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は
じ
め
に

﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
︵
明
二
七
・
一
二
﹃
文
学
界
﹄
第
二
四
号
︶
は
︑
西
鶴
文

学
の
影
響
の
下
に
成
立
し
た
所
謂
﹁
奇
蹟
の
期
間
﹂
の
幕
開
き
の
作
品
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
き
た
︒
そ
の
写
実
性
が
注
目
さ
れ
︑
西
鶴
作
品
の
素
材
的
影

響
に
つ
い
て
早
く
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
︵
�

︶
︒
前
田
愛
氏
は
︑
﹃
世
間
胸
算
用
﹄

巻
頭
に
み
ら
れ
る
﹁
銭
銀
な
く
て
は
越
さ
れ
ざ
る
冬
と
春
と
の
峠
﹂
と
し
て

の
大
晦
日
の
暗
喩
を
取
り
入
れ
た
﹁
金
銭
を
め
ぐ
る
抑
圧
と
解
放
の
ド
ラ

マ
﹂
と
し
て
捉
え
︑
そ
の
﹁
﹃
量
﹄
と
﹃
物
﹄
の
輪
郭
を
鮮
明
に
具
え
た
世

界
﹂
の
即
物
的
な
描
写
に
西
鶴
の
影
響
を
見
い
だ
し
︑
石
之
助
の
﹁
受
取
一

通
﹂
に
よ
っ
て
お
峯
の
二
円
の
窃
盗
の
罪
を
隠
す
と
い
う
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂

の
数
字
の
﹁
ト
リ
ッ
ク
﹂
に
注
目
し
て
︑
﹃
西
国
諸
国
ば
な
し
﹄
巻
一
の

﹁
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
﹂
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
︵
�

︶
︒

本
稿
は
︑
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
の
写
実
的
描
写
が
内
包
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

に
つ
い
て
︑
従
来
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
同
時
期
の
松
原
岩
五
郎
の
下
層

社
会
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
の
関
連
を
視
野
に
入
れ
て
具
体
的
に
考
察
し
︑
ま

た
森
田
思
軒
に
よ
る
﹁
社
会
の
罪
﹂
の
主
張
の
影
響
下
に
西
鶴
の
手
法
を
取

り
入
れ
た
松
原
の
小
説
と
の
類
似
点
と
相
違
点
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
︑

こ
の
作
品
の
特
徴
に
つ
い
て
捉
え
直
す
試
み
で
あ
る
︒

一
︑
西
鶴
を
受
容
し
た
松
原
岩
五
郎
の
作
品
と
の
関
連

﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
は
︑
数
字
の
多
用
︑
特
に
金
銭
の
額
が
事
細
か
に
記
さ

れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
︒
お
峯
の
伯
父
安
兵
衛
が
︑
﹁
高
利
貸
﹂
か
ら

借
り
た
借
金
の
額
は
﹁
十
円
﹂
︑
﹁
一
円
五
十
銭
は
天
利
﹂
と
し
て
引
か
れ
︑

手
に
入
っ
た
の
は
﹁
八
円
半
﹂
︑
﹁
九
月
の
末
よ
り
な
れ
ば
此
月
﹂
は
﹁
約
束

の
期
限
﹂
だ
が
︑
借
金
の
利
子
﹁
を
ど
り
の
一
両
二
分
﹂
を
払
え
ば
﹁
三
月

の
延
期
﹂
に
な
る
と
い
う
話
を
打
ち
明
け
る
︒
伯
父
は
︑
返
済
期
限
の
延
長

に
必
要
な
一
円
五
十
銭
に
正
月
の
﹁
雑
煮
﹂
代
五
十
銭
を
加
え
た
﹁
二
円
﹂

の
工
面
を
お
峯
に
依
頼
す
る
︒
田
中
優
子
氏
は
︑
数
字
を
頻
繁
に
使
用
し
た

西
鶴
小
説
の
影
響
を
指
摘
し
︑
西
鶴
の
数
字
が
﹁
非
常
に
大
げ
さ
で
︑
そ
れ
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は
﹃
笑
い
﹄
を
誘
う
仕
掛
け
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
一
葉
小
説
で
は
︑
冒

頭
の
数
字
表
現
が
お
峯
の
労
働
の
苛
酷
さ
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
︑
そ
の

数
字
の
使
い
方
の
差
異
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︵
�

︶
︒

そ
こ
で
︑
具
体
的
な
数
字
を
多
用
し
た
写
実
的
描
写
と
い
う
観
点
か
ら
注

目
し
た
い
の
は
︑
同
時
期
の
下
層
社
会
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
の
関
連
で
あ
る
︒

周
知
の
よ
う
に
当
時
の
新
聞
雑
誌
に
は
︑
下
層
社
会
探
訪
記
と
い
わ
れ
る
ル

ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
数
多
く
載
っ
て
い
た
︒
と
り
わ
け
大
我
居
士
︵
桜
田
文

吾
︶
の
﹁
貧
天
地
飢
寒
窟
探
検
記
﹂
︵
明
二
三
・
八
・
二
九
～
一
一
・
八

﹃
日
本
﹄
︑
後
明
二
六
・
六
単
行
本
と
し
て
出
版
︶
︑
ま
た
乾
坤
一
布
衣
︵
松

原
岩
五
郎
︶
が
﹁
芝
浦
の
朝
烟
︵
最
暗
黒
の
東
京
︶
﹂
︵
明
二
五
・
一
一
・
一

一
～
二
六
・
一
・
一
四
︶
以
降
︑
﹃
国
民
新
聞
﹄
に
﹁
探
検
実
記

東
京
の

最
下
層
﹂
︵
明
二
六
・
六
・
一
～
七
・
五
︶
︑
﹁
東
京

最
暗
黒
の
生
活
﹂
︵
明

二
六
・
八
・
九
～
二
三
︶
と
い
う
形
で
連
載
し
︑
明
治
二
六
年
一
一
月
に
単

行
本
化
さ
れ
た
﹃
最
暗
黒
の
東
京
﹄
︵
民
友
社
︶
は
大
き
な
注
目
を
集
め
︑

版
を
重
ね
た
︒
そ
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
中
で
︑
松
原
は
下
層
社
会
の
実
態

を
詳
細
に
写
す
際
に
︑
数
字
を
頻
繁
に
使
用
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
﹁
芝
浦

の
朝
烟
︵
最
暗
黒
の
東
京
︶
﹂
の
﹁
其
七

売
買
及
び
貸
借
﹂
︵
明
二
五
・
一

一
・
三
〇
﹃
国
民
新
聞
﹄
︶
で
は
︑
﹁
高
利
貸
﹂
に
つ
い
て
﹁
五
十
銭
を
貸
し

て
日
に
二
銭
づ
ゝ
一
ヶ

月
に
済
し
く
づ
す
あ
り
︒
一
円
貸
し
て
三
銭
づ
ゝ
四

十
日
に
済
す
あ
り
︑
月
二
割
の
利
息
と
す
︒
到
底
期
限
に
納
ま
ら
ざ
る
を
例

と
す
︵
�

︶
﹂
と
い
う
よ
う
に
語
っ
て
い
る
が
︑
具
体
的
な
数
字
表
現
は
ル
ポ
ル

タ
ー
ジ
ュ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
支
え
て
い
る
︒
松
原
は
同
記
事
の
中
で
︑

﹁
西
鶴
が
晩
年
︒
家
政
の
経
済
を
説
く
と
こ
ろ
︑
今
現
に
通
用
す
る
こ
そ
慧

か

し

こ

け
れ
﹂
︵
同
年
一
一
・
二
六
﹃
国
民
新
聞
﹄
︶
と
述
べ
︑
ま
た
﹃
最
暗
黒
の
東

京
﹄
の
中
で
は
︑
﹁
江
戸
︑
大
坂
の
貧
街
に
於
て
此
の
種
の
融
通
の
行
は
れ

し
事
は
井
原
氏
西
鶴
の
諸
書
に
も
見
え
た
り
﹂
と
言
及
し
て
お
り
︑
西
鶴
が

描
い
た
人
間
の
金
銭
と
の
格
闘
を
当
代
に
も
通
ず
る
様
相
と
し
て
捉
え
て
い

る
︒
横
山
源
之
助
は
﹁
社
会
的
文
士
を
評
す
︵



︶
﹂
︵
明
三
九
・
九
﹃
中
央
公

論
﹄
︶
の
中
で
︑
﹁
社
会
の
文
字
が
世
に
称
へ
ら
る
ゝ
に
至
り
し
は
明
治
二
十

五
六
年
以
来
の
事
﹂
で
あ
り
︑
﹁
社
会
的
傾
向
を
帯
べ
り
と
称
せ
ら
る
ゝ

某
々
の
文
士
出
づ
﹂
と
し
て
︑
﹁
西
鶴
の
文
反
古
胸
算
用
に
随
喜
せ
る
松
原

二
十
三
階
堂
﹂
を
挙
げ
て
い
る
︒
﹁
松
原
二
十
三
階
堂
の
長
者
鑑
﹂
は
︑

﹁
﹃
社
会
の
罪
﹄
を
描
け
る
森
田
思
軒
に
師
事
﹂
し
て
﹁
西
鶴
流
の
経
済
観
を

振
舞
は
し
﹂
︑
﹁
当
時
は
其
の
作
物
を
以
て
社
会
的
傾
向
を
帯
べ
る
者
と
せ
ら

れ
き
﹂
と
述
べ
︑
さ
ら
に
﹁
日
清
戦
役
後
文
学
の
勃
興
と
共
﹂
に
﹁
﹃
社
会

小
説
﹄
と
い
う
名
称
起
り
﹂
︑
﹁
樋
口
一
葉
の
小
説
に
︑
お
の
づ
か
ら
其
の
傾

向
あ
り
﹂
と
一
葉
の
作
品
も
そ
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
︒

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
森
田
思
軒
の
﹁
社
会
の
罪
﹂
の
影
響
下
で
現

れ
た
文
学
の
﹁
社
会
的
傾
向
﹂
と
い
う
文
脈
の
中
で
松
原
岩
五
郎
の
小
説
が

注
目
さ
れ
︑
西
鶴
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
﹁
社
会
の
罪
﹂

と
は
︑
森
田
思
軒
の
講
演
を
文
章
化
し
た
﹁
社
会
の
罪
﹂
︵
明
二
四
・
五

﹃
国
民
之
友
﹄
第
一
一
八
号
︶
を
示
す
が
︑
思
軒
は
講
演
の
中
で
板
垣
退
助

暗
殺
未
遂
事
件
を
取
り
上
げ
︑
犯
人
相
原
を
単
な
る
暴
徒
と
見
な
さ
ず
︑
犯

罪
を
生
み
だ
す
背
景
に
こ
そ
問
題
が
あ
る
と
い
う
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
の

﹁
社
会
の
罪
﹂
の
考
え
方
に
共
鳴
し
︑
今
日
の
文
学
者
が
﹁
社
会
の
罪
﹂
を

訴
え
る
文
学
を
創
造
す
べ
き
だ
と
訴
え
て
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
︒
留
意
し
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た
い
の
は
︑
こ
う
し
た
森
田
思
軒
が
主
張
し
た
﹁
社
会
の
罪
﹂
の
文
脈
と
西

