
や
掛
軸
な
ど
小
道
具
の
活
用
、

と
も
に
よ
く
考
え
ら
れ
た
象
徴
的
な
手
法
で
あ
り
、
作
者
の
苦
心
の
跡
が
偲
ば

れ
る
。
た
だ
、
一
方
で
人
工
的
な
印
象
を
受
け
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
と
き

に
「
理
不
壷
」
「
朗
か
」
な
ど
の
難
解
な
表
現
に
当
惑
さ
せ
ら
れ
る
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
技
巧
を
用
い
て
組
み
立
て
ら
れ
た
作
品
だ
け
に
、
結
末
の
ひ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

り
も
利
い
て
い
る
。
上
京
の
前
夜
、
和
緒
は
津
田
を
「
魚
鉄
」
に
誘
う
。
そ
こ

は
守
山
ゆ
か
り
の
料
亭
で
あ
り
、
津
田
は
母
の
真
情
を
覗
き
見
た
思
い
で
微
笑

す
る
。
し
か
し
、
「
だ
が
、
待
て
よ
　
　
。
（
略
）
こ
の
母
は
急
に
鰻
が
た
べ
た



く
な
つ
た
の
か
も
判
ら
な
い
」
卿
と
考
え
直
し
、
嘆
息
す
る
。
和
緒
の
薄
情
な

振
舞
い
の
後
、
一
旦
、
人
情
味
を
漂
わ
せ
て
幸
福
な
結
末
に
終
る
か
の
よ
う
に

み
せ
な
が
ら
、
最
後
に
判
断
保
留
の
状
態
に
迷
わ
せ
る
、
心
憎
い
展
開
と
い
え

よ
う
。

　
「
鮎
」
を
、
作
者
の
体
験
に
基
づ
い
た
、
私
小
説
的
色
彩
の
濃
い
作
品
と
受

け
取
る
向
き
も
多
い
。
確
か
に
丹
羽
文
雄
と
生
母
こ
う
と
の
生
活
歴
に
裏
打
ち

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
『
ひ
と
我
を
非
情
の
作
家
と

呼
ぶ
』
に
記
さ
れ
た
「
事
実
」
と
の
比
較
、
原
型
作
「
或
る
生
活
の
人
々
」
か

ら
「
鮎
」
初
出
誌
を
経
て
初
版
本
に
至
る
本
文
の
異
同
、
文
体
．
表
現
面
の
分

析
、
い
ず
れ
か
ら
み
て
も
思
い
の
ほ
か
虚
構
色
の
強
い
作
品
で
あ
っ
た
。
作
者

自
身
、
「
事
実
の
上
に
可
能
性
を
加
え
た
。
（
略
）
現
実
の
母
の
上
に
、
自
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

