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語文98(2012・ 6大阪大学国語国文学会)

樋
口

一
葉

『
ゆ
く
雲
』
論

―
―

「
心
か
よ
は
」
な
い
文
―
―

一　

問
題
の
所
在

『
ゆ
く
雲
』
翁
太
陽
』
第

一
巻
第
五
号
、
明
２８

。
５

●
５
）
は
従
来
、

（下
）
の

「
世
に
た
の
ま
れ
ぬ
を
男
心
と
い
ふ
」
と
い
う

一
行
が
作
品
の
モ

チ
ー
フ
と
し
て
注
目
さ
れ
、
「
移
り
変
わ
る
男
心
」
の
観
点
か
ら
読
ま
れ
る

こ
と
が
多
か

っ
た
。

例
え
ば
滝
藤
満
義
氏
は
、　
一
葉

の
日
記

「塵
之
中
」
の

一
節
、
召
心
ら
れ

て
、
忘
ら
れ
は
て
て
、
我
が
恋
は
行
雲
の
う
は
の
空
に
消
ゆ

へ
し
」
（明
治

２６
年
７
月
２０
日
条
）
を
引
用
し
、
「
ゆ
く
雲
は
、
男
心
の
は
か
な
さ
を
悟
り

澄
し
た
語
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
恋
の
消
滅
を
恐
れ
る
語
」
だ
と
指
摘
し

て
い
る
。
題
名
が
念
頭
に
あ

っ
て
の
指
摘
で
あ
ろ
う
が
、
養
子

・
継
子
と
い

う
桂
次

。
お
縫
の
設
定
を
説
明
す
る
に
は
不
十
分
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「移
り
変
わ
る
男
心
」
と
い
う
枠
組
み
で
の

論
議
の
背
景
に
、
結
び
の

一
文

「
ほ
こ
ろ
び
が
切
れ
て
は
む
づ
か
し
」
の
解

釈
が
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
菅
聡
子
氏
は

『
樋
口

一
葉
事
典
』
で

金

命

女臣

「
ゆ
く
雲
」
の
梗
概
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

彼

（引
用
者
注

¨
桂
次
）
は
遠
く
離
れ
て
も
お
縫
の
幸
福
だ
け
を

願

っ
て
い
る
と
涙
な
が
ら
に
語
り
、
手
紙
を
書
き
続
け
る
こ
と
を
約
し

て
故
郷
に
帰

っ
て
い
っ
た
。
お
縫
は
沈
黙
し
た
ま
ま
で
あ

っ
た
が
、
桂

次
の
言
葉
に
初
め
て
涙
し
、
届
け
ら
れ
る
手
紙
を
心
待
ち
に
読
ん
で
い

る
よ
う
だ

っ
た
。
し
か
し
初
め
の
う
ち
は
頻
繁
に
届
い
た
手
紙
も
、
月

日
が
た

つ
に
つ
れ
て
間
遠
に
な
り
、

つ
い
に
は
時
候
の
挨
拶
の
葉
書
だ

け
に
な

っ
た
。
表
面
上
お
縫
の
毎
日
は
変
わ
ら
な
か

っ
た
が
、
彼
女
の

心
の
ほ
こ
ろ
び
は
切
れ
て
し
ま

っ
た
。

傍
線
部
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
あ
た
か
も
桂
次
の
手
紙
が
途
絶
え
た
こ
と

に
よ
り
、
お
縫

の

「
心
の
ほ
こ
ろ
び
」
が
切
れ
た
か
の
よ
う
な
捉
え
方

に

な

っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
菅
氏
は

コ
石
木
の
や
う
な
る
」
お
縫
の

姿
勢
は
諦
念

の

一
つ
の
形
で
あ

っ
て
、
最
後
の

一
文
を
そ
の
抑
圧
さ
れ
た

「
身
と
心
の
分
裂
」
し
た
こ
と
だ
と
し
、
お
縫
の
行
く
先
に

「
狂
気
」
を
読

ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
、
峯
村
至
津
子
氏
も

「
「人
に
し



た
が
う
道
」
に
身
を
そ
わ
せ
て
ゆ
こ
う
と
し
た
彼
女
が
、
自
ら
を
抑
圧
し
き

る
こ
と
に
失
敗
し
、
「
ほ
こ
ろ
び
」
を
切
ら
し
た
瞬
間
で
あ

っ
た
」
と
同
様

の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
高
良
留
美
子
氏
も
ま
た

「桂
次
の
心
変
わ
り
に
お

縫
の
心
は

「
ほ
こ
ろ
び
が
切
れ
て
」
し
ま

っ
た
」
と
し
、
フ
」
の
言
葉
は
ほ

こ
ろ
び
た
と
こ
ろ
が
さ
ら
に
切
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
た
ん
な
る

「
ほ
こ
ろ

び
る
」
と
は
ち
が
う
決
定
的
な
破
局
、
心
の
崩
壊
を
示
唆
」
し
て
い
る
と
述

べ
、
「上
杉
家
の
安
穏
が
終
わ

っ
た
こ
と
を
暗
示
」
す
る
も
の
と
し
て
作
品

の
末
尾
を
解
釈
し
て
い
る
。

し
か
し
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
読
み
は
、
『
ゆ
く
雲
』
の
読
解
に
お
い
て

有
効
だ
ろ
う
か
。
単
に

「
移
り
変
わ
る
男
心
」
と
い
う
テ
ー
マ
だ
と
す
れ
ば
、

熱
し
や
す
く
冷
め
や
す
い
青
年
と
い
う
設
定
だ
け
で
十
分
な
の
で
、
敢
え
て

養
子
だ
と
か
継
子
だ
と
か
と
い
っ
た
設
定
で
な
く
て
も
良
か

っ
た
の
で
は
な

い
か
。
ま
た
男
の

「
が
む
し
ゃ
ら
な
ア
プ

ロ
ー
チ
」
の
前
で
、
女
の
主
人
公

が

「冷
や
か
」
な
態
度
を
徹
し
な
く
て
も
良
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

即
ち
本
作
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
主
人
公
が
男
女
と
も
東
縛
の
多
い
人

物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
最
後
ま
で
桂
次
の
前
で

「岩
木

の
や
う
な
る
」
態
度
を
貫
い
た
お
縫
と
い
う
人
物
の
造
形
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
論
者
は
本
作
品
に
お
け
る
桂
次

の
恋
情
及
び
心
変
わ
り
は
、
お
縫
を

「決
定
的
な
破
局
」
に
導
く
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ

を
示
唆
す
る
の
が
、
手
紙
が
途
絶
え
て
い
く
状
況
で
あ
り
、
そ
の
状
況
の
中

で
も
変
わ
ら
ぬ
お
縫
の
日
常
の
提
示
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
論
で
は
お
縫
の

「
ほ
こ
ろ
び
」
が

「
切
れ
」
た
時
点
を

「
上
杉
家
の
安

穏
」
の
た
め
に

「身
を
無
い
も
の
に
し
て
」
生
き
る
こ
と
を
決
意
し
た

「夫

れ
よ
り
」
（中
）
と
読
み
取
れ
る
可
能
性
を
提
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
遇
の

た
め
す
れ
違

っ
た
二
人
を
描
い
た
作
品
と
し
て

『
ゆ
く
雲
』
を
読
む
こ
と
で
、

作
中
様
々
に
仕
掛
け
ら
れ
た
設
定
の
戦
略
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

一
一

「上
杉
家
」
の
内
情
を
覗
く
存
在
と
し
て
の
桂
次

『
ゆ
く
雲
』
の
冒
頭
に
お
け
る
描
写
の
焦
点
は
、
「遊
学
」
の
た
め
上
京
し

た

「我
れ

（
＝
桂
次
と

が

「今
を
る
」
「
み
や
こ
」
か
ら

「故
郷
」
で
あ
る

「大
藤
村
」
へ
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
の
提
示
で
あ
る
。

酒
折
の
宮
、
山
梨
の
岡
、
堕
山
、
裂
石
、
さ
し
手
の
名
も
都
人
の
耳

に
聞
き
な
れ
ぬ
は
、
小
佛
さ
ゝ
子
の
難
虎
を
越
し
て
猿
橋
の
な
が
れ
に

眩
め
き
、
鶴
瀬
、
駒
飼
見
る
ほ
ど
の
里
も
な
き
に
、
勝
沼
の
町
と
て
も

東
京
に
て
の
場
末
ぞ
か
し
、
甲
府
は
流
石
に
大
度
高
棲
、
邸
間
が
崎
の

城
跡
な
ど
見
る
虎
の
あ
り
と
は
言

へ
ど
、
汽
車
の
便
り
よ
き
頃
に
な
ら

ば
知
ら
ず
、
こ
と
更
の
馬
車
腕
車
に

一
書
夜
を
ゆ
ら
れ
て
、
い
ざ
恵
林

寺
の
櫻
見
に
と
い
ふ
人
は
あ
る
ま
じ
、
故
郷
な
れ
ば
こ
そ
年
々
の
夏
休

み
に
も
、
人
は
箱
根
伊
香
保
と
も
よ
ふ
し
立

つ
る
中
を
、
我
れ
の
み

一

人
あ
し
曳
の
山
の
甲
斐
に
峯
の
し
ら
雲
あ
と
を
消
す
こ
と
左
り
と
は
是

非
も
な
け
れ
ど
、
今
歳
こ
の
度
み
や
こ
を
離
れ
て
八
王
子
に
足
を
む
け

引
割
司
劉
劃
ｑ
ｌこ―
到
利
到
∃
圏
口
国
倒
釧
（上
）

詳
細
に
見
る
と
山
梨
県
下
の
地
名

（裂
石
）
と
旧
跡

（酒
折
の
宮
）
、
甲

斐
国
の
歌
枕

（山
梨
の
岡
、
塵
山
、
さ
し
手
）
が
列
挙
さ
れ
た
後
、
「小
佛
」

「猿
橋
」
「
さ
ゝ
子
」
峠
、
「
勝
沼
」
「
甲
府
」
と
い
っ
た
八
王
子
か
ら
山
梨
ま

（
８
）

で
の
道
筋
が
語
ら
れ
て
い
る
。
「故
郷
」
ま
で
は

「都
人
の
耳
に
聞
き
な
れ



ぬ
」
土
地
を
次
々
と
通
っ
て
、
ま
た

「馬
車
腕
車
に

一
書
夜
を
ゆ
ら
れ
て
」

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
か
け
離
れ
て
い
る
。
物
語
は
そ
の
よ
う
な
片

田
舎
に

「今
歳
こ
の
度
」
帰
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
時
点
か
ら
始
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
始
ま
り
方
は
、
出
原
隆
俊
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
北
村
透