鶴
受
容
が
交
差
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
︵
�

︶
︑
当

時
松
原
は
西
鶴
流
行
と
関
連
が
あ
る
小
説
家
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
こ

の
時
期
の
代
表
作
と
し
て
︑
﹃
好
色
二
人
息
子
﹄
︵
春
陽
堂
︑
明
二
三
・
一

二
︶
︑
﹁
長
者
鑑
﹂
︵
明
二
四
・
六
﹃
新
著
百
種
﹄
第
一
五
号
︶
︑
﹁
新
長
者
鑑
﹂

︵
明
二
五
・
一
〇
﹃
都
の
花
﹄
第
九
二
～
三
号
︶
等
の
小
説
が
発
表
さ
れ
て

い
る
︒
同
時
代
批
評
で
は
︑
﹁
﹃
長
者
鑑
﹄
に
到
つ
て
は
着
想
の
頗
る
西
鶴
が

﹃
胸
算
用
﹄
又
﹃
永
代
蔵
﹄
に
類
せ
る
を
覚
ふ
﹂
︵
﹁
長
者
鑑
﹂
︑
明
二
四
・
七

﹃
国
民
之
友
﹄
第
一
二
五
号
︶
と
西
鶴
と
の
関
連
を
指
摘
し
︑
﹁
作
家
の
主
と

す
る
処
﹂
は
︑
﹁
社
会
之
罪
に
憤
ふ
る
も
の
か
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

こ
こ
で
ま
ず
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
と
の
関
連
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
﹁
新
長

者
鑑
﹂
で
あ
る
︒
﹃
都
の
花
﹄
に
発
表
さ
れ
た
同
作
品
は
︑
同
時
期
に
一
葉

の
﹁
う
も
れ
木
﹂
︵
同
誌
第
九
五
～
九
七
号
︑
明
二
五
・
一
一
～
一
二
︶
が

掲
載
さ
れ
て
お
り
︑
一
葉
が
目
に
し
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
と
い
え
る
︒

こ
の
作
品
は
︑
一
八
歳
の
主
人
公
鶴
松
が
︑
年
間
の
収
支
決
算
日
で
あ
る
大

晦
日
に
借
金
の
返
済
に
迫
ら
れ
︑
窮
地
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
盗
み
を
犯
す
と

い
う
話
で
︑
大
晦
日
を
金
銭
に
翻
弄
さ
れ
て
過
ご
す
人
間
を
描
い
た
西
鶴
の

﹃
世
間
胸
算
用
﹄
の
影
響
が
濃
厚
な
作
品
で
あ
る
︒
主
人
公
は
父
母
を
亡
く

し
て
零
落
し
︑
長
兄
の
死
後
は
﹁
母
と
も
姉
と
も
思
﹂
う
兄
嫁
と
共
に
︑

﹁
活
計
な
る
だ
け
約つ

ま

し
く
受
酒
を
売
﹂
り
︑
﹁
借
金
は
年
賦
に
崩
し
て
貰
ひ
﹂

や
り
繰
り
し
て
い
た
︒
そ
し
て
大
晦
日
︑
﹁
天
賦
正
直
﹂
で
﹁
温
厚
﹂
な
性

格
の
た
め
に
﹁
酒
代
の
催
促
﹂
も
ま
ま
な
ら
な
い
鶴
丸
は
︑
﹁
胸
算
用
に
気

を
も
み
て
一
寸
の
身
も
落
着
か
ず
﹂
︑
﹁
債
主
﹂
か
ら
の
﹁
催
促
に
姉
様
が
内

で
気
に
病
む
で
居
ら
る
ゝ
容
子
﹂
︑
﹁
定
め
し
断
り
も
仕
難
か
ら
う
︑
気
の
毒

な
事
と
︑
色
々
と
思
い
遣
﹂
り
﹁
焦
燥
て
﹂
い
た
︒
そ
の
時
︑
﹁
証
文
貸
﹂

先
の
商
人
に
会
い
︑
﹁
債
主
か
ら
矢
の
催
促
︑
此
の
節
季
三
百
両
の
金
が
な

く
て
は
我
々
姉
弟
の
頸
が
繋
げ
ぬ
﹂
と
催
促
す
る
が
断
ら
れ
︑
切
羽
詰
ま
っ

て
懐
中
の
﹁
懐か

み

嚢い

れ

﹂
を
盗
み
取
る
︒
﹁
正
直
﹂
で
﹁
温
厚
﹂
な
人
物
を
造
型

し
︑
そ
う
い
う
若
者
を
盗
人
に
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
状
況
へ
と
追
い
詰
め
る

﹁
社
会
の
罪
﹂
を
訴
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
作
者
の
意
図
が
み
ら
れ
る
︒
西

鶴
作
品
の
手
法
を
取
り
入
れ
大
晦
日
に
焦
点
を
絞
っ
た
構
造
︑
数
字
を
多
用

し
た
写
実
的
描
写
︑
お
峯
と
同
年
齢
の
一
八
歳
の
主
人
公
が
窮
地
に
陥
り
︑

親
代
わ
り
の
存
在
へ
の
恩
義
に
迫
ら
れ
て
盗
み
を
犯
す
と
い
う
金
銭
を
め
ぐ

る
葛
藤
が
描
か
れ
て
い
る
点
が
︑
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
と
類
似
す
る
︒
こ
の
よ

う
に
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
の
背
景
に
は
︑
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
西
鶴
の
影
響

の
み
な
ら
ず
︑
思
軒
が
主
張
し
た
﹁
社
会
之
罪
﹂
の
影
響
下
で
出
現
し
た
松

原
岩
五
郎
の
作
品
と
の
類
縁
性
が
看
過
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

二
︑
下
層
社
会
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
の
交
差

﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
で
は
︑
裕
福
な
山
村
家
と
貧
し
い
伯
父
一
家
と
が
対
照

的
に
描
か
れ
て
い
る
︒
高
田
知
波
氏
は
﹁
大
晦
日
と
い
う
一
種
の
極
限
的
な

時
間
軸
上
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
貧
と
富
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
﹂
と
い
う
構

図
に
注
目
し
て
︑
﹁
貧
富
の
差
に
対
す
る
抗
議
の
念
が
モ
チ
ー
フ
と
し
て
強

く
は
た
ら
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
﹂
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︵
�

︶
︒
ま
た
︑

西
川
祐
子
氏
は
︑
﹁
借
家
か
ら
裏
長
屋
へ
と
追
わ
れ
て
ゆ
く
細
民
と
︑
貸
し

長
屋
を
建
て
て
は
富
み
栄
え
て
ゆ
く
富
豪
と
が
対
照
的
に
描
き
分
け
ら
れ
て
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い
る
﹂
と
指
摘
し
︑
﹁
女
中
の
盗
み
︑
放
蕩
息
子
が
す
る
親
の
金
の
持
ち
出

し
の
向
こ
う
に
は
︑
犯
罪
よ
り
も
犯
罪
的
な
社
会
の
仕
組
み
が
透
け
て
み

え
﹂
る
と
述
べ
て
い
る
︵
�

︶
︒
確
か
に
︑
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
は
︑
階
層
の
間
に
置

か
れ
た
下
女
の
視
点
か
ら
み
た
微
視
的
な
日
常
世
界
を
描
き
な
が
ら
︑
そ
の

背
後
に
お
峯
を
犯
罪
へ
と
追
い
詰
め
て
い
く
巨
視
的
な
社
会
の
仕
組
み
を
喚

起
す
る
力
を
も
つ
と
い
え
よ
う
︒
そ
こ
で
︑
そ
う
し
た
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
の

喚
起
力
の
背
景
に
あ
る
同
時
代
言
説
と
し
て
下
層
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
の
関

連
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
︒
一
葉
小
説
と
下
層
社
会
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
関

連
に
つ
い
て
は
︑
小
森
陽
一
氏
が
﹁
た
け
く
ら
べ
﹂
冒
頭
の
﹁
取
材
記
者
﹂

の
よ
う
な
語
り
手
の
視
点
に
注
目
し
て
︑
﹁
貧
民
窟
探
訪
と
い
う
視
点
で
意

識
的
に
書
か
れ
た
小
説
﹂
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︵
�

︶
が
︑
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂

と
の
関
連
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
具
体
的
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
︒

中
川
清
氏
は
︑
下
層
社
会
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
系
譜
に
お
け
る
桜
田
文
吾

﹃
貧
天
地
飢
寒
窟
探
検
記
﹄
の
特
徴
と
し
て
︑
﹁
貧
民
窟
﹂
が
貧
困
と
富
裕
の

対
比
と
い
う
形
で
語
ら
れ
始
め
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︵

︶
︒
﹁
万
年
町
の
歳

10

暮
歳
首
﹂
︵
明
治
二
四
・
一
・
五
﹃
日
本
﹄
︶
で
は
︑
人
々
が
待
ち
望
む
年
末

年
始
を
︑
﹁
飢
寒
窟
﹂
の
人
々
は
︑
﹁
大
晦
日
に
至
れ
ば
家
主
は
一
軒
ご
と
に

長
屋
を
廻
り
て
屋
賃
の
催
促
を
為
す
其
厳
格
な
る
こ
と
通
常
月
末
の
比
に
あ

ら
す
屋
賃
は
日
掛
月
掛
の
二
種
あ
り
て
少
き
者
は
三
十
銭
位
よ
り
多
き
は
二

円
四
十
銭
位
の
延
滞
あ
り
と
い
ふ
彼
等
は
自
己
の
食
を
減
す
る
も
屋
賃
の
幾

分
か
は
是
非
才
覚
せ
さ
る
へ
か
ら
す
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
﹁
大
厄
日
﹂
と
し

て
恐
れ
て
い
た
事
情
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
で
は
︑
﹁
貸
長
屋

の
百
軒
﹂
と
い
う
莫
大
な
資
産
を
持
つ
山
村
家
で
は
︑
大
晦
日
は
︑
﹁
旦
那
﹂

が
﹁
沖
釣
り
﹂
に
興
じ
て
い
て
も
﹁
貸
付
け
の
も
ど
り
﹂
が
入
り
蓄
財
が
増

す
日
で
あ
り
︑
一
方
﹁
稼
手
な
し
﹂
の
伯
父
一
家
に
と
っ
て
は
︑
借
金
返
済

期
限
を
延
長
し
て
無
事
に
年
を
越
す
た
め
の
二
円
を
八
歳
の
三
之
助
が
長
距

離
を
歩
い
て
貰
い
に
来
る
日
で
あ
る
と
い
う
対
照
が
描
か
れ
て
い
る
︒
紀
田

順
一
郎
氏
は
︑
桜
田
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
﹁
先
駆
性
﹂
に
つ
い
て
︑
﹁
貧

し
い
人
々
の
側
﹂
に
立
っ
て
﹁
富
裕
階
級
を
鋭
く
告
発
す
る
視
点
を
確
立
し

た
﹂
︵
﹃
東
京
の
下
層
社
会
﹄
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
〇
・
三
︶
と
述
べ
て
い
る
︒