あ
こ
が
れ
を
つ
け
加
え
た
」
と
明
言
す
る
よ
う
に
、
現
実
で
は
望
ん
で
果
た
せ

な
か
っ
た
理
想
の
母
子
関
係
、
ひ
い
て
は
魅
力
的
な
女
性
像
を
描
い
た
虚
構
の

小
説
で
あ
り
、
完
成
さ
れ
た
工
芸
品
に
も
た
と
え
う
る
巧
綴
な
作
品
で
あ
っ
た
。

注
○
　
野
村
尚
吾
「
評
伝
的
解
説
」
一
『
現
代
日
本
の
文
学
２
７
丹
羽
文
雄
集
』
所
収
、
四
四

　
九
頁
－
四
五
八
頁
、
昭
４
５
・
６
・
１
、
学
習
研
究
杜
一

　
　
丹
羽
文
雄
『
特
装
版
「
鮎
」
』
「
あ
と
が
き
」
二
〇
五
頁
、
一
昭
４
８
．
１
２
．
１
０
、
成

　
瀬
書
房
）

　
　
　
　
丹
羽
文
雄
「
鮎
」
論

　
　
氷
川
烈
一
杉
山
平
助
の
筆
名
一
「
〈
豆
戦
艦
ｖ
四
月
の
雑
誌
」
一
「
東
京
朝
日
新
聞
」

　
昭
７
・
３
・
３
１
一

＠
　
文
体
社
版
の
『
鮎
』
は
五
百
部
限
定
。
一
ケ
月
で
売
り
切
れ
た
た
め
、
同
十
年
九

　
月
二
十
五
日
、
双
雅
房
よ
り
普
及
版
が
刊
行
さ
れ
、
翌
年
二
月
二
十
日
に
は
早
く
も

　
三
版
を
重
ね
て
い
る
。

　
　
寺
崎
浩
「
『
鮎
』
覚
書
」
三
二
田
文
学
」
１
０
．
３
、
昭
１
０
．
３
一

＠
　
林
芙
美
子
「
『
鮎
』
へ
の
ぶ
ち
ま
け
」
一
「
文
学
界
」
２
－
３
、
昭
１
０
．
３
一

¢
　
庄
野
誠
一
「
丹
羽
文
雄
小
論
－
－
私
信
と
し
て
」
一
「
三
田
文
学
」
１
０
－
４
、
昭
１
０
．

　
４
）

＠
　
注
　
に
同
じ
。

　
青
野
季
吉
「
解
説
」
一
『
現
代
日
本
小
説
大
系
４
９
』
所
収
、
三
一
七
頁
、
昭
２
５
．
１

　
・
２
０
、
河
出
書
房
）

＠
　
中
村
光
夫
「
〈
風
俗
小
説
論
４
〉
現
代
風
俗
小
説
批
判
」
一
「
文
芸
」
７
－
５
、
昭

　
２
５
・
５
）

０
奥
野
健
男
「
丹
羽
文
雄
論
－
自
我
不
在
の
文
学
」
一
「
早
稲
田
文
学
」
１
９
－
８
、
昭

　
２
８
・
ｕ
）

＠
　
八
木
義
徳
「
鑑
賞
」
一
『
日
本
短
篇
文
学
全
集
４
２
』
所
収
、
二
六
八
頁
；
二
六
九
頁
、

　
昭
４
４
・
２
・
５
、
筑
摩
書
房
）

＠
　
河
野
多
恵
子
「
丹
羽
文
雄
－
人
と
作
品
」
一
『
昭
和
文
学
全
集
ｕ
』
所
収
、
一
〇
六

　
〇
頁
、
昭
６
３
・
３
・
１
、
小
学
館
）

＠
　
丹
羽
文
雄
『
小
説
作
法
』
第
一
章
一
小
説
覚
書
、
一
一
頁
、
一
昭
３
３
．
９
．
２
０
、

　
文
芸
春
秋
新
杜
）

＠
　
『
丹
羽
文
雄
選
集
第
一
巻
』
「
あ
と
が
き
」
三
一
五
頁
、
一
昭
２
３
・
７
．
２
５
、
改
造

　
杜
）

＠
村
松
定
孝
「
鮎
」
一
吉
田
精
一
編
『
近
代
名
作
モ
デ
ル
事
典
』
所
収
、
五
頁
；
七

　
頁
、
昭
３
５
・
１
・
２
０
、
至
文
堂
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
七