谷
の

『宿
魂
鏡
』
「
国
民
之
友
』
明
２６

・
１

・
‐３
）
の

「借
用
」
に
違
い
な

い
。
氏
は

『
ゆ
く
雲
』
の
冒
頭
が

『宿
魂
鏡
』
の
設
定
を
逆
転
さ
せ
た
よ
う

な
対
照
的
な
論
理
で
設
定
さ
れ
て
い
な
が
ら

「非
現
実
的
空
間
へ
と
展
開
を

見
せ
る
」
『宿
魂
鏡
』
と
は
違

っ
て

「
日
常
性
の
論
理
の
枠
内
で

《起
結
》

を
貫
徹
さ
せ
た
」
『
ゆ
く
雲
』
の
展
開
に
注
目
す
る
。
『宿
魂
鏡
』
に
お
い
て

主
人
公
芳
三
は
、
立
身
出
世
の
夢
を
抱
い
て
地
方
か
ら
上
京
し
た
青
年
で
あ

り
、
許
嫁

（阿
梅
）
が
い
な
が
ら
も
、
下
宿
先
の
令
嬢
弓
子
と
恋
仲
と
な
る
。

さ
ら
に
弓
子
の
母
が
継
母
と
設
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
人
物
設
定
も

『
ゆ
く
雲
』
と
類
似
し
て
い
る
。
だ
が
、
出
原
氏
の
指
摘
の
よ
う
に

『宿
魂

鏡
』
は
、
弓
子
の
継
母
に
よ
っ
て
追
い
出
さ
れ
た
芳
三
が
狂
乱
状
態
に
陥
っ

て
い
き
、
芳
三

・
弓
子

。
阿
梅
の
三
者
の
死
と
い
っ
た
破
滅
的
な
展
開
に
帰

着
す
る
の
に
対
し
、
『
ゆ
く
雲
』
の
結
末
で
は
桂
次
は
帰
郷
し
、
お
縫
も
お

作
も

「相
か
は
ら
ず
」
（下
）
の
状
況
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
「
日
常
性
の

論
理
の
枠
内
で

《起
結
》
を
貫
徹
さ
せ
」
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に

『
ゆ
く
雲
』
は
、
大
き
な
枠
組
み
と
し
て

「遊
学
」
青
年
の

桂
次
に
帰
郷
す
る
こ
と
が
促
さ
れ
、
実
際
に

「
み
や
こ
」
を
離
れ
て
い
く
ま

で
の
過
程
が
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
本
作
品
は

「大

（■
）

都
会
に
遊
学
中
の
青
年
が
故
郷
に
帰
省
す
る
こ
と
を
素
材
に
し
た
小
説
」、

つ
ま
り

「帰
省
小
説
」
の
図
式
に
は
回
収
し
得
な
い
複
雑
さ
を
内
包
し
た
テ

ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
え
ば
宮
崎
湖
処
子

『帰
省
』
（民
友
社
、
明
２３

・
６
）
で
は
田
舎
か
ら

出
て
き
た
青
年
が
上
京
後
数
年
間
の
都
会
生
活
で
矛
盾
を
感
じ
、
そ
の
対
極

に
あ
る

「故
郷
」
を

「楽
園
」
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
図
式
が
採
用
さ
れ

て
い
契
。
田
園
憧
憬
を
伴

っ
た
故
郷
回
帰
へ
の
志
向
は
当
時
の

「帰
省
小
説

の
典
・型
」
と
見
倣
さ
れ
る
要
素
で
あ
っ
た
。
本
作
品
が

「帰
省
小
説
」
の
範

疇
に
入
ら
な
い

一
つ
の
要
素
と
し
て
、
「遊
学
」
青
年
、
桂
次
に

「故
郷
回

帰
」
に
対
す
る
願
望
や
田
園

（田
舎
）
に
対
す
る
憧
憬
な
ど
が
全
く
見
ら
れ

な
い
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

例
え
ば
冒
頭
に
見
ら
れ
る

「都
人
」
に
対
比
さ
れ
る

「我
れ
の
み

一
人
」

と
い
う
表
現
も
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
勝
沼
の
町
も

「都
人
」
に
と

っ
て
は

「場
末
」
に
過
ぎ
ず
、
甲
府
の
名
所
も

「都
人
」
が

「馬
車
腕
車
に

一
豊
夜
を
ゆ
ら
れ
て
」
ま
で
行
く
気
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う

と
い
う
認
識
は
、
年

一
回
の
帰
郷
で
さ
え
気
乗
り
が
し
な
か
っ
た
今
ま
で
の

桂
次
の
心
情
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
識
の
背
後
と
し
て
考
え
ら

れ
る
の
は
、
ま
ず

「故
郷
」
に
対
す
る
桂
次
の
否
定
的
な
心
情
で
あ
る
。
例

え
ば

（中
）
に
は

「故
郷
」
に
対
し
て

「
そ
れ
は
随
分
不
便
利
に
て
不
潔
に

て
、
東
京
よ
り
編
り
た
る
夏
分
な
ど
は
我
ま
ん
の
な
り
が
た
き
事
も
あ
り
」

と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

「東
京
よ
り
掃
り
た
る
夏
分
な
ど
」
は
、
冒
頭
の

「年
々
の
夏
休
み
に
～
」
と
呼
応
す
る
箇
所
で
あ
り
、
屈
折
し
た
桂
次
の
感

情
は
作
中

一
貫
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

上
京
し
た

「
田
舎
者
」
が

「東
京
」
の
様
々
な

〈近
代
〉
的
な
も
の
に
遭



遇
じ
、
そ
れ
に
対
比
さ
れ
る

「
田
舎

（地
方
と

を
意
識
す
る
と
い
う
枠
組

（‐４
）

み
は
、
こ
の
作
品
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
当
時
の

「
東

京
」
が

「地
方
か
ら
の
お
び
た
だ
し
い
上
京
者
」
を

「
吸
収
」
し
て
お
り
、

そ
れ
故
、
二
葉
亭
四
迷

『
浮
雲
』
（金
港
堂
、
明
２０

。
６
～
２２

・
８
）
、
宮
崎

湖
処
子

『
編
省
』
（民
友
社
、
明
２３

・
６
）
、
国
本
田
独
歩

『
帰
去
末
』
翁
新

小
説
』
明
３４

・
５
）
、
小
栗
風
葉

『
ぐ
う
た
ら
女
』
「
中
央
公
論
』
明
４‐

．

４
）
、
夏
目
漱
石

『
三
四
郎
』
翁
東
京
朝
日
新
聞
』
明
４‐

．
９
～
１２
）
で
）
」

ろ
』
翁
東
京
朝
日
新
聞
』
大
３

・
４
～
８
）
な
ど
、
文
学
的
表
象
と
し
て

「
上
京
青
年
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
山
本
欣
司
氏
の

「
上
京
青
年
と
し
て
桂
次
」
を

捉
え
る
ア
プ

ロ
ー
チ
は
興
味
深
い
。
氏
は

「上
京
と
い
う
モ
チ
ー
フ
」
が
当

時

の
作
品
に
お
い
て
、
様
々
な
展
開
を
生
成
す
る

「格
好

の
起
爆
剤
」
で

あ

っ
た
と
し
、
『
ゆ
く
雲
』
を

「上
京
青
年
と
下
宿

の
娘
の
恋
」
と
い
う
読

者
の
期
待
を

「
見
事
二
裏
切
る
」
小
説
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
に

異
論
は
な
い
が
、
問
題
に
し
た
い
の
は
氏
の
次
の
よ
う
な
結
論
で
あ
る
。

（略
）
「
ゆ
く
雲
」
は
二
層
に
引
き
裂
か
れ
た
構
造
を
持

つ
小
説
で
あ

る
。
表
層
に
は
桂
次
の
演
ず
る
物
語
が
あ
り
、
深
層
に
は
お
縫
の
孤
独

が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
上
京
青
年
と
下
宿
の
娘
の
恋
と
い
う
類
型
に
引

き
ず
ら
れ
、
重
要
で
あ
る
か
の
印
象
を
受
け
る
表
層
の
ド
ラ
マ
は
、
じ

つ
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
の
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。

氏
は

『
ゆ
く
雲
』
で
の
桂
次
の
設
定
を
、
継
子
の
お
縫
の

「
孤
独
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
」
機
能
以
外
に

「
ほ
と
ん
ど
意
味
の
な
い
も
の
」
と
し
て
捉

え
て
い
る
。
滝
藤
氏
も

「
こ
の
設
定
が
生
き
る
の
は
、
わ
ず
か
に
桂
次
の
継

子
お
縫

へ
の
同
情
を
自
然
に
し
て
い
る
点
だ
け
」
で
あ
る
と
同
様
に
解
釈
し

て
い
る
。
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。

桂
次
を

「養
子
」
と
す
る
設
定
の
背
後
を
考
え
る
の
に
当
た

っ
て
重
要
な

の
は
、
（下
）
の

「
一
人

一
箇
の
野
澤
桂
次
な
ら
ず
」
と
い
う

一
行
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

養
父
清
左
衛
門
、
去
歳
よ
り
何
虎
其
虎
か
ら
だ
に
申
分
あ
り
て
藤

つ

起
き

つ
と
の
由
は
聞
き
し
が
、
常
日
頃
す
こ
や
か
の
人
な
れ
ば
、
さ
し

て
の
事
は
あ
る
ま
じ
と
警
者
の
指
固
な
ど
を
申
や
り
て
、
此
身
は
雲
井

の
鳥
の
羽
が
ひ
自
由
な
る
書
生
の
境
界
に
今
し
ば
し
は
遊
ば
る
ゝ
心
な

引
ｕ
ｄ
、
先
き
の
日
岡
囲
国
回
同
回
□
に
曰
く
（上
）

ま
ず

「遊
学
」
青
年
桂
次
を
田
舎
に
呼
び
戻
す
仕
掛
け
と
し
て
用
い
ら
れ

た
の
が
、
「養
父
」
が

「
柴
隠
居
」
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
番
頭

か
ら
の
手
紙
で
あ

っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

大
旦
那
さ
ま
こ
と
其
後
の
容
林
さ
し
た
る
事
は
御
座
な
く
候

へ
共
、

次
第
に
短
氣
の
ま
さ
り
て
我
意

つ
よ
く

（略
）
此
中
よ
り
頻
に
貴
君
様

を
御
手
も
と

へ
お
呼
び
寄
せ
な
さ
り
度
、　
一
日
も
早
く
家
督
相
績
あ
そ

ば
さ
せ
、
柴
隠
居
な
さ
れ
度
お
の
ぞ
み
の
よ
じ

（略
）
今
の
分
に
て
嬢

さ
ま
と
御
祝
言
、
御
家
督
引

つ
ぎ
最
は
や
早
き
お
歳
に
は
あ
る
ま
じ
く

と
大
賛
成
に
候

（略
）
諸
事
清
潔
に
し
て
御
蹄
り
な
さ
る
べ
く
、
金
故

に
趾
ぢ
を
お
掻
き
な
さ
れ
て
は
金
庫
の
番
を
い
た
す
我
等
が
申
わ
け
な

く
候

（略
）
其
地
の
御
片

つ
け
す
み
次
第
、　
一
日
も
は
や
く
と
申
納
候
。

六
蔵
と
い
ふ
口
洲
劉
剥

の
筆
に
て
此
様
の
囲
同
Ш
い
や
と
は
言
ひ
が
た

し
。
（上
）



こ
の
引
用
か
ら
、
桂
次
の
帰
郷
が
避
け
ら
れ
な
い
現
実
と
し
て
迫

っ
て
い

（
‐８
）

る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
岡
保
生
氏
の
脚
注
に
よ
れ
ば

「
通
ひ
番
頭
」
と
は
、

「自
宅
に
居
住
し
て
、
毎
日
主
家
に
通
勤
す
る
番
頭
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
は