ま
た
︑
下
層
社
会
探
訪
記
事
が
﹁
社
会
の
矛
盾
面
に
対
決
し
︑
批
判
的
な
説

得
力
を
も
っ
て
く
る
の
は
︑
桜
田
文
吾
を
経
︑
松
原
岩
五
郎
や
横
山
源
之
助

の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
﹂
の
出
現
か
ら
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
︵

︶
︒
松
原
は
︑

11

﹁
探
検
実
記

東
京
の
最
下
層
﹂
︵
明
二
六
・
六
・
一
﹃
国
民
新
聞
﹄
︶
の
中

で
︑
﹁
文
明
物
質
的
の
進
歩
が
貧
富
の
懸
隔
を
促
し
て
上
下
貴
賤
の
交
際
を

絶
ち
︑
富
者
は
増
々
富
ん
で
貧
者
は
ま
す
〳

〵

貧
し
く
積
貧
亦
貧
を
な
し

層
々
ま
た
層
々
到
底
江
戸
の
下
層
を
以
て
想
像
す
べ
き
に
非
ず
﹂
と
い
う
よ

う
に
貧
困
の
性
格
も
江
戸
時
代
と
は
異
な
り
︑
貧
富
の
差
が
拡
大
す
る
方
向

に
動
く
文
明
の
罪
過
を
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
﹁
米
価
荐し

き

り
に
沸
騰
し
て

細
民
咸み

な

飢
に
泣
き
︑
諸
方
に
餓
死
の
声
さ
え
起
る
に
︑
一
方
の
世
界
に
は
無

名
の
宴
会
日
夕
に
催
ふ
さ
れ
て
歓
娯
の
声
八
方
に
湧
き
︑
万
歳
の
唱
呼
は
都

門
に
充
て
り
﹂
︵
﹃
最
暗
黒
の
東
京
﹄
︶
と
い
う
よ
う
に
︑
貧
富
を
対
比
し
な

が
ら
貧
民
の
惨
状
を
訴
え
て
い
る
︒
看
過
で
き
な
い
の
は
︑
下
層
社
会
ル
ポ

ル
タ
ー
ジ
ュ
の
叙
述
は
︑
単
な
る
実
態
の
描
写
で
は
な
く
︑
社
会
の
矛
盾
に

対
す
る
鳥
瞰
的
な
見
取
り
図
を
与
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒
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﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
に
は
︑
こ
う
し
た
下
層
社
会
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
叙

述
と
重
な
る
要
素
が
み
ら
れ
る
︒
お
峰
は
︑
恩
義
あ
る
伯
父
が
患
い
八
百
屋

も
閉
じ
た
と
聞
い
た
が
見
舞
い
に
行
け
ず
︑
よ
う
や
く
師
走
の
一
五
日
に
歌

舞
伎
見
物
へ
の
同
行
を
辞
退
し
て
︑
そ
の
翌
日
﹁
遊
び
の
代
り
の
﹂
臨
時
休

暇
を
得
た
︒
小
石
川
初
音
町
の
裏
長
屋
へ
の
転
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
伯
父

一
家
を
初
め
て
訪
ね
る
場
面
で
は
︑
い
き
な
り
伯
父
の
﹁
裏
屋
住
居
﹂
へ
と

場
面
転
換
せ
ず
に
︑
﹁
貧
乏
町
﹂
に
足
を
踏
み
入
れ
る
場
面
を
あ
え
て
描
い

て
い
る
︒
お
峯
が
﹁
車
よ
り
下
り
﹂
て
﹁
尋
ぬ
る
﹂
う
ち
に
出
会
っ
た
三
之

助
に
伴
わ
れ
て
伯
父
一
家
の
住
む
路
地
裏
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
く
場
面
が
︑

﹁
酒
や
と
芋
や
の
奥
深
く
︑
溝
板
が
た
〳

〵

と
薄
く
ら
き
裏
に
入
れ
ば
﹂
と

い
う
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
︒
お
峰
は
︑
﹁
六
畳
一
間
に
一
間
の
戸
棚
只
一

つ
﹂
で
﹁
長
火
鉢
の
か
げ
も
な
く
︑
今
戸
焼
の
四
角
な
る
を
︑
同
じ
形
の
箱

に
入
れ
て
︑
此
品
が
そ
も
〳

〵

此
家
の
道
具
ら
し
き
物
︑
聞
け
ば
米
櫃
も
な

き
よ
し
﹂
と
い
う
よ
う
な
伯
父
一
家
の
窮
乏
を
見
る
と
︑
﹁
師
走
の
空
に
芝

居
み
る
人
も
あ
る
を
﹂
と
﹁
涙
ぐ
ま
れ
﹂
て
山
村
家
と
の
貧
富
の
差
に
心
痛

め
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
貧
乏
町
﹂
の
家
を
訪
れ
た
お
峰
の
視
点
は
︑
松
原
の

下
層
社
会
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
︑
﹁
貧
区
に
入
﹂
て
﹁
陋
巷
に
踏
入
る
﹂
と

﹁
棟
割
の
家
並
低
く
︑
ゆ
が
み
な
り
の
廃
屋
斜
め
に
溝
尻
う
け
て
建
つ
ゞ
﹂

き
︑
﹁
居
の
広
さ
﹂
は
﹁
三
畳
に
土
間
二
尺
﹂
︑
﹁
家
財
は
と
見
れ
ば
︑
屋
内

さ
が
し
て
古
葛
籠
一
個
の
身
上
﹂
で
﹁
膳
腕
あ
れ
ど
も
縁
は
欠
け
た
り
﹂

︵
﹁
芝
浦
の
朝
煙
︵
最
暗
黒
の
東
京
︶
﹂
明
治
二
五
・
一
一
・
一
一
﹃
国
民
新

聞
﹄
︶
と
あ
る
よ
う
な
視
線
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
︒
﹁
芝
居
﹂
を
﹁
見
の
が

し
て
は
と
娘
共
﹂
が
騒
ぎ
︑
﹁
綺
羅
を
か
ざ
り
﹂
見
物
に
出
か
け
る
山
村
の

娘
た
ち
と
は
対
照
的
に
︑
末
娘
と
同
じ
八
歳
の
三
之
助
は
︑
﹁
寒
空
に
小
さ

な
足
に
草
鞋
﹂
を
履
き
﹁
蜆
売
り
﹂
を
し
て
父
親
の
﹁
薬
代
﹂
を
稼
ぐ
と
い

う
健
気
な
孝
行
ぶ
り
で
あ
る
と
聞
き
︑
お
峯
は
﹁
取
乱
し
て
泣
﹂
く
︒
お
峯

が
﹁
取
乱
し
﹂
た
の
は
︑
﹁
学
校
ざ
か
り
の
年
に
蜆
を
担
が
せ
て
姉
が
長
い

着
物
き
て
居
ら
り
よ
う
か
﹂
と
い
う
言
葉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
﹁
先
生
様

に
も
褒
め
物
﹂
の
三
之
助
が
︑
﹁
貧
乏
な
れ
ば
こ
そ
蜆
を
か
つ
﹂
い
で
﹁
活

計
の
助
け
﹂
を
し
て
い
る
と
聞
か
さ
れ
た
時
で
あ
る
︒
先
に
触
れ
た
桜
田
文

吾
﹃
貧
天
地
飢
寒
窟
探
検
記
﹄
で
は
︑
﹁
貧
と
教
育
と
は
両
立
し
が
た
き
勢

あ
り
﹂
と
し
て
︑
貧
困
家
庭
の
教
育
問
題
に
言
及
し
︑
﹁
貧
民
の
子
弟
﹂
に

対
す
る
﹁
五
厘
﹂
学
校
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︒
三
之
助
が

﹁
五
厘
学
校
﹂
へ
通
う
こ
と
は
︑
貧
困
の
連
鎖
を
断
ち
切
り
︑
将
来
の
稼
ぎ

手
と
し
て
一
家
を
窮
地
か
ら
救
う
た
め
の
足
が
か
り
と
し
て
の
重
要
な
意
味

を
も
っ
て
い
る
︒
伯
父
が
病
に
伏
し
た
の
は
九
月
末
︑
そ
の
後
﹁
三
月
ご
し

の
今
日
ま
で
商
ひ
は
さ
ら
な
る
こ
と
︑
段
々
に
食
ひ
へ
ら
し
て
天
秤
ま
で
売

る
仕
義
に
な
れ
ば
︑
表
店
の
活
計
た
ち
難
く
﹂
な
り
︑
商
売
道
具
を
売
り

払
っ
た
あ
げ
く
店
を
た
た
ん
で
﹁
う
ら
屋
﹂
に
転
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒

家
賃
は
﹁
月
五
十
銭
﹂
と
あ
る
が
︑
松
原
岩
五
郎
は
﹃
最
暗
黒
の
東
京
﹄
の

﹁
︵
十
一
︶
飢
寒
窟
の
日
計
﹂
で
貧
民
の
﹁
家
賃
の
階
級
﹂
に
つ
い
て
︑
﹁
上

等
な
る
も
の
は
日
掛
四
銭
﹂
︑
﹁
下
つ
て
月
五
十
銭
よ
り
四
十
銭
の
も
の
あ
り

大
破
放
任
野
獣
の
居
と
其
結
構
を
比
す
る
に
遠
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
﹂
と
述

べ
て
い
る
︒
伯
父
一
家
の
家
賃
は
同
ル
ポ
が
伝
え
る
貧
民
の
最
低
水
準
で
あ

り
︑
そ
の
逼
迫
ぶ
り
が
窺
え
る
︒
伯
父
が
﹁
寝
て
か
ら
は
稼
手
な
し
の
費
用

は
重
な
る
︑
四
苦
八
苦
を
見
か
ね
﹂
て
︑
三
の
助
が
﹁
蜆
売
り
﹂
を
し
て
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﹁
十
銭
﹂
︑
妻
の
内
職
は
﹁
日
に
十
銭
の
稼
ぎ
も
成
ら
ず
﹂
と
い
う
始
末
で
あ

る
︒
お
峯
は
七
歳
の
時
か
ら
伯
父
夫
婦
に
養
育
さ
れ
て
︑
路
頭
に
迷
う
こ
と

な
く
生
き
て
こ
ら
れ
た
が
︑
伯
父
一
家
の
実
子
で
あ
る
八
歳
の
三
之
助
は
︑

﹁
三
ヶ

日
の
雑
煮
に
箸
を
持
た
せ
ず
は
出
世
前
の
三
之
助
に
親
の
あ
る
甲
斐

も
な
し
﹂
と
い
う
伯
父
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
︑
正
月
の
雑
煮
を
家
族
で
囲

む
と
い
う
さ
さ
や
か
な
幸
せ
さ
え
も
奪
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
︒