　
　
　
　
丹
羽
文
雄
「
鮎
」
論

＠
澤
野
久
雄
「
解
説
」
（
光
文
社
文
庫
版
『
ひ
と
我
を
非
情
の
作
家
と
呼
ぶ
』
所
収
、

　
二
五
五
頁
、
昭
６
３
・
６
・
２
０
、
光
文
社
）

＠
　
小
泉
譲
作
成
「
年
譜
」
（
『
丹
羽
文
雄
文
学
全
集
第
二
十
八
巻
』
所
収
、
四
二
一
頁
、

　
昭
５
１
・
８
・
８
、
講
談
杜
）

＠
　
杉
森
久
英
「
解
説
」
（
『
現
代
日
本
文
学
館
３
７
丹
羽
文
雄
』
所
収
、
四
四
三
頁
、
昭

　
４
３
・
９
・
１
、
文
芸
春
秋
）

ゆ
　
正
宗
白
鳥
「
〈
文
芸
時
評
〉
新
進
作
家
論
」
（
「
中
央
公
論
」
５
０
－
３
、
昭
１
０
・
３
）

＠
　
長
瀬
寛
二
『
岐
阜
美
や
計
』
（
明
２
３
・
８
・
５
初
版
、
私
家
版
、
未
見
。
昭
５
１
・

　
８
．
１
復
刻
、
大
衆
書
房
）
に
は
、
「
岐
阜
名
産
」
と
し
て
、
真
っ
先
に
「
長
良
川

　
鮎
、
鮎
鮮
、
鮎
ウ
ル
カ
、
鮎
ノ
粕
漬
」
（
二
一
頁
）
を
掲
げ
、
鮎
の
挿
絵
を
付
け
て

　
い
る
。

ゆ
　
主
婦
と
生
活
社
編
『
吟
醸
酒
全
蔵
元
全
銘
柄
』
「
富
久
娘
」
の
項
、
二
九
九
頁
、

　
（
昭
６
０
・
１
０
・
１
５
、
主
婦
と
生
活
杜
）

ゆ
　
岡
田
文
園
『
新
撰
美
濃
志
十
五
之
巻
』
「
厚
見
郡
中
」
三
五
四
頁
、
（
昭
６
・
１
２
・

　
２
０
初
版
、
一
信
社
、
未
見
。
昭
４
７
・
８
・
２
５
復
刻
、
大
衆
書
房
）
。
本
書
の
成
立
は

　
天
保
十
四
年
。

ゆ
　
注
＠
に
同
じ
、
三
：
ハ
頁
。

ゆ
　
伊
藤
整
「
亜
流
に
毒
さ
れ
る
文
体
－
丹
羽
文
雄
氏
の
文
体
」
（
「
文
学
界
」
１
０
－
８
、

　
昭
３
１
・
８
）

ゆ
　
注
＠
に
同
じ
。

ゆ
　
尚
学
図
書
編
『
花
の
手
帖
』
「
海
某
」
の
項
、
二
二
頁
、
（
昭
６
３
・
３
・
２
０
、
小
学

　
館
）

ゆ
　
注
ゆ
に
同
じ
、
「
夕
顔
」
の
項
、
一
八
五
頁
。

ゆ
　
斎
藤
俊
彦
『
人
力
車
』
第
七
章
一
人
力
車
の
衰
退
、
三
〇
二
頁
－
三
〇
三
頁
、

　
（
昭
５
４
・
６
・
１
、
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
）

ゆ
　
同
じ
昭
和
六
年
の
岐
阜
市
の
統
計
で
は
、
人
力
車
数
は
二
二
九
台
、
翌
七
年
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
八

　
　
九
三
台
と
激
減
し
て
い
る
〔
『
岐
阜
市
史
史
料
編
近
代
こ
第
二
部
一
統
計
、
二
二

　
　
九
頁
、
（
昭
５
２
・
３
・
３
１
、
岐
阜
市
）
〕
。

　
ゆ
　
『
岐
阜
市
史
通
史
編
現
代
』
第
二
章
一
都
市
の
建
設
、
ニ
ハ
五
頁
－
ニ
ハ
七
頁
、

　
　
（
昭
５
６
・
ｕ
・
３
０
、
岐
阜
市
）

　
ゆ
　
「
岐
阜
名
勝
古
蹟
案
内
」
（
『
昭
和
九
年
版
最
新
大
岐
阜
市
全
図
』
所
収
、
昭
９
・

　
　
２
・
２
０
、
博
文
堂
）

　
ゆ
　
「
岐
阜
市
の
み
ど
こ
ろ
」
（
『
最
新
岐
阜
市
地
図
』
別
冊
付
録
「
地
図
の
手
帖
」
所

　
　
収
、
四
頁
、
昭
６
３
・
２
、
ワ
ラ
ヂ
ヤ
出
版
）
。
な
お
、
金
華
山
は
「
和
歌
の
名
所
」

　
　
〔
間
宮
宗
好
『
美
濃
雑
事
記
』
所
収
、
五
二
二
頁
、
（
昭
７
・
９
・
３
０
初
版
、
一
信
社
、

　
　
未
見
。
昭
４
４
．
９
・
１
復
刻
、
大
衆
書
房
）
、
本
書
の
成
立
は
文
化
十
三
年
頃
〕
と

　
　
し
て
万
葉
の
昔
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。

　
ゆ
注
＠
に
同
じ
、
第
六
章
一
観
光
、
五
＝
一
頁
－
五
二
二
頁
。

　
ゆ
　
「
『
う
を
鉄
』
は
、
鰻
の
名
代
、
長
良
橋
の
す
ぐ
下
流
北
岸
に
あ
る
古
料
亭
で
あ
る

　
　
事
は
有
名
で
あ
る
」
〔
青
木
令
一
「
魚
田
の
味
－
丹
羽
文
雄
『
鮎
』
に
つ
い
て
」
（
岐

　
　
阜
県
ユ
ネ
ス
コ
協
会
編
『
岐
阜
文
学
ど
ら
い
ぶ
』
所
収
、
六
五
頁
、
昭
４
１
・
５
・
１
、

　
　
同
協
会
）
〕

　
ゆ
　
丹
羽
文
雄
「
自
叙
伝
に
つ
い
て
の
考
察
－
創
作
ノ
ー
ト
」
（
『
丹
羽
文
雄
文
学
全
集

　
　
第
二
巻
』
所
収
、
三
九
四
頁
、
昭
５
１
・
１
・
８
、
講
談
杜
）

〔
付
記
〕
「
鮎
」
の
引
用
は
、
特
記
し
た
場
合
を
除
き
、
第
一
創
作
集
『
鮎
』
（
昭
１
０
・
１

　
　
　
．
１
０
、
文
体
社
）
所
収
の
本
文
を
底
本
と
し
、
漢
字
は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改

　
　
め
た
。
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