「金
庫
の
番
を
い
た
す
我
等
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
数
人
の
番
頭
を
置
い
て

金
庫
を
管
理
す
る
ほ
ど
の
財
産
家
で
あ
る
こ
と
が
推
察
で
き
よ
う
。
作
中
に

は

「地
主
」
「
野
澤
桂
次
と
い
ふ
見
事
立
派
の
名
前
」
、
「大
藤
村
」
の

「造

酒
屋
の
大
身
上
」
（上
）
と
い
う
表
現
も
あ
り
、
人
か
ら

「
お
浦
山
し
き
御

身
分
」
（中
）
と
言
わ
れ
て
も
不
自
然
で
な
い
設
定
に
な

っ
て
い
る
。

特
に
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
番
頭
の
手
紙
を
指
す
表
現
が
、
手

紙
の
引
用
部
分
よ
り
前
の

「
故
郷
か
ら
の
便
り
」
か
ら
、
引
用
後
は

「
迎
ひ

状
」
と
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
番
頭
の
手
紙
の
直
接
引
用
で
桂
次
の
置

か
れ
た
境
遇
と
養
家
側
の
考
え
が
端
的
に
表
さ
れ
て
お
り
、
桂
次
の
帰
郷
が

や
む
を
得
な
い
現
実
と
し
て
効
果
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
番
頭
の
手
紙
に

「
嬢
さ
ま
と
御
祝
言
」
と
あ

っ
た
よ
う
に
、
桂
次

に
は

「
お
作
」
と
い
う
許
嫁
が
存
在
し
て
い
た
。
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は

作
中
、
「故
郷
の
お
作
」
（上
）
「大
藤
村
に
お
作
」
（下
）
と
あ
る
よ
う
に
、

桂
次
に
と

っ
て

「故
郷
」
が
常
に
許
嫁
の
お
作
の
存
在
を
想
起
さ
せ
る
場
所

だ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
天
「
歳
こ
の
度
」
の
帰
郷
が

お
作
と
の
婚
姻
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「今
を
る
此
許
」
は
、
「養
家
」
の
縁
に
よ

っ
て
可
能
に
な

っ
た
下
宿
先
で

あ

っ
た
。
作
中
桂
次
の
上
京
は

「十
八
の
春
」
か
ら
と
設
定
さ
れ
て
お
り
、

「今
」
は

「
二
十
一
こ

な
の
で
、
上
京
し
て
か
ら
五
年
目
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
（下
）
の
帰
郷
後
の
桂
次
の
描
写
と
し
て

「今
日
の
我
が
身
に
震
す
業

し
げ

ゝ
れ
ば
」
と
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
「造
酒
家
」
の
養
子
の
桂
次

に
五
年
も
自
由
な
時
間
が
許
さ
れ
た
の
は
、
彼
の

「養
父
」
の
好
意
な
し
で

は
難
し
か

っ
た
に
違
い
な
い
。
本
人
は

「自
由
な
る
書
生
の
境
界
」
（上
）

と
感
じ
て
お
り
、
周
り
の
目
か
ら
は

「
お
柴
の
御
身
分
」
（中
）
と
も
見
え
、

さ
ら
に
家
督
相
続
を
促
す

「
通
ひ
番
頭
」
か
ら
の
手
紙
に
は

「
い
さ
ゝ
か
の

學
問
な
ど
何
う
で
も
宜
い
事
」
（上
）
と
さ
え
あ
る
の
で
、
桂
次
の

「遊
学
」

に
特
別
な
目
的
が
あ

っ
た
と
は
想
像
し
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。

即
ち
桂
次
に
と

っ
て
東
京
で
の

「遊
学
」
は
、
「大
藤
村
の
人
」
（下
）
に

な
る
前
に
許
さ
れ
た
猶
予
期
間
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ

「家
」
の
人
に
と

っ
て
は
、
「赤
尾
の
彦
が
息
子
の
や
う
に
氣
ち
が
ひ
に
成

つ

て
婦

つ
た
も
見
て
居
り
候

へ
ば
」
「放
蕩
も
の
に
で
も
お
成
り
な
さ
れ
て
は

取
返
し
が

つ
き
申
さ
ず
」
（上
）
と
い
う
危
険
性
を
感
じ
さ
せ
る

「自
由
」

な
時
間
で
も
あ

っ
た
。
そ
の
時
間
の
終
焉
が
前
述
し
た
よ
う
に
帰
郷
を
促
す

「迎
ひ
状
」
（上
）
に
よ

っ
て
告
げ
ら
れ
て
お
り
、
桂
次
自
身
が

「
い
や
と
は

言
ひ
が
た
」
い

「
養
子
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
点
は
、
見
過
ご
し
て
は

な
ら
な
い
。

さ
ら
に
も
う

一
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
「
下
宿
屋
あ
る
き
」
「下
宿
屋
住
居

を
半
分
と
見

つ
も
り
て
」
（上
）
「桂
次
此
虎
に
大
方
は
宿
を
定
め
て
」
（中
）

と
あ
る
よ
う
に
桂
次
が
下
宿
を

一
箇
所
に
決
め
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
例
え
ば
二
葉
亭
四
迷
の

『
浮
雲
』
で
父
の
死
を
き

っ
か
け
に
上

京
し
た
内
海
文
三
が
、
叔
父
に
当
た
る
園
田
家
の

「秩
序
の
な
か
に
包
み
こ

ま
れ
て
い
た
忠
実
な
同
居
者
」
と
し
て
八
年
以
上
も
下
宿
し
て
い
る
こ
と
と

は
対
照
的
で
あ
る
。
そ
の
原
因
が
語
ら
れ
る
の
が

（上
）
の
次
の
段
落
で
あ



Ｚ
つ

。

伯
父
の
勝
義
が
性
質
の
氣
む
づ
か
し
い
庭
か
ら
、
無
敵
に
わ
け
の
わ

か
ら
ぬ
強
情
の
加
減
、
唯
々
女
房
に
ば
か
り
手
や
は
ら
か
な
る
可
笑
じ

さ
も
呑
込
め
ば
、
伯
母
な
る
人
が
口
先
ば
か
り
の
利
口
に
て
誰
れ
に
つ

き
て
も
根
か
ら
さ

つ
ぱ
り
親
切
氣
の
な
き
、
我
欲
の
目
富
て
が
明
ら
か

に
見
え
ね
ば
笑
ひ
か
け
た
日
も
と
ま
で
結
ん
で
見
せ
る
現
金
の
様
子
ま

で
、
度
々
の
経
験
に
大
方
は
會
得
の
つ
き
て

（略
）
表
む
き
は
何
虎
ま

で
も
田
舎
書
生
の
厄
介
者
が
舞
ひ
こ
み
て
御
世
話
に
相
成
る
と
い
ふ
こ

し
ら
へ
で
な
く
て
は
第

一
に
伯
母
御
前
が
御
機
嫌
む
づ
か
し

（上
）

こ
の
引
用
か
ら
、
桂
次
が

「上
杉
家
」
の

「忠
実
な
同
居
者
」
に
な
れ
な

か
っ
た
主
な
原
因
が
伯
母

（
＝
お
縫
の
継
母
）
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

桂
次
の
眼
差
し
に
よ
っ
て
映
し
出
さ
れ
る
伯
母
と
い
う
人
物
は
、
派
手
な
振

る
舞
い
。
見
栄

っ
張
り
と
と
も
に
そ
の
傲
慢
さ
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
厭
わ

し
い
人
物
の
典
型
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

重
要
な
の
は

「性
質
の
氣
む
づ
か
し
い
」
伯
父
ま
で
も
牛
耳
る
伯
母
と
い

う

「上
杉
家
」
の
状
況
が
、
「表
む
き
」
に
は
分
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

（中
）
に
は

「
こ
れ
を
世
間
の
目
に
何
と
見
る
ら
ん
、
母
御
は
世
辞
上
手
に

て
人
を
外
ら
さ
ぬ
甘
さ
あ
れ
ば
、
身
を
無
い
も
の
に
し
て
闇
を
た
ど
る
娘
よ

り
も
、　
一
枚
あ
が
り
て
、
評
判
わ
る
か
ら
ぬ
や
ら
」
と
あ
り
、
桂
次
自
身
も

「度
々
の
経
験
」
を
積
む
う
ち
に
知
る
よ
う
に
な
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
設
定
の
根
底
に
あ
る

一
葉
の
創
作
意
図
は
、
『
ゆ
く
雲
』
の
未
定
稿
Ａ

の
Ⅱ
の

（上
）
を
参
照
す
れ
ば
、
試
作
段
階
か
ら
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

よ
そ
め
に
は
思
ふ
事
な
げ
な
る
娘
様
の
胸
に
も
そ
れ
相
應
の
う
き
は

た
ヽ
へ
て
、
人
し
ら
ぬ
だ
け
が
い
と
ゝ
苦
る
し
か
る
べ
し
、
自
身
い
は

ね
ば
人
じ
る
ま
じ
、
小
石
川
の
富
坂
わ
き
に
、
前
は
溝
川
に
て
杉
の
い

け
垣
、
廣
々
と
庭
を
取

つ
て
家
は
小
ぢ
ん
ま
り
と
せ
し
柳
田
を
り
江
と

い
ふ
禿
頭
の
官
員
様
あ
り
、
奥
様
利
口
に
金
の
利
を
廻
し
て
旦
那
ど
の

が
月
給
に
合
し
て
は
有
福
な
る
暮
し
、
母
に
は
ま
ゝ
の
な
れ
ど
も
お
縫

と
い
ふ
子
も
あ
り
て
、　
一
家
の
中
い
さ
ゝ
か
の
苦
情
な
く
、
ま
と
か
な

る
世
に
望
月
の
か
く
る
事
な
け
れ
ど
も
、
入
立
ち
て
見
給

へ
世
の
何
庭

に
も
波
風
は
た

つ
も
の
な
り

「小
石
川
の
富
坂
わ
き
」
「柳
田
を
り
江
」
「官
員
様
」
と
い
う
設
定
は
定
稿

に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
以
外
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に