松
原
岩
五
郎
の
﹃
最
暗
黒
の
東
京
﹄
の
﹁
︵
十
六
︶
座
食
﹂
で
は
︑
﹁
零
落

の
一
大
歴
史
﹂
に
つ
い
て
︑
﹁
倒
産
し
て
其
主
人
の
奮
発
を
喪
ふ
た
る
場
合
﹂

や
︑
﹁
災
難
或
る
事
情
に
遭
ふ
て
余
儀
な
く
彷
徨
的
生
活
を
採
る
に
至
り
た

る
場
合
﹂
な
ど
︑
﹁
一
家
族
﹂
が
﹁
下
等
の
或
る
階
級
よ
り
或
階
級
に
転
ず

る
の
際
﹂
に
は
︑
﹁
其
命
脈
大
概
二
︑
三
年
に
し
て
竭つ

く

る
を
例
と
す
︑
其
短

命
な
る
に
至
つ
て
は
三
ケ
月
五
ヶ

月
満
一
年
を
出
で
ず
し
て
亡
ぶ
も
の
あ

り
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
零
落
の
過
程
に
つ
い
て
︑
﹁
第
一
其
家
を
売
り

其
造
作
を
売
り
︑
其
商
品
の
残
物
を
売
却
し
て
一
時
借
屋
住
を
な
す
﹂
と

語
っ
て
い
る
が
︑
伯
父
一
家
の
た
ど
っ
た
経
緯
と
重
な
る
︒
さ
ら
に
︑
﹁
貯

金
は
第
一
年
に
蕩
尽
さ
れ
︑
衣
類
什
器
は
第
二
年
に
蕩
尽
さ
れ
而
し
て
無
形

の
融
通
は
第
三
年
に
至
つ
て
其
跡
を
断
つ
︑
家
族
は
行
在
所
を
退ま

か
ら
ざ
る

を
得
ず
﹂
と
記
述
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
松
原
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
視
野

に
入
れ
る
と
︑
﹁
我
が
病
気
も
長
く
は
あ
る
ま
じ
︑
少
し
よ
く
は
気
の
張
弓
︑

引
つ
ゞ
い
て
商
ひ
も
な
る
道
理
︑
あ
ゝ
今
半
月
の
今
歳
が
過
ぎ
れ
ば
初
春
は

よ
き
事
も
来
る
べ
し
﹂
と
い
う
伯
父
の
言
葉
は
現
実
味
を
も
た
ず
︑
お
峯
は

﹁
又
の
宿
下
り
は
春
長
︑
そ
の
頃
に
は
皆
々
う
ち
寄
つ
て
笑
ひ
た
き
も
の
﹂

と
﹁
此
金
を
受
合
け
る
﹂
が
︑
伯
父
一
家
が
負
債
を
全
額
返
済
で
き
る
ま
で

経
済
的
に
回
復
し
て
い
る
可
能
性
は
極
め
て
少
な
い
と
み
ら
れ
る
︒
も
し
伯

父
一
家
が
今
の
生
活
を
続
け
る
な
ら
ば
︑
そ
の
先
の
近
い
将
来
に
ど
の
よ
う

な
悲
惨
な
生
活
が
待
っ
て
い
る
か
を
︑
松
原
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
は
暗
示
し

て
い
る
と
い
え
る
︒

三
︑
お
峯
の
正
当
化
︱
﹁
社
会
の
罪
﹂
の
文
脈
と
の
関
連
︱

﹁
下
﹂
で
は
︑
お
峯
が
盗
み
へ
と
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
く
心
情
が
描
か
れ

て
い
る
︒
﹁
上
﹂
で
伯
父
一
家
の
窮
状
を
見
て
山
村
家
と
の
貧
富
の
差
に
心

痛
め
た
お
峯
は
︑
伯
父
の
依
頼
し
た
﹁
二
円
﹂
の
金
の
調
達
を
︑
﹁
多
く
で

は
な
し
夫
れ
だ
け
で
此
処
の
始
末
が
つ
く
な
れ
ば
︑
理
由
を
聞
い
て
厭
や
は

仰
せ
ら
る
ま
じ
﹂
と
温
情
を
期
待
し
て
承
諾
す
る
︒
だ
が
大
晦
日
︑
﹁
義
理
﹂

の
放
蕩
息
子
に
対
し
て
苛
立
つ
御
新
造
の
﹁
機
嫌
か
ひ
﹂
に
よ
り
﹁
給
金
の

前
貸
り
﹂
の
約
束
を
破
棄
さ
れ
た
お
峯
は
︑
﹁
ヱ
ヽ
大
金
で
も
あ
る
こ
と
か
︑

金
な
ら
二
円
︑
し
か
も
口
づ
か
ら
承
知
し
て
置
き
な
が
ら
十
日
と
た
ゝ
ぬ
に

耄
ろ
く
は
な
さ
る
ま
じ
﹂
と
怒
り
に
か
ら
れ
る
︒
こ
の
お
峯
の
怒
り
に
は
︑

伯
父
へ
の
恩
義
が
果
た
せ
な
い
と
い
う
思
い
だ
け
か
ら
で
は
な
い
激
し
さ
が

込
め
ら
れ
て
い
る
︒
裕
福
な
山
村
家
に
と
っ
て
は
﹁
懸
け
硯
の
引
出
し
﹂
に

遊
ば
せ
て
お
く
札
束
の
﹁
唯
二
枚
﹂
に
す
ぎ
な
い
僅
か
の
金
で
極
貧
の
﹁
伯

父
が
喜
び
伯
母
が
笑
顔
︑
三
の
助
に
雑
煮
の
箸
も
取
ら
さ
る
ゝ
﹂
と
思
う
と
︑

﹁
二
円
﹂
の
金
の
重
み
の
違
い
を
痛
感
し
て
貧
富
の
差
に
憤
り
︑
﹁
ど
う
で
も

欲
し
き
は
彼
の
金
ぞ
﹂
と
切
羽
詰
ま
っ
た
気
持
ち
に
な
り
︑
今
ま
で
﹁
辛

棒
﹂
し
て
き
た
﹁
吝
き
﹂
御
新
造
の
﹁
無
情
﹂
に
対
す
る
﹁
恨
め
し
﹂
さ
が

湧
き
起
こ
る
︒
そ
し
て
︑
﹁
昼
過
ぎ
に
と
先
方
へ
約
束
の
き
び
し
き
金
﹂
を
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何
と
か
工
面
し
な
け
れ
ば
と
い
う
焦
り
の
中
で
︑
御
新
造
の
娘
の
出
産
騒
ぎ

に
乗
じ
て
︑
﹁
拝
み
ま
す
る
神
さ
ま
仏
さ
ま
︑
私
は
悪
人
に
成
り
ま
す
る
︑

な
り
た
う
は
無
け
れ
ど
成
ら
ね
ば
成
り
ま
せ
ぬ
﹂
と
心
の
中
で
叫
び
な
が
ら
︑

や
む
な
く
﹁
硯
の
引
出
し
よ
り
︑
束
の
う
ち
﹂
の
﹁
唯
二
枚
﹂
を
盗
ん
で
し

ま
う
の
で
あ
る
︒

大
晦
日
の
夜
︑
恒
例
の
﹁
大
勘
定
﹂
が
始
ま
り
︑
二
円
を
盗
み
出
し
た
懸

硯
の
中
の
金
も
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
な
っ
て
罪
の
発
覚
を
覚
悟
し
た
お
峯
は
︑

﹁
大
旦
那
が
御
目
通
り
に
て
始
め
よ
り
の
事
を
申
︑
御
新
造
が
無
情
そ
の

ま
ゝ
に
言
ふ
て
の
け
︑
術
も
な
し
方
も
な
し
正
直
は
我
身
の
守
り
︑
逃
げ
も

せ
ず
隠
ら
れ
も
せ
ず
︑
欲
か
し
ら
ね
ど
盗
み
ま
し
た
と
白
状
は
し
ま
し
よ
﹂

と
決
意
す
る
︒
﹁
大
旦
那
﹂
の
前
で
﹁
御
新
造
が
無
情
そ
の
ま
ゝ
に
言
ふ
て

の
け
﹂
る
と
は
︑
自
分
が
盗
み
を
働
く
に
至
っ
た
原
因
が
︑
伯
父
一
家
の
窮

状
を
救
う
た
め
に
懇
願
し
た
﹁
立
換
へ
﹂
を
﹁
承
知
し
て
置
き
な
が
ら
﹂
︑

約
束
を
破
棄
し
た
﹁
御
新
造
が
無
情
﹂
に
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
こ
と
に
な
る
︒

谷
川
氏
は
︑
同
時
代
の
下
女
物
語
の
系
譜
の
中
に
位
置
づ
け
て
︑
﹁
お
峰
の

な
か
に
貧
・
孝
ゆ
え
の
盗
み
と
い
う
免
罪
の
論
理
が
先
取
り
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
重
要
﹂
で
あ
り
︑
こ
の
点
に
こ
そ
﹁
受
難
す
る
下
女
を
扱
っ
た
他
の
作

品
の
主
人
公
た
ち
と
の
貌
だ
ち
の
違
い
が
あ
っ
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︵

︶
︒
ま

12

た
︑
お
峯
の
正
当
化
に
つ
い
て
︑
松
下
氏
は
﹁
山
村
家
へ
の
罪
と
い
う
語
り

は
存
在
し
な
い
﹂
こ
と
に
注
目
し
︑
﹁
﹃
貧
人
﹄
を
正
当
化
さ
せ
る
近
代
の
貧

民
救
済
言
説
と
の
相
似
性
が
あ
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︵

︶
︒

13

さ
ら
に
︑
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
先
に
も
触
れ
た
よ
う
な
犯
罪
を
生

み
だ
す
背
景
に
こ
そ
問
題
が
あ
る
と
い
う
ユ
ゴ
ー
の
考
え
方
に
共
鳴
し
た
森

田
思
軒
の
﹁
社
会
の
罪
﹂
の
主
張
や
当
時
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
ユ
ゴ
ー
の

翻
訳
作
品
と
の
関
連
で
あ
る
︵

︶
︒
森
田
思
軒
の
翻
訳
﹁
ク
ラ
ウ
ド
﹂
︵
明
二

14

三
・
一
～
二
﹃
国
民
之
友
﹄
第
六
九
～
七
三
号
︑
後
増
補
版
﹃
探
偵
ユ
ー
ベ

ル
及
ク
ラ
ウ
ド
﹄
民
友
社
︑
明
治
二
四
・
一
〇
︶
は
︑
や
む
な
く
罪
を
犯
し

た
人
間
の
心
理
に
焦
点
を
当
て
た
作
品
で
あ
る
︒
貧
し
い
ク
ラ
ウ
ド
は
︑
家

族
の
﹁
飢
へ
﹂
と
い
う
﹁
事
情
の
為
め
に
迫
ら
れ
て
盗
﹂
み
を
働
き
︑
牢
に

繋
が
れ
︑
不
当
な
扱
い
を
受
け
︑
や
む
な
く
作
業
場
の
主
任
を
殺
害
す
る
︒

ク
ラ
ウ
ド
は
法
廷
で
陪
審
員
を
前
に
﹁
正
直
に
其
の
顛
末
を
細
説
﹂
し
︑

﹁
余
は
何
が
故
に
物
を
盗
め
る
や
﹂
と
抗
議
の
声
を
発
す
る
︒
作
者
ユ
ゴ
ー

は
結
末
部
で
︑
﹁
ク
ラ
ウ
ド
を
見
よ
一
個
の
敏
明
至
潔
の
人
物
な
り
而
し
て

悪
境
界
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
る
が
為
め
彼
は
遂
に
盗
と
な
れ
り
﹂
と
い
う
よ