「
い
さ
ゝ
か
の
苦
情
」
も
な
い
と
思
わ
れ
る
家
だ
と
し
て
も
、
表
に
は
見

え
な
い

「
波
風
」
が
あ
る
の
だ
と
い
う
語
り
方
は
、
定
稿
は
抑
え
ら
れ
た
表

現
に
な

っ
て
い
る
が
、
『
ゆ
く
雲
』
を
読
む
上
で
参
照
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
何
よ
り
、
表
か
ら
は
分
か
ら
な
い

「波
風
」
を
直
接

「
入
立
ち
て

見
」
る
役
割
が
、
他
な
ら
ぬ
桂
次
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
人
の
家
の
内
部
に
入
り
込
む
た
め
に
は

「伯
母

・
伯
父
」
に
当

た
る
親
戚
関
係
は
不
可
欠
な
条
件
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば

一
葉
の

『暁
月
夜
』
翁
都
の
花
』
明
２６

。
２
）
で
は
、
香
山
家
の

令
嬢

一
重
の
噂
を
聞
き

つ
け
た
文
学
書
生
森
野
敏
が
、
庭
男
に
な
り
す
ま
し

香
山
家
に
入
り
込
む
と
い
う
設
定
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
で
外
か

ら
は
分
か
ら
な
か

っ
た
香
山
家
の
様
子
が
見
え
て
く
る
と
い
う
展
開
と
な
る

が
、
庭
男
と
い
う
設
定
の
た
め
、
敏
は
そ
の
様
子
を
遠
く
か
ら
見
て
想
像
を



膨
ら
ま
せ
る
し
か
な
い
。
そ
の
結
果
語
り
手
は
、　
一
重
の
噂
の
真
偽
を

一
重

自
身
の
言
葉
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て

『
ゆ
く
雲
』
で
は
、
桂
次
を

「養
子
」
と
設
定
す
る
こ
と

で
、
外
か
ら
は
見
え
な
い

「上
杉
家
」
の
様
子
を
直
接
語
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
桂
次
の

「遊
学
」
は

「十
八
の
春
」
か
ら

「
二
十

二
」
ま
で
と
、
長
期
間
に
亘
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
「度
々
の

経
験
」
を
積
ん
だ
桂
次
の
視
点
を
用
い
る
こ
と
で
よ
り
説
得
力
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
桂
次
に
と
っ
て
五
年
間
も
許
さ
れ
た

「自
由
」
（上
）
な
時

間
は

「養
家
の
縁
」
に
よ
っ
て
、
「上
杉
家
」
と
い
う

一
家
に
出
入
り
す
る

こ
と
を
可
能
に
さ
せ
、
表
か
ら
は
分
か
ら
な
い
一
家
の
内
情
を
知
る
の
に
十

分
な
時
間
と
し
て
作
用
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
特
に
高
慢
な
伯
母
の
振
る

舞
い
に
対
比
さ
れ
る

「事
な
く
仕
へ
ん
と
す
る
」
お
縫
の

「温
順
」
さ
は
、

桂
次
に

「
お
ぬ
ひ
の
事
と
い
へ
ば
我
が
事
の
よ
う
に
」
と

「同
情
」
以
上
の

感
情
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
桂
次
は

「母
御
は
世
辞
上

手
に
て
人
を
外
ら
さ
ぬ
甘
さ
あ
れ
ば
、
身
を
無
い
も
の
に
し
て
闇
を
た
ど
る

娘
よ
り
も
、　
一
枚
あ
が
り
て
、
評
判
わ
る
か
ら
ぬ
や
ら
」
（中
）
と
い
う
世

間
の
評
判
の
背
後
に
、
「萬
ひ
か
へ
目
に
と
氣
を
つ
く
」
る
お
縫
の
犠
牲
を

知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
桂
次
は
あ
く
ま
で
も

「腑
甲
斐
な
い
」
「養
子
」
で
あ
っ
た
。
こ

の
設
定
の
背
景
と
し
て
明
治
２６
年
４
月

『家
庭
雑
誌
』
第
８
号
に
掲
載
さ
れ

た
国
木
田
独
歩
の

「養
子
」
と
い
う
論
説
を
参
照
し
て
お
き
た
い
。

封
建
社
会
に
重
ん
ぜ
ら
る
ゝ
も
の
は
家
な
り
、
人
に
非
ず
、
人
は
寧

ろ
家
の
附
属
物
の
如
じ
、
家
庭
の
あ
ら
ゆ
る
物
悉
く
家
の
為
に
捧
げ
ら

る
、
妻
も
家
の
為
に
嬰
り
、
又
た
家
の
為
と
称
し
て
追
ひ
出
す
、
…
…

養
子
制
度
は
即
ち

『家
』
主
義
の
絶
頂
な
り
、
即
ち
家
名
相
続
は
養
子

制
度
第

一
の
目
的
な
り
、
弊
害
の
根
本
は
己
に
弦
に
存
る
な
り
。
…
…

養
子
制
度
は
其
の
根
本
に
於
て
当
底
個
人
の
幸
福
利
益
と

一
致
せ
ざ
る

（
２０
）

な
り
。

こ
の
引
用
か
ら
、
養
子
制
度
を

「
『家
』
主
義
の
絶
頂
」
と
見
な
し
伝
統

的
な

「家
」
制
度
を
否
定
し
て
い
た
独
歩
の
見
解
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た

こ
れ
よ
り
先
に
独
歩
は

『
国
民
新
聞
』
（明
２５

・
５

・
２２
）
紙
上
で

「親
族
」

と
題
す
る
論
説
を
発
表
し
て
お
り
、
こ
こ
で
独
歩
は

「
養
子
制
度
に
伴
ふ
て

尤
も
起
り
易
き
は
親
族
の
干
渉
な
り
」
「養
子
に
付
て
親
族
の
干
渉
す
る
は

親
切
心
に
あ
ら
ず
し
て
、
多
く
は
利
己
の
為
め
な
り
」
と

「親
族
」
の
問
題

ま
で
提
起
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
当
時
の
状
況
は
、
桂
次
が
置
か
れ
た
境

遇
を
考
え
る
上
で
有
効
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
冒
頭
に
引
用
さ
れ
た

「故
郷
よ
り
の
便
り
」
（上
）
の

「
こ
れ

然
る
べ
き
事
と
御
親
類

一
同
の
御
決
義
」
と
い
う
表
現
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

桂
次
の

「家
督
相
続
」
を
巡

っ
て

「
養
父
」
だ
け
で
は
な
く

「親
類
」
ま
で

関
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
よ
し
や
家
督
を
う
け

つ
ぎ
て
か
ら

が
親
類
縁
者
の
干
渉
き
び
し
け
れ
ば
、
我
が
思
ふ
事
に

一
錢
の
融
通
も
叶
ふ

ま
じ
く
、
い
は
ゞ
費
の
蔵

の
番
人
に
て
終
る
べ
き
身
」
（上
）
と
桂
次
自
身

も
認
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
桂
次
の
境
遇
を
端
的
に
示
す

の
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
末
尾

の

「
一
人

一
箇

の
野
澤
桂
次
な
ら
ず
」

（下
）
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
桂
次
は
、
お
縫
の
置
か
れ
た
苦
境
と

「気
苦



労
」
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
も
、
お
縫
の
も
と
を
離
れ
て
い
く
し
か
な
い
の

で
あ
る
。
そ
の

「
愁
ら
さ
」
が
作
品
の
冒
頭
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。

三

「
家
」
の

「
安
穏
」
を
守
る
存
在
と
し
て
の
お
縫

桂
次
が
養
子
縁
組
を
通
し
て
制
度
的
に

「
野
澤
家
」
を
継
ぐ
存
在
と
す
る

な
ら
ば
、
お
縫
は

「上
杉
家
」
の

「安
穏
」
を
守
る
存
在
と
見
て
い
い
。

例
え
ば

「
当
時
流
通
し
て
い
た

〈縫
う
こ
と
〉
が
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
」

に
着
目
し
た
峯
村
氏
の
論
考
は
、
お
縫
の
人
物
造
形
を
考
え
る
に
当
た

っ
て

重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
峯
村
氏
は
、
明
治
二
十
年
代

に
お
い
て

〈縫
物
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

「家
の
こ
と
に
心
を
尽
く
す
と
い

う
、
当
時
理
想
と
さ
れ
た
女
性
の
あ
り
方
を
象
徴
」
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と

記
し
、
当
時
の
女
性
に
と

っ
て

「哉
ち
縫
い
」
の
業
が

「
極
め
て
強
調
さ
れ

て
」
い
た
こ
と
を
、
明
治
期
に
お
け
る

「
女
大
学
」
の
流
布
状
況
を
取
り
上

げ
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
た
。
「女
大
学
」
と
い
う
語
の
用
例
は

『
日
本
国

語
大
辞
典
』
第
二
版
で
は
、
二
葉
亭
四
迷

『浮
雲
』
と
夏
目
漱
石

『虞
美
人（２４

）

草
』
（
東
京
朝
日
新
聞
』
明
４０

．
６

●
２３
～
‐０

。
２９
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

当
時
の
女
性
の
教
育
を
巡
る
言
説
の
中
に

「女
大
学
」
と
い
う
語
が
多
く
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
峯
村
氏
の
見
解
は
肯
定
さ
れ
る
。

峯
村
氏
は
さ
ら
に
、
お
縫
が

「針
仕
事
」
に
熟
達
し
て
い
く

「分
岐
点
」

が

「
十
歳
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し

「
女
大
学
」
の
教
え
と
関
連
さ
せ
て
い

る
。
『
女
大
学
集
』
の

「十
歳
よ
り
外
に
い
だ
さ
ず
、
関
門
の
内
に
の
み
居

て
、
織
り

。
縫
い
、
紡
み

。
績
ぐ
わ
ざ
を
な
ら
わ
し
む
べ
し
」
を
そ
の
根
拠

と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
峯
村
氏
の
見
解
に
は

お
縫
の
実
母
の
死
が
今
か
ら

「十
年
ば
か
り
前
」
（上
）
と
設
定
さ
れ
て
い

る
こ
と

へ
の
視
点
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

十
年
ば
か
り
前
に
う
せ
た
る
先
妻
の
腹
に
ぬ
ひ
と
呼
ば
れ
て
、
今
の

奥
様
に
は
維
な
る
娘
あ
り
、
桂
次
が
は
じ
め
て
見
し
時
は
十
四
か
三
か
、

唐
人
髯
に
赤
き
切
れ
か
け
て
姿
は
お
さ
な
び
た
れ
ど
も
母
の
ち
が
ふ
子

は
何
虎
や
ら
を
と
な
し
く
見
ゆ
る
も
の
と
氣
の
毒
に
思
ひ
し
は
、
我
れ

も
他
人
の
手
に
て
育
ち
し
同
情
を
持
て
ば
な
り
、
何
事
も
母
親
に
氣
を

か
ね
、
父
に
ま
で
遠
慮
が
ち
な
れ
ば
自
づ
か
ら
詞
か
ず
も
多
か
ら
ず
、

一
日
に
見
わ
た
し
た
庭

で
は
柔
和
し
い
温
順

の
娘
と
い
ふ
ば
か
り

（上
）

桂
次
が
お
縫
を
初
め
て
見
た
の
は
、
お
縫
が

「
十
四
か
三
か
」
の
時

で

あ

っ
て
、
そ
の
時
す
で
に
継
母
で
あ
る

「
奥
様
」
が
い
た
の
で
あ
り
、
実
母

は
亡
く
な

っ
て
い
る
設
定
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
当
時
の
お
縫
が

「
何
庭
や
ら
を
と
な
し
く
」
「
詞
か
ず
も
多
か
ら
ず
」
「
柔
和
し
い
温
順
の
娘
」

に
見
え
た
と
い
う
桂
次

の
回
想
は
、
主
観
的
な
も

の
と
は
捉
え
に
く
い
。

「
十
歳
ば
か
り
の
頃
ま
で
」
活
発
だ

っ
た
お
縫
の
性
格
を
考
え
れ
ば
、
そ
こ

に
い
く
ら

「女
大
学
」
の
教
え
の
影
響
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
わ
ず
か
数
年