う
に
︑
﹁
生
れ
得
て
美
質
﹂
を
も
つ
ク
ラ
ウ
ド
が
盗
み
を
働
く
に
至
っ
た
事

情
に
読
者
の
関
心
を
向
け
︑
貧
困
︑
劣
悪
な
社
会
環
境
の
た
め
に
や
む
な
く

犯
罪
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
者
を
︑
追
い
詰
め
た
﹁
社
会
の
罪
﹂
を
問
う
こ
と

も
な
く
断
罪
し
て
よ
い
の
か
と
訴
え
て
い
る
︒
日
記
︵
二
七
・
六
・
一
六

﹁
水
の
上
日
記
﹂
︶
の
記
述
に
よ
れ
ば
︑
一
葉
は
磯
野
徳
三
郎
︵
筆
名
無
腸
道

人
︶
の
﹃
依
緑
軒
漫
録
﹄
を
借
り
て
い
る
︒
こ
の
書
物
の
中
で
は
︑
ヴ
ィ
ク

ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
の
略
伝
及
び
著
書
解
題
が
本
文
引
例
を
挙
げ
て
創
作
の
範
と

し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
︑
一
葉
は
﹁
今
宵
通
読
﹂
と
記
し
て
お
り
関
心
が

窺
え
る
︒

﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
の
﹁
上
﹂
で
は
お
峯
が
︑
﹁
鬼
の
主
﹂
と
評
さ
れ
る
御
新

造
の
下
で
苛
酷
な
労
働
環
境
に
耐
え
て
﹁
勤
め
大
事
に
骨
﹂
を
折
り
︑
世
間

か
ら
﹁
感
心
な
も
の
︑
見
事
の
心
が
け
﹂
と
評
判
の
下
女
で
あ
る
こ
と
が
印
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象
づ
け
ら
れ
︑
﹁
下
﹂
で
は
そ
う
し
た
﹁
辛
棒
も
の
﹂
で
﹁
正
直
は
我
身
の

守
り
﹂
を
信
念
と
す
る
娘
が
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
て
︑
﹁
悪
人
﹂
に
﹁
な
り

た
う
は
無
け
れ
ど
成
ら
ね
ば
成
﹂
ら
ぬ
不
条
理
に
直
面
し
て
い
く
過
程
が
描

か
れ
て
い
る
︒
お
峯
が
﹁
大
旦
那
﹂
を
前
に
︑
御
新
造
の
﹁
無
情
﹂
を
訴
え

よ
う
と
す
る
際
に
﹁
言
ふ
て
の
け
﹂
よ
う
と
し
た
﹁
欲
か
し
ら
ね
ど
盗
み
ま

し
た
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
先
に
触
れ
た
思
軒
訳
﹁
ク
ラ
ウ
ド
﹂
の
主
人
公
が

陪
審
員
を
前
に
発
す
る
﹁
余
は
何
が
故
に
物
を
盗
め
る
や
﹂
と
い
う
抗
議
の

声
を
想
起
さ
せ
る
︒

こ
う
し
て
見
る
と
︑
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
は
︑
ユ
ゴ
ー
の
影
響
を
受
け
て
思

軒
が
主
張
し
た
﹁
社
会
の
罪
﹂
の
文
脈
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
と
同
様
に
西
鶴
の
手
法
を
取

り
入
れ
て
︑
大
晦
日
に
﹁
天
賦
正
直
﹂
な
若
者
が
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
て
盗

み
を
犯
す
物
語
を
描
い
た
松
原
岩
五
郎
の
﹁
新
長
者
鑑
﹂
も
ま
た
︑
﹁
社
会

の
罪
﹂
の
主
張
の
影
響
下
に
成
立
し
た
作
品
で
あ
る
︒
先
に
も
触
れ
た
同
時

代
評
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
︑
松
原
岩
五
郎
は
﹁
森
田
氏
の
﹃
社
会
の
罪
﹄

を
作
る
や
逸
早
く
﹂
︑
﹁
判
評
︱
社
会
の
罪
﹂
︵
明
二
四
・
五
・
一
六
﹃
国
民

新
聞
﹄
︶
と
題
す
る
文
芸
批
評
を
発
表
し
︑
思
軒
訳
﹁
ク
ラ
ウ
ド
﹂
に
も
言

及
し
て
い
る
︒

そ
の
一
方
で
︑
両
作
品
の
顕
著
な
相
違
点
と
し
て
注
目
し
た
い
の
は
︑
主

人
公
が
盗
み
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く
場
面
の
描
写
で
あ
る
︒
﹁
新
長
者
鑑
﹂

の
主
人
公
鶴
松
が
盗
み
に
至
る
場
面
で
は
︑
﹁
債
主
か
ら
矢
の
催
促
﹂
を
受

け
て
﹁
気
に
病
む
で
居
ら
る
ゝ
容
子
﹂
の
恩
義
あ
る
兄
嫁
を
﹁
思
い
遣
﹂
り
︑

﹁
証
文
貸
﹂
先
の
商
人
に
﹁
借
財
﹂
の
返
済
を
頼
む
が
断
ら
れ
︑
﹁
善
い
世
帯

を
持
ち
な
が
ら
僅
か
五
円
か
三
両
の
期
限
金
を
引
づ
り
倒
し
て
我
共
に
辛
い

目
を
見
せ
る
了
簡
か
﹂
と
怒
り
に
駆
ら
れ
︑
衝
動
的
に
﹁
懐
裡
へ
手
を
さ
し

入
﹂
れ
て
﹁
懐か

み

嚢い

れ

﹂
を
奪
う
と
い
う
展
開
に
な
る
︒
﹁
天
稟
の
美
質
﹂
を
も

つ
﹁
温
厚

お

と

な

し
い
﹂
主
人
公
の
盗
人
へ
の
変
貌
の
描
き
方
が
唐
突
で
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
に
欠
け
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
の
特
徴
と
し
て
際

立
つ
の
は
︑
お
峯
が
や
む
な
く
盗
み
へ
と
至
る
展
開
の
緻
密
に
伏
線
が
張
ら

れ
た
説
得
力
の
あ
る
描
写
で
あ
る
︵

︶
︒
伯
父
一
家
の
窮
状
︑
帰
宅
し
た
放
蕩
息

15

子
に
対
す
る
﹁
癇
癪
﹂
か
ら
お
峯
と
の
約
束
を
破
棄
し
た
ご
新
造
の
﹁
無

情
﹂
︑
娘
の
﹁
初
産
﹂
に
駆
け
つ
け
た
御
新
造
の
不
在
︑
﹁
道
の
遠
き
に
可
愛

さ
う
﹂
に
歩
い
て
二
円
を
受
け
取
り
に
き
た
三
之
助
の
存
在
な
ど
が
︑
お
夆

を
盗
み
へ
と
駆
り
立
て
て
い
く
仕
掛
け
と
し
て
細
部
に
至
る
ま
で
巧
妙
に
仕

組
ま
れ
て
い
る
︒
三
之
助
を
待
た
せ
て
﹁
内
外
を
見
廻
﹂
す
と
︑
﹁
嬢
様
が

た
は
庭
に
出
て
追
羽
子
に
余
念
な
く
﹂
︑
﹁
若
旦
那
は
と
見
れ
ば
お
居
間
の
炬

燵
に
今
ぞ
夢
の
真
最
中
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
一
瞬
一
瞬
に
知
覚
さ
れ
た
光
景

を
︑
カ
メ
ラ
の
連
続
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
る
よ
う
に
描
く
高
密
度
な
画
像
の
累

積
は
︑
追
い
詰
め
ら
れ
て
︑
呼
吸
が
早
く
な
っ
て
い
く
よ
う
な
加
速
度
的
な

緊
迫
感
を
生
み
出
し
て
い
る
︒
お
峯
が
盗
み
を
犯
す
瞬
間
の
﹁
悪
人
﹂
に

﹁
な
り
た
う
は
無
け
れ
ど
成
ら
ね
ば
成
り
ま
せ
ぬ
﹂
と
い
う
心
の
叫
び
が
示

す
よ
う
に
︑
お
峯
が
﹁
悪
人
﹂
に
な
る
こ
と
が
不
可
避
な
状
況
に
追
い
込
ま

れ
て
い
く
過
程
を
︑
説
得
力
の
あ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
た
せ
て
読
者
の
共

感
を
誘
い
な
が
ら
描
き
出
そ
う
と
し
た
作
者
の
意
図
が
窺
え
る
︒
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四
︑
石
之
助
の
造
型

先
述
し
た
よ
う
な
下
層
社
会
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
み
ら
れ
る
貧
富
の
対
照

と
い
う
構
図
と
比
較
し
て
︑
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
で
は
︑
石
之
助
と
い
う
山
村

家
の
放
蕩
息
子
を
登
場
さ
せ
︑
富
を
獲
得
し
︑
外
面
的
に
は
成
功
者
と
見
え

る
が
家
族
関
係
が
歪
み
︑
内
面
的
に
は
満
た
さ
れ
な
い
山
村
家
の
内
側
を
描

い
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
﹁
十
三
夜
﹂
に
み
ら
れ
る
﹁
村

田
の
二
階
も
原
田
の
奥
も
憂
き
は
お
互
ひ
の
世
に
お
も
ふ
事
多
し
﹂
と
い
う

複
眼
的
な
捉
え
方
に
も
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
︒
山
村
家
の
﹁
惣
領
息
子
﹂

石
之
助
は
︑
﹁
十
五
の
春
﹂
か
ら
放
蕩
の
生
活
を
始
め
た
︒
西
鶴
の
作
品
で

は
︑
蓄
財
成
功
し
た
一
代
目
と
遊
興
に
溺
れ
る
二
代
目
と
い
う
対
比
の
構
図

が
み
ら
れ
︑
﹁
色
遊
び
﹂
に
よ
る
二
代
目
の
放
蕩
が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い

る
︵

︶
︒
例
え
ば
︑
一
葉
が
愛
誦
し
た
と
い
わ
れ
る
﹃
日
本
永
代
蔵
﹄
巻
一
の
二

16﹁
二
代
目
に
破
る
扇
の
風
﹂
は
︑
倹
約
・
堅
実
な
生
き
方
を
し
て
身
代
を
築

い
た
一
代
目
と
対
照
的
に
色
道
に
溺
れ
遊
興
し
て
没
落
す
る
二
代
目
が
描
か

れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
の
石
之
助
の
放
蕩
は
︑
﹁
品
川
へ
も

足
は
向
く
れ
ど
騒
ぎ
は
其
座
限
り
﹂
と
い
う
程
度
で
︑
西
鶴
作
品
に
み
ら
れ

る
﹁
色
遊
び
﹂
に
よ
る
遊
興
と
は
異
な
り
︑
貧
乏
人
の
遊
び
仲
間
に
家
の
金

を
ば
ら
撒
く
と
い
う
風
変
わ
り
な
も
の
で
あ
る
︒
石
之
助
は
︑
﹁
車
町
の

破
落
戸

ご

ろ

つ

き

が
も
と
を
た
ゝ
き
起
し
︑
そ
れ
酒
か
へ
肴
と
︑
か
み
入
れ
の
底
を
は

た
き
て
無
理
を
徹
す
が
道
楽
﹂
で
︑
﹁
貧
乏
人
を
喜
ば
し
て
︑
大
晦
日
を
当

て
に
大
吞

み
の
場
処
﹂
も
決
め
て
い
る
︒
そ
れ
を
内
緒
に
す
る
ど
こ
ろ
か
︑

お
峯
と
の
約
束
を
破
棄
し
た
薄
情
な
継
母
に
対
す
る
皮
肉
の
よ
う
に
︑
﹁
今

宵
を
期
限
の
借
金
が
ご
ざ
る
︑
人
の
受
け
に
立
ち
て
判
を
為
た
る
も
あ
﹂
る

と
し
て
︑
﹁
破
落
戸

ご

ろ

つ

き

中
間
に
遣
る
物
を
遣
ら
ね
ば
此
納
り
む
づ
か
し
く
﹂
︑
喧

嘩
沙
汰
に
な
れ
ば
﹁
お
名
前
に
申
わ
け
な
﹂
い
と
︑
親
を
脅
迫
し
て
無
心
す

る
︒
﹁
家
の
名
を
し
く
我
が
顔
は
づ
か
し
き
に
︑
惜
し
き
金
庫
を
も
開
く
ぞ

か
し
︑
そ
れ
を
見
込
み
て
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
金
銭
を
与
え
る
と
い
う
石
之

助
に
対
す
る
﹁
ぬ
る
き
旦
那
ど
の
ゝ
処
置
﹂
は
︑
家
名
や
家
族
の
体
面
を
保

つ
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
先
妻
の
子
で
あ
る
石
之
助
の
放
蕩
は
︑
﹁
母
の

違
ふ
に
父
親
の
愛
も
薄
く
︑
こ
れ
を
養
子
に
出
し
て
家
督
は
妹
娘
の
中
に
と

の
相
談
︑
十
年
の
昔
し
よ
り
耳
に
挟
﹂
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
︒
石

之
助
へ
の
相
続
に
つ
い
て
︑
御
新
造
は
﹁
石
油
蔵
に
火
を
入
れ
る
や
う
な
も

の
︑
身
代
咽
と
な
り
て
消
え
残
る
我
等
な
に
と
せ
ん
︑
あ
と
の
兄
弟
も
不

憫
﹂
と
父
親
に
﹁
讒
言
の
絶
え
ま
な
く
﹂
︑
﹁
若
隠
居
の
別
戸
籍
に
と
内
々
の

相
談
﹂
は
決
ま
っ
た
︒
お
峯
が
破
損
さ
せ
た
﹁
手
桶
﹂
一
つ
に
も
﹁
身
代
こ

れ
が
為
に
つ
ぶ
れ
る
か
の
様
﹂
に
﹁
明
く
れ
の
談
義
﹂
す
る
ほ
ど
﹁
吝
﹂
い

が
︑
娘
に
は
甘
く
︑
﹁
花
紅
葉
う
る
は
し
く
仕
立
し
娘
た
ち
が
春
着
の
小
袖
︑

襟
を
そ
ろ
へ
て
褄
を
か
さ
ね
て
︑
眺
め
つ
眺
め
さ
せ
て
喜
ば
ん
﹂
と
い
う
よ

う
に
娘
の
衣
裳
に
贅
沢
を
尽
し
︑
出
費
を
惜
し
ま
な
い
溺
愛
ぶ
り
で
あ
っ
た
︒

﹁
母
が
泣
き
を
と
父
親
の
事
は
忘
れ
て
﹂
始
め
た
石
之
助
の
放
蕩
が
︑
家
の

金
を
﹁
巻
き
あ
げ
﹂
て
散
財
し
﹁
貧
乏
人
を
喜
ば
﹂
す
と
い
う
異
様
な
も
の

だ
っ
た
の
は
︑
我
が
子
を
溺
愛
し
他
人
に
は
冷
淡
で
欲
深
い
継
母
と
愛
情
の

﹁
薄
﹂
い
父
に
対
す
る
反
抗
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
︒

従
来
の
研
究
で
は
︑
石
之
助
の
﹁
任
侠
的
﹂
な
性
格
が
注
目
さ
れ
︑
鼠
小

僧
︵

︶
や
同
時
期
の
︿
侠
﹀
を
め
ぐ
る
言
説
と
の
関
連
等
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
︵

︶
︒
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し
か
し
︑
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
薄
情
な
父
親
︑
血
縁
の
絆
に
固
執
す

る
継
母
の
実
の
子
へ
の
偏
愛
︑
金
銭
に
執
着
し
︑
貧
者
か
ら
金
を
取
り
立
て

て
蓄
財
す
る
富
裕
な
家
へ
の
反
発
と
い
う
石
之
助
の
設
定
で
あ
る
︒
そ
こ
で

改
め
て
注
目
し
た
い
の
は
︑
二
十
三
階
堂
︵
松
原
岩
五
郎
︶
の
﹁
長
者
鑑
﹂

︵
明
二
四
・
六
﹃
新
著
百
種
﹄
第
一
五
号
︶
と
の
関
連
で
あ
る
︒
主
人
公
の

小
文
治
は
︑
﹁
当
代
富
限
の
聞
へ
高
き
大
長
者
﹂
の
息
子
で
あ
る
が
︑
﹁
三
歳

の
折
母
に
死
別
れ
て
後
﹂
は
﹁
陰
険
極
ま
る
庶
母
庶
子
﹂
等
の
中
で
﹁
生

育
﹂
し
た
︒
﹁
父
の
恩
愛
薄
き
日
影
に
成
長
し
た
る
者
と
て
生
来
未
だ
家
族

的
親
愛
と
い
ふ
所
は
微
塵
解
せ
ず
﹂
︑
﹁
家
族
の
関
係
円
満
な
ら
ぬ
﹂
家
庭
環

境
が
性
格
形
成
に
影
響
を
与
え
て
﹁
天
真
を
傷
め
る
事
少
か
ら
ず
﹂
︑
﹁
懐
疑

的
な
質
﹂
と
な
っ
た
︒
義
母
は
﹁
我
子
の
衣
裳
我
児
の
什
具
に
奔
走
﹂
し

﹁
我
児
の
栄
耀
を
寿
﹂
い
で
実
の
子
を
偏
愛
し
︑
自
分
は
﹁
家
族
に
冷
遇
﹂

さ
れ
て
﹁
我
家
を
唯
居
づ
ら
き
処
﹂
と
思
い
︑
母
の
姪
を
﹁
母
の
如
く
敬
ひ

親
し
む
﹂
よ
う
に
な
る
︒
成
長
し
た
主
人
公
は
︑
﹁
高
利
の
貸
出
し
長
者
の

名
義
を
笠
に
冠
﹂
り
﹁
利
分
を
貪
ぼ
つ
﹂
て
﹁
富
貴
に
驕
ッ
て
居
る
此
の
家

族
﹂
に
反
発
し
︑
﹁
年
中
利
子
に
逐
は
れ
て
生
涯
気
運
の
開
く
時
な
き
有
様
﹂

の
貧
者
に
同
情
し
︑
﹁
金
貸
一
流
﹂
に
﹁
憎
悪
の
念
﹂
を
抱
く
よ
う
に
な
る
︒

小
文
治
は
︑
借
金
の
返
済
に
追
わ
れ
て
店
を
閉
め
︑
﹁
家
を
引
払
﹂
っ
て

﹁
子
供
等
を
路
頭
に
迷
は
せ
﹂
る
窮
状
に
陥
っ
た
一
家
に
接
し
て
﹁
哀
れ
を

催
﹂
す
が
︑
実
は
そ
の
債
主
が
﹁
母
の
如
く
﹂
に
慕
う
女
性
で
あ
り
︑
﹁
家

業
の
傍
ら
に
小
金
を
貸
出
し
﹂
て
﹁
強
欲
無
惨
﹂
な
﹁
金
利
の
奴
﹂
と
な
っ

て
い
た
こ
と
を
知
り
︑
心
の
拠
り
所
を
失
う
こ
と
に
な
る
︒
同
時
代
批
評
で

は
︑
﹁
富
限
家
内
の
風
波
を
写
﹂
し
た
﹁
長
者
鑑
﹂
に
つ
い
て
︑
﹁
西
鶴
が

﹃
胸
算
用
﹄
又
﹃
永
代
蔵
﹄
に
類
せ
る
﹂
と
西
鶴
の
影
響
を
指
摘
し
︑
さ
ら

に
﹁
可
憐
な
る
少
年
﹂
が
﹁
情
愛
の
疎
濶
な
る
﹂
家
族
を
﹁
憎
み
﹂
︑
﹁
年
中

利
子
に
追
は
れ
て
﹂
苦
し
む
人
々
を
生
み
出
す
﹁
金
貸
一
流
を
蛇
蝎
視
す
る

に
到
り
し
も
社
会
之
罪
な
り
﹂
︵
﹁
長
者
鑑
﹂
︑
明
二
四
・
七
﹃
国
民
之
友
﹄

第
一
二
五
号
︶
と
い
う
よ
う
に
﹁
社
会
の
罪
﹂
を
描
い
た
作
品
と
し
て
捉
え

て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
見
る
と
︑
﹁
長
者
鑑
﹂
と
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
と
は
︑
富
裕
な

家
に
お
け
る
家
族
関
係
の
歪
み
︑
家
庭
に
居
場
所
の
な
い
子
供
の
孤
独
︑
金

銭
に
執
着
し
蓄
財
に
走
る
家
へ
の
反
発
と
貧
者
へ
の
共
感
が
描
か
れ
て
い
る

と
い
う
点
に
お
い
て
︑
見
過
ご
せ
な
い
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
の
一
方

で
両
作
の
顕
著
な
相
違
点
と
し
て
は
︑
﹁
長
者
鑑
﹂
で
は
︑
家
庭
内
で
疎
外

さ
れ
た
青
年
が
心
の
拠
り
所
を
母
親
代
わ
り
の
女
性
に
求
め
︑
や
が
て
恋
慕

を
抱
く
が
裏
切
ら
れ
る
と
い
う
展
開
に
な
る
の
に
対
し
て
︑
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂

の
石
之
助
は
︑
貧
者
と
の
交
流
︑
散
財
と
い
う
放
蕩
に
走
る
︒
ま
た
︑
﹁
長

者
鑑
﹂
の
主
人
公
が
心
情
を
吐
露
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
︑
石
之
助
は
自
己
の
胸
の
内
を
語
ら
な
い
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い

る
︒
浅
野
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︵

︶
︑
本
音
や
内
心
を
秘
め
た
石
之
助
の
存
在

19

は
︑
作
品
世
界
に
﹁
深
い
奥
行
き
﹂
を
与
え
て
お
り
︑
そ
う
し
た
陰
影
深
い

人
物
造
型
に
一
葉
独
自
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
︒
蓄
財
に
走
る
山
村
家
へ
の