で
こ
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
は
異
常
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
中
に
は

「
も

の
言

へ
ば
晩
ま
れ
、
笑

へ
ば
怒
ら
れ
、
氣
を
利
か
せ
れ
ば
小
ざ
か
し
と
云
ひ
、

ひ
か
え
目
に
あ
れ
ば
鈍
な
子
と
叱
か
ら
れ
る
」
（中
）
と
も
語
ら
れ
て
お
り
、

お
縫
の
変
貌
の
背
後
に
、
継
母
育
ち
と
い
っ
た
厳
し
い
状
況
が
介
在
し
て
い

た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。



つ
ま
り
、
お
縫
が
自
由
奔
放
に
過
ご
し
て
い
た
の
は
、
実
母
が
生
き
て
い

た
頃
ま
で
で
あ

っ
て
、
「
自
づ
か
ら
詞
か
ず
も
多
か
ら
ず
、　
一
日
に
見
わ
た

し
た
虎
で
は
柔
和
し
い
温
順
の
娘
」
（上
）
と
見
え
る
原
因
は
、
継
母
の
存

在

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
も
う

一
つ
の
原
因
と
し
て
父
の

「冷
た

さ
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

実
父
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
父
は

「
ぬ
る
湯

一
杯
た
ま
は
ら
ん
情
も
な

き
」
と
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
父
の
冷
や
か
な
態
度
は
、
お
縫
の
性

格
形
成
に
大
き
く
作
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
母
が
亡
く
な

っ
た
こ

と
も
お
縫
に
と

っ
て
精
神
的
な
衝
撃
を
与
え
た
は
ず
だ
が
、
継
母
の
辛
い
仕

打
ち
の
中
で
の
父
の
冷
た
い
態
度
は
耐
え
が
た
い
事
態
で
あ

っ
た
に
違
い
な

い
。
作
中
お
縫

は
、
ヨ

筋

に
母
様

の
御
機
嫌
、
父
が
氣

に
入

る
や
う
」

（中
）
「相
か
は
ら
ず
父
様

の
御
機
嫌
、
母
の
氣
を
は
か
り
て
」
（下
）
と
描

か
れ
て
お
り
、
「
父
に
ま
で
」
理
遅
慮
」
（上
）
す
る
姿
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

母
が
亡
く
な

っ
た
後
、
継
母
と
実
父
の
狭
間
で
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
る
お
縫
の
状
況
は
、
亡
き
母
の
墓
前
で

「
母
さ
ま
母
さ
ま
私
を
引

取

っ
て
下
さ
れ
」
と
泣
く
場
面
の
描
写
か
ら
も
推
察
で
き
よ
う
。
し
か
し
お

縫
は
自
ら
命
を
絶

つ
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

つ
く
´
ヽ
思

へ
ば
無
情
と
て
も
父
様
は
員
賞
の
な
る
に
、
我
れ
は
か

な
く
成
り
て
宜
か
ら
ぬ
名
を
人
の
耳
に
博

へ
れ
ば
、
残
れ
る
趾
は
誰
が

上
な
ら
ず
、
勿
然
な
き
身
の
覺
悟
と
心
の
中
に
詫
言
し
て

（略
）

一
生

五
十
年
め
く
ら
に
成
り
て
終
ら
ば
事
な
か
ら
ん
と
園
同
国
回
は

一‐
制

―こ‐

母
様
の
御
機
嫌
、
父
が
氣
に
入
る
や
う

一
切
こ
の
身
を
無
い
も
の
に
し

て
勤
む
れ
ば
家
の
内
な
み
風
お
こ
ら
ず
し
て
、
軒
ば
の
松
に
鶴
が
末
て

巣
を
く
ひ
は
せ
ぬ
か

（中
）

お
縫
が
懸
念
し
て
い
た
の
は
、
自
分
が
死
ん
だ
後
の

「
人
の
耳
」
、

つ
ま

り
世
間
の
評
判
で
あ

っ
て
、
世
間
体
が
悪
く
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
父
が
味
わ

う
で
あ
ろ
う

「
吐
」
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
実
父
の
こ
と
を
思
い
や
ら
ず
に
は

い
ら
れ
な
か

っ
た
お
縫
は

「夫
れ
よ
り
」
、
ヨ

切
こ
の
身
を
無
い
も
の
に
し

て
」
努
め
る
決
心
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
決
心
に
よ

っ
て

「上
杉

家
」
の
平
穏
は
維
持
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

桂
次
が
現
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
が
収
ま

っ
た
後
で
あ
る
。
実

の
父

に
も
頼
る
こ
と
が
で
き
ず

「
ま
し
て
他
人

の
誰
れ
に
か
慨

つ
べ
き
」

（中
）
と
諦
め
、
死
ん
だ
こ
と
と
同
様
に
生
き
て
い
た
お
縫
に
と

っ
て
、
桂

次
の
親
切
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
だ
ろ
う
か
。

「
お
縫
の
内
面
は
多
く
謎
と
し
て
止
ま

っ
て
い
る
」
と
す
る
中
丸
宣
明
氏

（２６
）

の
指
摘
の
よ
う
に
、
作
中
桂
次
に
対
す
る
お
縫
の
心
境
は
、
「岩
木
の
や
う
」

「
木
に
て
作
ら
れ
た
る
や
う
」
（下
）
と
喩
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
詳

細
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
設
定
に
つ
い
て
滝
藤
氏
は

「未
定
稿

か
ら
定
稿

へ
の
過
程
、
あ
る
い
は
敢
え
て
言
え
ば
定
稿
内
部
に
お
い
て
、
恋

い
慕
う
女
か
ら
岩
木
の
よ
う
な
女

へ
の
ね
じ
れ
が
生
じ
た
」
（傍
点

マ
望
）

と
述
べ
て
い
る
。
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
未
定
稿
で
は

「
お
縫
が
桂
次

へ
の

（
郷
）

恋
情
を
か
な
り
積
極
的
に
口
に
す
る
様
子
」
が
散
見
す
る
。

例
え
ば
定
稿
に
は
、
自
分
の
帰
郷
の
こ
と
に
対
し
て
ど
う
思
う
か
と
聞
く

桂
次
に
、
お
縫
が
次
の
よ
う
に
答
え
る
場
面
が
あ
る
。

ど
ん
な
に
家
中
が
淋
し
く
成
り
ま
し
よ
う
、
東
京
に
お
出
あ
そ
ば
し

て
さ
へ
、　
一
卜
月
も
下
宿
に
出
て
入
ら

つ
し
や
る
頃
は
日
曜
が
待
ど
ほ



で
、
朝
の
戸
を
明
け
る
と
や
が
て
御
足
お
と
が
聞
え
は
せ
ぬ
か
と
存
じ

ま
す
る
物
を
、
お
國

へ
お
掃
り
に
な

つ
て
は
容
易
に
御
出
京
も
あ
そ
ば

す
ま
じ
け
れ
ば
、
又
ど
れ
ほ
ど
の
お
別
れ
に
成
り
ま
す
る
や
ら
、
夫
れ

で
も
鐵
道
が
通
ふ
や
う
に
成
り
ま
し
た
ら
度
々
御
出
あ
そ
ば
し
て
下
さ

り
ま
せ
う
か
、
そ
う
な
ら
ば
嬉
し
け
れ
ど
ゝ
言
ふ

（中
）

こ
の
場
面
は
、
試
作
段
階
と
思
わ
れ
る
未
定
稿
Ｖ
で
は
次
の
よ
う
に
な

っ

て
い
る
。我

身
は
こ
ゝ
に
か
く
近
し
き
ほ
ど
見
参
ら
せ
な
が
ら
も
、
十
日
半
月
、

よ
所
の
下
宿
に
で
も
出
向
ひ
て
、
御
か
ほ
を
見
る
時
の
な
け
れ
ば
、
何

故
か
気
の
ふ
さ
ぎ
て
物
た
ら
ぬ
や
う
に
覺
ゆ
れ
ど
も
、
さ
り
と
て
用
の

な
き
に
御
手
紙
参
ら
す
る
事
も
出
来
ず
、
呼
ま
し
た
き
と
て
も
男
女
の

中
な
れ
ば
人
の
思
は
く
何
と
な
く
址
か
し
く
、
心
ぼ
そ
き
や
う
に
て
我

れ
知
ら
ず
涙
が
こ
ば
れ
ま
す
る
を
、
遠
く
／
ヽ
三
十
里
も
は
な
れ
て
ふ

と
御
か
ほ
が
見
た
く
成
し
と
て
篤
員
の
外
に
う
さ
を
知
ら
す
る
事
も
叶

は
ず
、
御
前
様
御
成
業
の
暁
を
ま

つ
て
、
御
蹄
國
を
い
つ
と
指
折

つ
て

御
出
遊
ば
す
お
く
ら
様
の
お
心
が
思
ひ
や
ら
れ
ま
す
る
と
て
、
お
ぬ
ひ

折
ふ
し
に
故
郷
の
妻
を
取
出
し
て
は
我
が
心
を
引
い
て
見
る
ら
し
き

傍
線
部
か
ら
、
未
定
稿
で
は
お
縫
の
心
情
が
よ
り
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
特
に
桂
次
の

「
心
を
引
い
て
見
る
ら
し
き
」
と
い

う
表
現
は
、
桂
次
の
思
い
に

「冷
や
か
」
な
態
度
を

一
貫
さ
せ
て
い
る
定
稿

と
は
違
う
展
開
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

お
縫
と
て
も
ま
だ
年
わ
か
な
る
身
の
桂
次
が
親
切
は
う
れ
し
か
ら
ぬ

に
非
ず
、
親
に
す
ら
捨
て
ら
れ
た
ら
ん
や
う
な
我
が
如
き
も
の
を
、
心

に
か
け
て
可
愛
が
り
て
下
さ
る
は
辱
け
な
き
事
と
思
へ
ど
も
、
桂
次
が

思
ひ
や
り
に
比
べ
て
は
遥
か
に
落

つ
き
て
冷
や
か
な
る
物
な
り

（中
）

こ
の
引
用
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
お
縫
は
桂
次
の
親
切
を

「辱
け

な
き
事
」
と
嬉
し
く
思

っ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が

「
桂
次
が
思
ひ
や

り
に
比

べ
て
」
「
遥
か
に
」
違
う
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
山
本
氏
は
こ
の
こ
と
を
本
作
品
の
わ
か
り
に
く
さ
の
理
由
で
あ
る
と
指

摘
し
、
「桂
次
の
演
ず
る
悲
し
い
別
離
と
彼
の
心
変
わ
り
」
と

「
お
縫
の
抱

え
る
孤
独
と
虚
無
感
」
と
い
う
二
つ
の
話
が

「互
い
に
ほ
と
ん
ど
交
わ
る
こ

と
な
く
」
物
語
を
構
成
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
妥
当
だ
ろ
う
か
。
論
者
は
本
作
品
の
最
初

か
ら

「
別
離
」
が
大
枠
と
し
て
決
め
ら
れ
て
お
り
、
「
身
を
無
い
も
の
に
し

て
」
生
き
て
い
る
お
縫

の
前
に

「腑
甲
斐
な
い
」
「
養
子
」
を
登
場
さ
せ
る

設
定
こ
そ
が
、
語
り
手
の
戦
略
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。

つ
ま
り
本
作
の
焦
点

は
、
二
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
境
遇
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
二
人
が

「交
わ

っ

た
」
時
生
成
さ
れ
る
物
語
に
当
て
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の

結
果
と
し
て
、
最
後
ま
で
桂
次
の
恋
愛
感
情
に
応
じ
な
い

「冷
や
か
」
な
お

縫
と
い
う
人
物
が
造
形
さ
れ
た
と
考
え
る
。

作
中
に
描
か
れ
る
、
「
あ
の
高
慢
に
あ
の
温
順
な
る
身
に
て
事
な
く
仕

ヘ

ん
と
す
る
氣
苦
勢
」
（上
）
、
〓

筋
に
母
様
の
御
機
嫌
、
父
が
氣
に
入
る
や

う

一
切
こ
の
身
を
無
い
も
の
に
し
て
勤
む
れ
ば
」
（中
）
と
い
う
お
縫
の
行

動
は
、
「
柔
和
し
い
温
順
の
娘
」
（上
）
と
い
う
お
縫
像
を
形
成
す
る
土
台
と

し
て
作
用
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
「
上
杉
家
」
は

「
家
の
内
な
み
風
お
こ

ら
ず
」
（中
）
平
穏
を
保

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「上
杉
家
」
に
対



す
る
お
縫
の
態
度
が
表
向
き
に
は

「
温
順
」
な
も
の
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

一
方
、
桂
次
に
対
す
る
お
縫
の
態
度
は
ひ
た
す
ら
そ
の

「
冷
や
か
さ
」
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「桂
次
が
思
ひ
や
り
に
比
べ
て
は
遥
か
に
落

つ
き
て
冷
や
か
な
る
物
な
り
」
（中
）
「
桂
次
が
熱
は
は
げ
し
け
れ
ど
も
、
お

ぬ
ひ
と
言
ふ
も
の
木
に
て
作
ら
れ
た
る
や
う
の
人
な
れ
ば
」
（下
）
「岩
木
の

や
う
な
る
お
縫
な
れ
ば
何
と
思
ひ
し
か
は
知
ら
ね
ど
も
」
（下
）
と
い
う
描

写
で
あ
る
。
作
中
で
は
、
桂
次
の
熱
い
思
い
は

「熱
」
「熱
病
」
「
狂
気
」
と

い
ぅ
言
葉

に
よ

っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
お
縫

の
感
情
は
、

「木
」
「岩
木
」
「正
気
」
と
い
っ
た

「落
ち

つ
い
て
」
「冷
や
か
」
な
も
の
と

語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
散
見
す
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
こ
と
で

「
ま
づ
は
上
杉
の
家
に
や
か

ま
し
き
沙
汰
も
お
こ
ら
ず
、
大
藤
村

に
お
作
が
夢
も
の
ど
か
な
る
べ
し
」

（下
）
と
い
う
結
果
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
作
中
お
縫
が
見

せ
る
桂
次

へ
の

「冷
や
か
」
さ
は
、
桂
次
の

「恋
心
」
だ
け
に
向
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
お
縫
に
と

っ
て

「
母
様
の
御
機
嫌
、
父
が
氣
に
入
る
や
う

一

切
こ
の
身
を
無
い
も
の
に
し
て
勤
」
め
る
こ
と
と
、
桂
次

の
前

で

「
冷
や

か
」
な
態
度
を
貫
く
こ
と
は
結
局
同

一
な
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
通
わ
ぬ
心

作
中
お
縫
と
桂
次
の
対
面
場
面
は
、
二
人
の
対
話
が
描
か
れ
る

（中
）
と
、

別
れ
際
の
桂
次
の

「契
り
し
詞
」
が
語
ら
れ
る

（下
）
の
二
か
所
で
あ
る
。

こ
こ
に
共
通
し
て
描
か
れ
る
の
は
、　
一
方
通
行
の
桂
次
の
思
い
で
あ
り
、
そ

の
思
い
に
応
じ
な
い
お
縫
の
姿
で
あ
る
。

我
れ
と
て
も
行
き
た
く
て
ゆ
く
故
郷
で
な
け
れ
ば
、
此
庭
に
居
ら
れ

る
物
な
ら
婦
る
で
は
な
く
、
出
て
来
ら
れ
る
都
合
な
ら
ば
又
今
ま
で
の

や
う
に
お
世
話
に
成
り
に
末
ま
す
る
、
成
る
べ
く
は
鳥
渡
た
ち
掃
り
に

直
ぐ
も
出
京
し
た
き
も
の
と
軽
く
い
へ
ば
そ
れ
で
も
あ
な
た
は

一
家
の

御
主
人
さ
ま
に
成
り
て
采
配
を
お
と
り
な
さ
ら
ず
は
叶
ふ
ま
じ
、
今
ま

で
の
や
う
な
お
柴
の
御
身
分
で
は
い
ら

つ
し
や
ら
ぬ
筈
と
押

へ
ら
れ
て
、

さ
れ
ば
誠
に
大
難
に
逢
ひ
た
る
身
と
思
じ
め
せ
。
（中
）

こ
の
引
用
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
「軽
く
」
言
う
桂
次
の
言
葉
は
お
縫
に

よ

っ
て

「
押

へ
ら
れ
て
」
し
ま
う
。
こ
こ
で
桂
次
が

「
軽
く
」
言

っ
て
い
る

の
は
、
そ
の
言
葉
が
単
に
お
縫
の
意
向
を
探

っ
て
い
る
だ
け
で
あ

っ
て
慎
重

さ
に
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
桂
次
の
態
度
に
対

し
て
お
縫
は
最
後
ま
で
冷
静
な
態
度
を
崩
さ
な
い
。

例
え
ば

「
氣
の
ふ
さ
ぐ
も
道
理
と
せ
め
て
は
貴
嬢
で
も
あ
は
れ
ん
で
く
れ

給

へ
、
可
愛
さ
う
な
も
の
で
は
無
き
か
」
と
い
う
桂
次
の
泣
き
言
に
も
、
お

縫
は

「
あ
な
た
は
左
様
仰
し
や
れ
ど
母
な
ど
は
お
浦
山
し
き
御
身
分
と
申
て

居
り
ま
す
る
」
と
継
母
の
言
葉
を
用
い
て
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て

「
我
れ

が
幸
福
と
い
ふ
を
考

へ
れ
ば
、
婦
國
す
る
に
先
だ
ち
て
お
作
が
頓
死
す
る
と

い
ふ
様
な
こ
と
に
な
ら
ば
」
と
言
い
放

つ
桂
次
の
言
葉
に
対
し
て
は

「
個
れ

て
」
お
り
、
コ
貝
君
は
其
様
の
事
正
氣

で
仰
し
や
り
ま
す
か
」
と
否
定
的
な

反
応
を
見
せ
て
い
る
。
即
ち
お
縫
に
と

っ
て
同
情
を
引
こ
う
と
す
る
桂
次
の

「
心
」
は

「
解
し
か
ね
る
林
」
で
あ

っ
て
、
そ
れ
故

「
身
を
ち
ゞ
め
て
引
退

く
」
し
か
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。



な
お
退
く
お
縫
を
目
の
前
に
し
た
時
の
桂
次
の
姿
は
、
「拍
子
ぬ
け
の
し

て
い
よ
／
ヽ
頭
の
重
た
く
な
り
ぬ
」
と
描
か
れ
て
お
り
、
考
え
の
違
う
二
人

の
対
話
は
、
通
じ
な
い
ま
ま
で
終
わ

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の

よ
う
な
二
人
が
再
び
向
き
合
う
の
が
、
（下
）
の
次
の
場
面
で
あ
る
。

僅
か
な
る
人
目
の
暇
を
求
め
て
お
縫
が
袂
を
ひ
か
え
、
（略
）
我
れ

は
世
を
終
る
ま
で
君
の
も
と

へ
文
の
便
り
を
た
ゝ
ざ
る
べ
け
れ
ば
、
君

よ
り
も
十
通
に

一
度
の
返
事
を
興

へ
給

へ

（略
）
男
な
き
に
涙
の
こ
ぼ

れ
る
に
、
ふ
り
仰
向
て
は
ん
け
ち
に
顔
を
拭
ふ
さ
ま
、
心
よ
わ
げ
な
れ

ど
誰
れ
も
こ
ん
な
物
な
る
べ
し

（略
）
此
時
こ
ん
な
場
合
に
は
か
な
き

女
心
の
引
入
ら
れ
て
、　
一
生
消
え
ぬ
か
な
し
き
影
を
胸
に
き
ざ
む
人
も

あ
り
、
岩
木
の
や
う
な
る
お
縫
な
れ
ば
何
と
思
ひ
し
か
は
知
ら
ね
ど
も
、

一涙
ほ
ろ
／
ヽ

こ
ば
れ
て

一
卜
言
も
な
し
。
（下
）

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
お
縫
が
見
せ
る

コ
涙
」
の
解
釈
で
あ
る
。
「我

れ
は
世
を
終
る
ま
で
君
の
も
と

へ
文

の
便
り
を
た
ゝ
ざ
る
」
と

「
男
な
き

に
」
誓
う
桂
次
の
言
葉
に
、
と
う
と
う
お
縫
は
心
を
動
か
さ
れ
て
し
ま

っ
た

（
∞
）

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
菅
氏
は

「岩
木
の
よ
う
に
鎧

っ
た
お
縫
の
心
が

つ

い
に
動
か
さ
れ
」
た
と
捉
え
て
お
り
、
関
礼
子
氏
も

「
こ
ば
れ
る
涙
は

「岩

木
の
や
う
な
る
」
お
縫
も
な
に
か
に
動
か
さ
れ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
両
氏
は
こ
れ
を
根
拠
と
し
、
末
尾
の