石
之
助
の
反
発
は
︑
家
の
金
を
﹁
巻
き
あ
げ
﹂
て
﹁
貧
乏
人
を
喜
ば
﹂
す

﹁
道
楽
﹂
や
親
へ
の
﹁
嫌
や
が
ら
せ
﹂
︑
皮
肉
︑
脅
迫
な
ど
の
屈
折
し
た
言
動

で
暗
示
さ
れ
る
︒
﹁
去
歳
に
く
ら
べ
て
長
屋
も
ふ
え
た
り
︑
所
得
は
倍
に
と

世
間
の
口
よ
り
我
家
の
様
子
を
知
り
﹂
て
︑
石
之
助
は
﹁
巻
き
あ
げ
て
貴
様

24



た
ち
に
好
き
正
月
を
さ
せ
る
ぞ
﹂
と
﹁
貧
乏
人
を
喜
ば
﹂
す
︒
そ
の
行
為
の

根
底
に
は
︑
貧
者
へ
の
共
感
だ
け
で
は
な
く
︑
﹁
誰
が
物
に
す
る
気
ぞ
︑
火

事
は
燈
明
皿
よ
り
も
出
る
も
の
ぞ
か
し
︑
総
領
と
名
の
る
火
の
玉
が
こ
ろ
が

る
と
は
知
ら
ぬ
か
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
︑
自
分
を
追
い
出
し

て
﹁
家
督
は
妹
娘
﹂
に
譲
り
山
村
家
の
財
産
を
﹁
相
続
﹂
さ
せ
よ
う
と
す
る

貪
欲
な
継
母
と
薄
情
な
父
へ
の
反
抗
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
﹁
持
つ
ま

じ
き
は
放
蕩
を
仕
立
る
ま
ゝ
母
ぞ
か
し
﹂
と
い
う
語
り
手
の
言
葉
は
︑
石
之

助
の
放
蕩
を
促
す
家
庭
環
境
の
問
題
を
示
唆
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
父
親
は

石
之
助
の
行
為
の
真
意
を
共
感
的
に
理
解
し
よ
う
と
も
せ
ず
︑
放
蕩
息
子
に

﹁
天
魔
の
生
れ
が
は
り
﹂
と
罵
り
な
が
ら
︑
﹁
こ
れ
は
貴
様
に
遣
る
で
は
な
し
︑

ま
だ
縁
づ
か
ぬ
妹
共
が
不
憫
︑
姉
が
良
人
の
顔
に
も
か
ゝ
る
﹂
と
外
聞
を
憚

り
︑
﹁
無
分
別
に
人
の
懐
で
も
覘
う
や
う
に
な
ら
ば
︑
恥
は
我
が
一
代
に
止

ま
ら
ず
﹂
と
﹁
家
の
名
﹂
に
傷
が
つ
く
の
を
恐
れ
て
﹁
五
十
円
束
﹂
を
差
し

出
す
︒
﹁
何
処
へ
で
も
帰
れ
︑
此
家
に
恥
は
見
せ
る
な
﹂
と
い
う
父
親
の
突

き
放
す
よ
う
な
言
葉
に
対
し
て
︑
﹁
お
帰
り
で
は
な
い
︑
お
出
か
け
だ
ぞ
﹂

と
応
ず
る
石
之
助
の
言
葉
は
︑
﹁
総
領
﹂
息
子
と
し
て
の
存
在
を
認
め
ら
れ

ず
︑
家
庭
に
居
場
所
の
な
い
彼
の
哀
れ
さ
を
印
象
づ
け
る
︒

一
年
の
金
勘
定
が
始
ま
り
︑
お
峯
は
死
ぬ
覚
悟
ま
で
す
る
が
︑
石
之
助
が

残
し
た
﹁
引
出
し
の
分
も
拝
借
致
し
候
﹂
と
い
う
﹁
受
取
一
通
﹂
に
よ
っ
て
︑

す
べ
て
は
放
蕩
息
子
の
罪
に
な
っ
た
︒
石
之
助
の
行
為
が
﹁
我
れ
し
ら
ず
﹂

か
﹁
知
り
て
序
に
冠
り
し
罪
﹂
な
の
か
に
つ
い
て
は
︑
﹁
見
し
人
な
し
と
思

へ
る
は
愚
か
や
﹂
と
い
う
語
り
手
の
言
葉
が
示
唆
す
る
よ
う
に
︑
お
峯
が

﹁
今
ぞ
夢
の
真
最
中
﹂
と
思
っ
た
石
之
助
が
︑
借
金
を
無
情
に
断
る
継
母
の

言
葉
を
聞
き
︑
お
峯
が
盗
ん
だ
二
円
を
﹁
三
の
助
に
渡
し
て
帰
し
た
﹂
の
を

見
て
︑
残
り
の
束
を
取
り
﹁
受
取
﹂
を
残
し
て
彼
女
の
罪
を
か
ぶ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
︒
松
坂
俊
夫
氏
は
︑
石
之
助
の
行
為
に
つ
い
て
﹁
積
極
的
に
お
峰

を
救
っ
た
﹂
と
し
て
︑
﹁
貧
富
の
差
へ
の
秘
か
な
抵
抗
と
︑
抗
議
﹂
を
読
み

取
っ
て
い
る
︵

︶
︒
し
か
し
︑
貧
者
を
救
済
す
る
石
之
助
の
行
為
の
動
機
に
つ
い

20

て
は
︑
単
に
義
侠
的
気
質
に
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
を
含
ん
で
い

る
と
思
わ
れ
る
︵

︶
︒
山
村
家
の
中
で
﹁
悪わ

者る

﹂
と
疎
ま
れ
︑
親
と
の
関
係
で
自

21

分
の
存
在
を
認
め
て
も
ら
え
な
い
石
之
助
は
︑
蓄
財
に
執
着
す
る
親
か
ら

﹁
巻
き
あ
げ
﹂
た
金
を
与
え
て
﹁
貧
乏
人
を
喜
ば
﹂
す
こ
と
で
自
分
の
存
在

価
値
を
見
い
だ
そ
う
と
し
︑
貪
欲
で
他
人
に
薄
情
な
継
母
や
家
の
体
面
を
重

ん
じ
て
愛
情
の
希
薄
な
父
親
へ
の
反
抗
を
表
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推

察
さ
れ
る
︵

︶
︒
石
之
助
の
沈
黙
は
︑
裕
福
で
あ
り
な
が
ら
も
歪
ん
だ
家
庭
環
境

22

に
育
っ
た
彼
の
内
奥
に
秘
め
ら
れ
た
複
雑
な
思
い
を
陰
影
深
い
も
の
と
し
て

描
き
出
し
︑
読
者
の
感
情
移
入
を
喚
起
し
て
い
る
︒

石
之
助
を
救
済
者
と
す
る
読
み
に
対
し
て
︑
高
田
知
波
氏
は
︑
石
之
助
の

行
為
は
お
峯
を
﹁
絶
体
絶
命
の
窮
地
﹂
に
追
い
詰
め
て
い
く
と
指
摘
し
て
い

る
︵

︶
︒
同
時
期
の
松
原
岩
五
郎
の
下
層
社
会
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
は
︑
﹁
利
を

23以
て
利
を
殖
や
す
の
工
夫
﹂
と
い
う
よ
う
な
搾
取
の
構
造
︑
悪
循
環
が
繰
り

返
さ
れ
る
仕
組
み
が
暴
か
れ
て
い
る
︒
﹃
最
暗
黒
之
東
京
﹄
の
﹁
︵
十
二
︶
融

通
﹂
で
は
﹁
日
済
貸
﹂
に
言
及
し
︑
﹁
一
円
貸
し
て
日
に
三
銭
づ
ゝ
取
立
四

十
日
に
し
て
済
し
く
づ
す
﹂
︑
つ
ま
り
﹁
月
二
割
の
利
息
﹂
と
し
︑
﹁
此
の
内

手
数
料
と
し
て
五
銭
と
印
紙
料
一
銭
を
引
き
去
れ
ば
正
味
七
十
五
六
銭
に
過

ぎ
ず
﹂
︑
も
し
﹁
期
限
内
に
皆
済
せ
ざ
れ
ば
債
主
は
是
を
幸
機
会
と
し
て
喜

25



び
︑
残
額
に
少
許
を
補
足
し
て
亦
是
を
元
金
に
書
き
直
す
﹂
︑
つ
ま
り
﹁
利

を
以
て
利
を
殖
す
の
工
風
な
り
︑
斯
の
如
く
し
て
借
主
は
一
生
奉
公
す
﹂
と

述
べ
て
い
る
︒
松
原
の
視
点
は
︑
﹁
活
計
﹂
の
本
質
的
な
悪
循
環
を
鋭
く
捉

え
︑
﹁
取
ら
る
ゝ
も
の
又
決
し
て
愚
な
る
に
あ
ら
ず
唯
算
に
暗
ら
き
の
み
﹂

と
語
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹃
最
暗
黒
の
東
京
﹄
は
搾
取
の
構
造
を
示
し
︑

返
し
て
も
返
し
て
も
追
い
つ
か
な
い
借
金
地
獄
の
カ
ラ
ク
リ
を
暴
い
て
い
る
︵

︶
︒

24

こ
こ
で
は
お
峯
の
言
う
﹁
術
も
な
し
方
も
な
し
﹂
と
い
っ
た
﹁
正
直
﹂
者
が

報
わ
れ
な
い
社
会
の
仕
組
み
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
ル

ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
言
説
を
視
野
に
入
れ
る
と
︑
安
兵
衛
の
借
り
た
十
円
の
返

済
義
務
は
延
期
に
な
っ
た
だ
け
で
︑
三
ヶ

月
後
に
は
同
じ
よ
う
な
事
態
に
陥

る
可
能
性
は
高
く
︑
石
之
助
の
行
為
は
一
時
的
な
救
済
に
し
か
な
り
得
な
い

こ
と
が
見
え
て
く
る
︒
伯
父
が
二
円
の
調
達
を
頼
ん
だ
と
き
︑
お
峯
は
﹁
又

の
宿
下
り
は
春
長
︑
そ
の
頃
に
は
皆
々
う
ち
寄
つ
て
笑
ひ
た
き
も
の
﹂
と
承

知
し
た
が
︑
﹁
孝
の
余
徳
﹂
だ
け
で
は
救
わ
れ
得
な
い
厳
し
い
現
実
が
窺
え

る
︒西

鶴
の
﹃
世
間
胸
算
用
︵

︶
﹄
で
は
︑
﹁
渡
世
を
油
断
﹂
し
﹁
胸
算
用
ち
が
ひ
﹂

25

で
﹁
節
季
を
仕
回
ひ
か
ね
迷
惑
す
る
﹂
貧
者
の
﹁
大
晦
日
﹂
の
﹁
闇
﹂
が
描

か
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
最
終
章
で
あ
る
巻
五
の
四
﹁
長
久
の
江
戸
棚
﹂
の
結

び
は
︑
﹁
朝
日
か
げ
﹂
が
﹁
万
民
の
身
に
照
り
そ
ひ
︑
く
も
ら
ぬ
春
に
あ
へ

り
﹂
と
し
て
︑
め
で
た
く
明
る
い
正
月
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
に
比

し
て
︑
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
の
結
び
は
︑
﹁
石
之
助
の
罪
に
成
り
し
か
︑
い