一
文
の

「
ほ
ろ
こ

び
が
切
れ
」
る
直
接
の
契
機
を
桂
次
の
裏
切
り
に
求
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
重
要
な
の
は
、
引
用
の
点
線
部

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、

「此
時
こ
ん
な
場
合
」
普
通
な
ら

「
一
生
消
え
ぬ
か
な
し
」
さ
を
感
じ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
「
何
と
思
ひ
し
か
は
知
ら
ね
ど
も
」
と
、
お
縫
の
思
い
が

隠
蔽
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

「
一涙
」
だ
け
見
せ
て
お
り
、
ヨ

ト
言
も
な
」
か

っ
た
の
で
あ
る
。

実
際
お
縫
の
感
情
が
ど
う
で
あ

っ
た
の
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
断

言
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
作
品
の
最
後
ま
で

「岩
木
の
や
う
な
る
」
お

縫
と
し
て
描
く
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
お
縫

の

「涙
」
が
今
ま
で

「
凍
り

つ
い
て
い
た
心
の
溶
解
の
し
る
（Ｗ

」
で
あ

つ
た

の
な
ら
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
他
の
仕
掛
け
が
用
い
ら
れ
た
は
ず
だ
ろ
う
。

し
か
し

「岩
木
の
や
う
な
る
お
縫
」
の
感
情
は
無
言
の
涙
に
よ

っ
て
隠
蔽
さ

れ
た
ま
ま
、
物
語
は
桂
次
の
帰
郷
と
そ
の
後
の
話

へ
と
展
開
さ
れ
て
い
く
。

秋
童
の
は
き
た
て
と
か
い
へ
る
に
懸
り
し
よ
り
、
二
月
に

一
度
、
三

月
に

一
度
、
今
の
間
に
半
年
目
、　
一
年
目
、
年
始
の
状
と
暑
中
見
舞
の

交
際
に
な
り
て
、
文
言
う
る
さ
し
と
な
ら
ば
端
書
に
て
も
事
は
足
る
べ

し

（略
）
若
い
さ
か
り
の
熱
と
い
ふ
物
に
あ
は
れ
み
給

へ
ば
、
此
虎
な

る
冷
や
か
の
お
縫
も
笑
く
ば
を
頬
に
う
か
べ
て
世
に
立

つ
事
は
な
ら
ぬ

か
、
相
か
は
ら
ず
父
様
の
御
機
嫌
、
母
の
氣
を
は
か
り
て
、
我
身
を
な

い
物
に
し
て
上
杉
家
の
安
穏
を
は
か
り
ぬ
れ
ど
。
ほ
こ
ろ
び
が
切
れ
て

は
む
づ
か
し
。
（下
）

桂
次
の
手
紙
は
、
「世
を
終
る
ま
で
」
と
い
っ
た
固
い
誓
い
と
は
裏
腹
に
、

半
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
疎
遠
に
な

っ
て
い
く
。
問
題
に
な
る
の
は
、
末
尾

に
置
か
れ
た

「
ほ
こ
ろ
び
が
切
れ
て
は
む
づ
か
し
」
の
解
釈
で
あ
る
。
「冷

や
か
の
お
縫
」
も
笑
顔
で
生
き
て
行
け
る
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
う
問
い
の

後
に
、
桂
次
が
去

っ
た
後
に
も
変
わ
り
の
な
い
お
縫

の
状
況
が
語
ら
れ
、

「
ほ
こ
ろ
び
が
切
れ
て
は
」
困
難
で
あ
る
と
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。



前
述
し
た
よ
う
に
、
お
縫
が
あ
り
の
ま
ま
自
由
に
過
ご
し
て
い
た
の
は
、

母
親
が
生
き
て
い
た
頃
ま
で
で
あ

っ
て
、
桂
次
が
現
れ
た
の
は
、
ヨ

生
五

十
年
め
く
ら
に
成
り
て
」
生
き
る
決
心
を
し
た
後
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な

の
は
、
桂
次
が
い
た
頃
も
帰

っ
た
後
も
お
縫
が

一
貫
し
た
態
度
を
見
せ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
「
我
れ
は
世
を
終
る
ま
で
君
の
も
と

へ
文
の
便
り
を
た
ゝ

ざ
る
べ
け
れ
ば
、
君
よ
り
も
十
通
に

一
度
の
返
事
を
興

へ
給

へ
」
と
男
泣
き

す
る
桂
次
の
言
葉
に
も

「
一
卜
言
も
」
返
事
を
し
な
か

っ
た
お
縫
で
あ

っ
た
。

手
紙
が
続
い
た
と
し
て
も
、
お
縫
が
そ
れ
に
返
事
を
し
た
と
は
想
像
し
難
い
。

そ
も
そ
も
桂
次
の
思
い
は
お
縫
に
と

っ
て
、
「上
杉
家
の
安
穏
」
を
維
持
す

る
こ
と
を
諦
め
さ
せ
る
ほ
ど
の
も
の
に
は
な
ら
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

つ

ま
り

「
ほ
こ
ろ
び
が
切
れ
」
た
時
点
は
、
桂
次
が
現
れ
る
以
前
、
即
ち

「
一

生
五
十
年
め
く
ら
に
成
り
て
」
生
き
る
決
心
を
し
た

「夫
れ
よ
り
」
（中
）

と
見
る
の
が
妥
当

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ヨ

切
こ
の
身
を
無
い
も
の
に
し

て
」
生
き
る
決
心
を
し
た
時
、
お
縫
の
人
生
に
お
い
て
笑
顔
で
生
き
て
行
け

る
可
能
性
は

「切
れ
」
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
問
題
視
さ
れ
て
き
た
末
尾
の

一
文
の
解
釈
は

大
き
く
変
わ

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
桂
次
が
現
れ
る
以

前

に
、
す

で
に
お
縫

の
心

の

「
ほ
こ
ろ
び
」
は
切
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、

（下
）
に
描
か
れ
て
い
る
二
人
の
決
別
は
そ
れ
ぞ
れ
の
日
常

へ
の
回
帰
で
し

か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
象
徴
す
る
の
が
次
の
段
落
で
あ
ろ
う
。

思

へ
ば
男
は
結
髪
の
妻
あ
る
身
、
い
や
と
て
も
應
と
て
も
浮
世
の
義

理
を
お
も
ひ
断

つ
ほ
ど
の
こ
と
此
人
此
身
に
し
て
叶
ふ
べ
し
や
、
事
な

く
高
砂
を
う
た
ひ
納
む
れ
ば
、
即
ち
新
ら
し
き

一
封
の
夫
婦
出
来
あ
が

り
て
、
や
が
て
は
父
と
も
言
は
る
べ
き
身
な
り
、
諸
縁
こ
れ
よ
り
引
か

れ
て
断
ち
が
た
き
絆
次
第
に
ふ
ゆ
れ
ば
、　
一
人

一
箇
の
野
澤
桂
次
な
ら

ず
、
運
よ
く
は
萬
の
身
代
十
萬
に
延
し
て
山
梨
縣
の
多
額
納
税
と
銘
う

た
ん
も
斗
り
が
た
け
れ
ど
、
契
り
し
詞
は
あ
と
の
湊
に
残
し
て
、
舟
は

流
れ
に
随
が
ひ
人
は
世
に
引
か
れ
て
、
遠
ざ
か
り
ゆ
く
事
千
里
、
二
千

里
、　
一
萬
里
、
此
虎
三
十
里
の
隔
て
な
れ
ど
も
心
か
よ
は
ず
は
八
重
が

す
み
外
山
の
峰
を
か
く
す
に
似
た
り

（下
）

こ
の
よ
う
に

一
時
の

「
愁
ら
さ
」
（上
）
も

「
一
人

一
箇
」
の
身
で
は
な
い

桂
次
に
と

っ
て
は

「若
い
さ
か
り
の
熱
」
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
桂
次

に
対
し
て
お
縫
は
す
で
に
、
「
あ
な
た
は

一
家
の
御
主
人
さ
ま
に
成
り
て
采

配
を
お
と
り
な
さ
ら
ず
は
叶
ふ
ま
じ
、
今
ま
で
の
や
う
な
お
柴
の
御
身
分
で

は
い
ら

つ
し
や
ら
ぬ
筈
」
（中
）
と
冷
静
な
見
方
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
三
十
里
」
と
い
う
距
離
を
隔
て

「世
に
引
か
れ
て
」
い
け
ば

「
心
か
よ

は
ず
」
、
熱
か

っ
た
思
い
も
段
々
忘
れ
ら
れ
て
い
く
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、

「大
藤
村
」
と

「東
京
」
は
わ
ず
か

「
三
十
里
」
の

「
隔

て
」
で
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
置
か
れ
た
境
遇

の
た
め
、
最
後
ま
で

「
心

の
解
し
か
ね
る
」

「
思
ふ
心
が
通
じ
」
（中
）
な
か

っ
た
二
人
に
と

っ
て
、
そ
の
物
理
的
な
距
離

は
、
「千
里
、
二
千
里
、　
一
萬
里
」
と
遠
ざ
か
る

一
方
の
精
神
的
な
距
離
を

象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

結
　
語

本
作
に
お
い
て

「遊
学
」
地

で
あ
る
東
京
と

「
我
が
養
家
」
の

「
大
藤

村
」
の
間
の

「
三
十
里
」
と
い
う

「
隔
て
」
に
は
、
「
心
か
よ
は
」
な
か

っ



た
桂
次
と
お
縫
の
精
神
的
距
離
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

桂
次

は
、
「上
杉
家

の
安
稔
」
（下
）
を
守

ろ
う
と
す

る
お
縫

の
意
志

∩
冷
や
か
」
な
態
度
と
し
て
示
さ
れ
る
）
に
よ
り
無
事

「大
藤
村
の
人
」
に

な
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は

「
一
人

一
箇
の
野
澤
桂
次
な
ら
」
ぬ
養
子
の

身
分
に
相
応
し
い
結
末

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。　
一
方
お
縫
は
、
「親
に

す
ら
捨
て
ら
れ
た
ら
ん
や
う
な
」
自
分
を
唯

一
「
心
に
か
け
て
可
愛
が
り

て
」
く
れ
た
桂
次
の
思
い
に
最
後
ま
で
応
じ
な
い
こ
と
で
、
「夫
れ
よ
り
」

の
決
意
を
守
り
ぬ
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

「
ま
づ
は
上
杉
の
家
に
や
か
ま

し
き
沙
汰
も
お
こ
ら
ず
、
大
藤
村
に
お
作
が
夢
も
の
ど
か
な
る
べ
し
」
と
、

良
家
の

「安
穏
」
は
保
た
れ
得
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
二
人
の

「
心
の
解
し
か
ね
る
」
「
思
ふ
心
が
通
じ
ず
」
「
心
か

よ
は
ず
」
と
い
う
状
況
は

「世
を
終
る
ま
で
」
手
紙
を
送
り
続
け
る
と
い
う

約
束
が
は
か
な
く
途
絶
え
て
し
ま
う
と
い
う
作
品
展
開
に
よ

っ
て
具
現
さ
れ

て
お
り
、
「相
か
は
ら
ず
」
「身
を
無
い
も
の
に
し
て
闇
を
た
ど
る
」
お
縫
に

と

っ
て
新
た
な
生
き
方
の
可
能
性
は
閉
じ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

注（１
）

『樋
口
一
葉
全
集
第
二
巻

（上
と

（筑
摩
書
房
、
昭
５‐
．
１２
）

（２
）

滝
藤
満
義

「『
ゆ
く
雲
』
か
ら

『
う
つ
せ
み
』
へ
―

一
葉
に
お
け
る
小
説

の
発
想
」
「
国
語
と
国
文
学
』
６７
‐
‐０
、
平
２

●
１０
）

（３
）

「作
品
事
典

「
ゆ
く
雲
ヒ

『樋
口
一
葉
事
典
』
（お
う
ふ
う
、
平
８

ｏ
ｌｌ
）

（４
）

菅
聡
子

「樋
□

一
葉

『
ゆ
く
雲
』
試
論
―
心
の
ゆ
く
え
」
（
淵
叢
』
平

４

・
３
）

（５
）

峯
村
至
津
子

「縫
う
こ
と
、
綻
び
る
こ
と
―

「
ゆ
く
雲
」
お
縫
の
造
形
を

め
ぐ
っ
て
」
「
一
葉
文
学
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
平
１８

・
３
）

（６
）

高
良
留
美
子

「樋
口

一
葉

『
ゆ
く
雲
』
と
日
記
の
な
か
の
日
清
戦
争
」

「
明
治
女
性
文
学
論
』
翰
林
書
房
、
平
１９

。
‐１
）

（７
）

山
本
欣
司

「樋
□

一
葉

『
ゆ
く
雲
』
論
―

「冷
や
か
」
な
ま
な
ざ
し
」

３
日
本
文
芸
学
』
３‐
、
平
６

・
１２
）

（８
）

新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編

『樋
口

一
葉
集
』
（岩
波
書
店
、
平
１３
）

「
ゆ
く
雲
」
補
注

（菅
聡
子
）
に
よ
れ
ば
、
「列
挙
さ
れ
た
地
名
の
多
く
は
、

甲
州
街
道
の
宿
駅
」
で
、
小
島
彦
太
郎

『山
梨
県
案
内
』
（山
梨
日
日
新
聞

又
新
社
、
明
３９
）
の
次
の
箇
所
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
「甲
府
市
錦
町
よ
り

起
り
、
石
和
、
勝
沼
、
駒
飼
、
笹
子
、
猿
橋
、
上
野
原

（略
）、
及
び
相
模

の
津
久
井
郡
を
経
て
、
武
蔵
に
入
り
東
京
府
に
達
す
、
此
間
笹
子
、
小
仏
の

瞼
坂
あ
り
。
」

（９
）

出
原
隆
俊

「《樋
口

一
葉
》
の
小
説
作
法
」
∩
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の

研
究
』
３９
‐
‐１
ヽ
平
６

・
１０
）

（１０
）

た
だ
し
細
か
い
設
定
に
お
い
て
は
対
照
的
で
あ
る
。
『宿
魂
鏡
』
の
場
合
、

許
嫁
の
阿
梅
は
田
舎
娘
で
控
え
め
で
あ
っ
て
ひ
た
す
ら
黙
り
込
む
姿
が
強
調

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
華
族
女
学
校
に
通
う
男
爵
令
嬢
の
弓
子
は

「文
明

開
化
の
新
風
」
が
漂
う
人
物
で
、
継
母
が
決
め
た
結
婚
相
手
の
こ
と
を

「妾

は
大
の
大
の
大
嫌
い
」
と
は
っ
き
り
自
己
表
明
を
し
た
り
、
許
嫁
が
い
る
こ

と
に
嫉
妬
し
芳
三
の
手
を
噛
ん
だ
り
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
自
分
の
感
情
を
表
現

し
た
り
す
る
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。　
一
方

『
ゆ
く
雲
』
の
場
合
は
、

東
京
の
お
縫
の
ほ
う
が
控
え
め
で
回
数
少
な
い
伝
統
的
な
女
性
と
し
て
設
定

さ
れ
て
お
り
、
田
舎
の
お
作
の

「甘
や
か
さ
れ
の
我
ま
ゝ
」
（上
）
な
設
定

と
対
比
を
な
す
。

（１１
）

山
田
博
光

「湖
処
子
と
独
歩
―
帰
省
小
説
を
め
ぐ
っ
て
―
」
合
言
語
と
文

士直

ｎ
、
昭
４４

・
３
）

（‐２
）

松
村
友
視

「『帰
省
』
論
―
創
出
さ
れ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
ー
」
「
藝
文
研
究
』

７７
ヽ
慶
應
義
塾
大
学
、
平
１１

・
１２
）



（‐３
）

北
野
昭
彦

「湖
処
子
の

『帰
省
』
と
独
歩
の

『帰
去
来
ヒ

（『園
田
学
園

女
子
大
学
論
文
集
』
１３
、
昭
５３

・
‐０
）
な
お
、
北
野
氏
は

（注
１３
）
柳
田
国

男

「湖
処
子
の

『帰
省
ヒ

（『故
郷
七
十
年
』
朝
日
新
聞
社
、
昭
４９

。
３
）

を
引
用
し
、
当
時

「帰
省
と
い
ふ
思
想
は
、
あ
の
時
代
の
ご
く
あ
り
ふ
れ

た
」
感
覚
で
、
「
そ
の
こ
ろ
の
読
者
」
た
ち
が

『
帰
省
』
を
読
ん
で
共
感
し

て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

（‐４
）

海
老
井
英
次

「ヨ
一四
郎
」
論
―
東
京

・
〈集
ま
り
〉
の
人
々
―
」
「
開

化

・
恋
愛

。
東
京
―
漱
石

・
龍
之
介
―
』
お
う
ふ
う
、
平
１３
）

（‐５
）

前
田
愛

『都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
（筑
摩
書
房
、
昭
５７
）

（‐６
）

山
本
欣
司
、
前
掲
論
文

（注
７
）

（‐７
）

滝
藤
満
義
、
前
掲
論
文

（注
２
）

（‐８
）

前
田
愛
編

『全
集
樋
口

一
葉
　
小
説
編
二

〈復
刻
版
と

（小
学
館
、
昭

５４
）

（‐９
）

前
田
愛
、
前
掲

（注
１５
）

（２０
）

坂
本
武
人

「民
友
社
と
家
庭
雑
誌
」
「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題
研
究
』
１１
、

昭
４２

・
３
）
の
引
用
に
よ
る
。

（２‐
）

中
島
礼
子

「国
木
田
独
歩
に
お
け
る
民
友
社
的
な
る
も
の
を
め
ぐ
っ
て
―

〈家
庭
〉
〈夫
婦
〉
の
視
座
か
ら
―
」
「
国
士
舘
大
学
文
学
部
人
文
学
会
紀

要
』
３８
、
平
１７

・
‐２
）

（２２
）

峯
村
至
津
子
、
前
掲
論
文

（注
５
）

（２３
）

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
第
二
巻

（小
学
館
、
平
１３

・
３
）

（２４
）

『浮
雲
』
で
は

「是
れ
が
娘
の
時
の
心
掛
と
い
ふ
も
の
だ
と
云
ひ
聞
か
せ

て
も
、
（略
）
そ
ん
な
事
は
女
大
学
に
だ
っ
て
書
い
て
無
い
と
強
情
を
張
る
」、

『虞
美
人
草
』
で
は

「糸
は
ち
っ
と
女
大
学

（
ヲ
ン
ナ
ダ
イ
ガ
ク
）
で
も
読

め
ば
好
い
の
に
、
近
頃
は
恋
愛
小
説
ば
か
り
読
ん
で
て
、
ま
こ
と
に
困
る
っ

て
」
が
そ
れ
ぞ
れ
用
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（２５
）

石
川
松
太
郎
編

『女
大
学
集
』
第
二
節

（平
凡
社
、
昭
５２
）

（２６
）

中
丸
宣
明

「「
ゆ
く
雲
」
の
位
相
―

一
葉
に
お
け
る
和
歌
的
構
想
力
の
問

題
―
」
「
論
集
樋
口
一
葉
Ⅱ
』
お
う
ふ
う
、
平
１０
）

（２７
）

滝
藤
満
義
、
前
掲
論
文

（注
２
）

（２８
）

こ
れ
に
関
し
て
は
大
間
恭
子

「「
ゆ
く
雲
」
論
」
「
石
坂
洋
次
郎
研
究
』

３
、
昭
５６

・
５
）
が
詳
し
い
。

（２９
）

山
本
欣
司
、
前
掲
論
文

（注
７
）

（３０
）

菅
聡
子
、
前
掲
論
文

（注
４
）

（３‐
）

関
礼
子

「物
語
の
綻
び
／
出
来
事
の
生
成
―

『
ゆ
く
雲
』
を
め
ぐ
っ
て
」

（
資
料
と
研
究
』
第
二
輯
、
平
１０

・
１
）

（３２
）

関
礼
子
、
前
掲
論
文

（注
３‐
）

（３３
）

桂
次
の
帰
郷
は

「
四
月
十
五
日
」、
『
ゆ
く
雲
』
校
注

（注
８
）
に
よ
る
と

「秋
菫
」
は

「七
月
中
旬
か
ら
晩
秋
ま
で
に
飼
う
」
蚕
で
あ
る
の
で
、
半
年

も
経
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

※

『
ゆ
く
雲
』
の
引
用
は
、
未
定
稿
も
あ
わ
せ

『樋
□
一
葉
全
集

第

一
巻
』
（筑

摩
書
房
、
昭
４９

。
３
）
に
よ
る
。
ル
ビ
は
省
い
た
。
傍
線
、
傍
点
、
枠
囲
い
は
特

に
断
り
の
な
い
限
り
全
て
論
者
に
よ
る
。

（き
む

。
ゆ
に
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