や
〳

〵

知
り
て
序

つ

い

で

に
冠
り
し
罪
か
も
知
れ
ず
︑
さ
ら
ば
石
之
助
は
お
峰
が
守

り
本
尊
な
る
べ
し
﹂
で
締
め
括
ら
れ
︑
お
峯
の
切
羽
詰
ま
っ
た
心
情
︑
極
度

に
張
り
つ
め
た
緊
張
が
解
け
て
安
堵
を
も
た
ら
す
は
ず
の
結
末
に
︑
﹁
後
の

事
し
り
た
や
﹂
と
い
う
語
り
手
の
一
言
を
あ
え
て
加
え
て
い
る
︒
こ
の
末
尾

表
現
に
つ
い
て
は
︑
従
来
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
︵

︶
が
︑
石
之
助
は

26

﹁
守
り
本
尊
﹂
と
な
り
得
る
の
か
︑
﹁
後
の
﹂
お
峯
が
向
き
合
う
現
実
へ
と
読

者
の
想
像
力
を
喚
起
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
な

松
原
岩
五
郎
の
下
層
社
会
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
の
関
連
を
視
野
に
入
れ
て
見

る
と
︑
﹁
後
の
事
し
り
た
や
﹂
と
い
う
末
尾
の
一
言
に
込
め
ら
れ
た
夢
物
語

で
終
わ
ら
な
い
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
が
内
包
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒

注
︵
�

︶

暉
峻
康
隆
﹃
西
鶴

評
論
と
研
究
上
﹄
︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
四
八
・
六
︶
︑

吉
田
精
一
﹁
一
葉
小
説
と
古
典
﹂
︵
﹃
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
﹄
第
三
巻
︵
角
川

書
店
︑
一
九
五
八
・
一
一
︶
︑
竹
野
静
雄
﹃
近
代
文
学
と
西
鶴
﹄
︵
新
典
社
︑

一
九
八
〇
・
五
︶
等
の
検
討
が
あ
る
︒

︵
�

︶
﹁
﹃
大
つ
ご
も
り
﹄
の
構
造
﹂
︵
﹃
樋
口
一
葉
の
世
界
﹄
平
凡
社
︑
一
九
七

九
・
一
二
︶

︵
�

︶
﹁
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
︱
﹃
大
つ
ご
も
り
﹄
﹂
︵
﹃
樋
口
一
葉
﹃
い
や

だ
！
﹄
と
云
ふ
﹄
集
英
社
新
書
︑
二
〇
〇
四
・
七
︶

︵
�

︶

山
田
博
光
編
﹃
民
友
社
思
想
文
学
叢
書
第
五
巻

民
友
社
文
学
集
︵
一
︶
﹄

︵
三
一
書
房
︑
一
九
八
四
・
五
︶
は
︑
﹃
最
暗
黒
の
東
京
﹄
の
新
聞
初
出
の
形

を
翻
刻
編
集
し
︑
単
行
本
未
収
録
の
部
分
も
収
録
し
て
い
る
︒

︵



︶
﹃
横
山
源
之
助
全
集

第
九
巻
﹄
︵
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
〇
六
・
一

一
︶
所
収
︒

︵
�

︶

木
村
洋
﹁
明
治
中
期
︑
排
斥
さ
れ
る
馬
琴
︱
松
原
岩
五
郎
の
事
例
を
め

26



ぐ
っ
て
︱
﹂
︵
﹃
日
本
文
学
﹄
第
五
七
巻
六
号
︑
二
〇
〇
八
・
六
︶
は
︑
馬
琴

批
判
の
動
向
と
の
関
連
か
ら
松
原
岩
五
郎
の
西
鶴
受
容
に
つ
い
て
考
察
し
︑

﹁
西
鶴
の
小
説
が
庶
民
た
ち
の
﹃
世
態
の
内
幕
﹄
の
精
密
な
報
告
を
達
成
し

得
た
稀
有
な
試
み
と
し
て
松
原
に
見
い
出
さ
れ
て
い
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒

た
だ
し
︑
思
軒
が
主
張
す
る
﹁
社
会
の
罪
﹂
の
影
響
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ

て
い
な
い
︒

︵
�

︶

高
田
知
波
﹁
距
離
の
物
語
︱
﹃
大
つ
ご
も
り
﹄
へ
の
一
視
点
﹂
︵
﹃
樋
口
一

葉
論
へ
の
射
程
﹄
双
文
社
︑
一
九
九
七
・
一
一
︶

︵
�

︶

西
川
祐
子
﹁
樋
口
一
葉
の
モ
デ
ル
ニ
テ
﹂
︵
﹃
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研

究
﹄
第
三
九
巻
一
一
号
︑
学
燈
社
︑
一
九
九
四
・
一
〇
︶

︵
�

︶

小
森
陽
一
﹃
こ
と
ば
の
力

平
和
の
力
︱
近
代
日
本
文
学
と
日
本
国
憲

法
﹄
︵
か
も
が
わ
出
版
︑
二
〇
〇
六
・
一
〇
︶

︵

︶
﹃
明
治
東
京
下
層
生
活
誌
﹄
解
説
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
四
・
九
︶

10
︵

︶

立
花
雄
一
﹃
明
治
下
層
記
録
文
学
﹄
︵
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
二
・
五
︶

11
︵

︶

谷
川
恵
一
﹁
う
つ
ろ
な
物
語
︱
一
葉
﹃
大
つ
ご
も
り
﹄
﹂
︵
﹃
言
葉
の
ゆ
く

12

え
︱
明
治
二
〇
年
代
の
文
学
︱
﹄
平
凡
社
︑
一
九
九
三
・
一
︶

︵

︶

松
下
浩
幸
﹁
﹃
大
つ
ご
も
り
﹄
論
︱
貧
民
救
済
言
説
を
手
が
か
り
と
し
て

13

︱
﹂
︵
﹃
論
集
樋
口
一
葉
Ⅲ
﹄
所
収
︑
お
う
ふ
う
︑
二
〇
〇
二
・
九
︶

︵

︶

川
戸
道
昭
﹁
明
治
時
代
の
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
︱
森
田
思
軒
の
邦
訳
を

14

め
ぐ
っ
て
︱
﹂
︵
﹃
明
治
翻
訳
文
学
全
集
︽
新
聞
雑
誌
編
︾

ユ
ゴ
ー
集
Ⅰ
﹄

大
空
社
︑
一
九
九
六
・
一
〇
︶
は
︑
思
軒
の
ユ
ゴ
ー
翻
訳
が
当
時
の
読
書
会

に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
︒

︵

︶

山
本
欣
司
﹁
﹃
大
つ
ご
も
り
﹄
を
読
む
︱
﹃
正
直
は
我
身
の
守
り
﹄
を
め

15

ぐ
っ
て
︱
﹂
︵
﹃
立
命
館
文
学
﹄
第
五
四
〇
号
︑
一
九
九
五
・
七
︶
は
︑
﹁
お

峯
が
罪
を
犯
す
の
は
不
可
避
で
あ
っ
た
﹂
と
し
て
︑
お
峯
が
盗
み
へ
と
至
る

描
写
の
密
度
の
高
さ
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
︒

︵

︶

谷
脇
理
史
﹃
経
済
小
説
の
原
点
﹃
日
本
永
代
蔵
﹄
﹄
︵
清
文
堂
︑
二
〇
〇

16

四
・
三
︶
参
照
︒

︵

︶

小
林
裕
子
﹁
反
転
す
る
モ
ラ
ル
︱
﹃
大
つ
ご
も
り
﹄
論
﹂
︵
﹃
樋
口
一
葉
を

17

読
み
な
お
す
﹄
所
収
︑
学
芸
書
林
︑
一
九
九
四
・
六
︶
は
︑
石
之
助
と
鼠
小

僧
の
類
似
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
︒

︵

︶

大
井
田
義
彰
﹁
﹃
文
学
界
﹄
の
中
の
一
葉
︱
﹃
大
つ
ご
も
り
﹄
と
︿
侠
﹀

18

︱
﹂
︵
﹃
論
集
樋
口
一
葉
Ⅲ
﹄
所
収
︑
お
う
ふ
う
︑
二
〇
〇
二
・
九
︶
は
︑
同

時
期
の
︿
侠
﹀
を
め
ぐ
る
言
説
と
の
関
連
か
ら
石
之
助
を
﹁
︿
侠
﹀
を
体
現

し
た
人
物
﹂
と
し
︑
﹁
大
つ
ご
も
り
﹂
を
﹁
﹃
侠
客
﹄
に
よ
る
弱
者
救
済
の
物

語
﹂
と
捉
え
て
い
る
︒

︵

︶

浅
野
洋
﹁
﹃
大
つ
ご
も
り
﹄
の

遠

近

法

パ

ー

ス

ペ

ク

テ

ィ

ブ

﹂
︵
﹃
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
﹄
第

19

六
〇
巻
六
号
︑
一
九
九
五
・
六
︶
は
︑
﹁
自
己
の
内
面
を
語
る
こ
と
に
寡
黙
﹂

な
石
之
助
は
︑
作
品
に
﹁
深
い
奥
行
き
﹂
を
与
え
て
い
る
と
指
摘
し
︑
﹁
遠

景
﹂
に
配
さ
れ
た
﹁
実
母
の
存
在
﹂
に
注
目
し
て
︑
そ
う
し
た
﹁
遠
近
法
の

獲
得
が
作
家
・
一
葉
に
﹃
奇
跡
﹄
を
も
た
ら
す
具
体
的
な
創
作
技
法
﹂
で
は

な
い
か
と
述
べ
て
い
る
︒

︵

︶
﹁
﹃
大
つ
ご
も
り
﹄
論
﹂
︵
﹃
増
補
改
訂
樋
口
一
葉
研
究
﹄
教
育
出
版
セ
ン

20

タ
ー
︑
一
九
八
三
・
一
〇
︶

︵

︶

北
田
幸
恵
﹁
﹃
大
つ
ご
も
り
﹄
論
︱
も
う
一
つ
の
︿
闇
夜
﹀
︱
﹂
︵
﹃
国
文

21

学

解
釈
と
鑑
賞
﹄
第
六
〇
巻
六
号
︑
一
九
九
五
・
六
︶
は
︑
﹁
石
之
助
の

親
へ
の
反
発
か
ら
の
﹃
不
了
間
﹄
﹂
は
︑
﹁
貧
者
へ
の
共
感
と
救
済
の
意
識
へ

と
確
固
と
し
た
主
義
﹂
に
変
わ
り
︑
﹁
義
侠
心
に
あ
ふ
れ
た
資
産
家
の
息
子

と
し
て
お
峰
の
救
済
者
を
演
じ
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒

︵

︶

塚
本
章
子
﹁
樋
口
一
葉
﹃
大
つ
ご
も
り
﹄
論
︱
子
供
た
ち
の
黙
劇
︱
﹂

22
︵
﹃
和
歌
山
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
﹄
第
三
六
号
︑
二
〇
〇
一
・
一

〇
︶
は
︑
石
之
助
の
﹁
実
母
へ
の
密
か
な
思
慕
﹂
に
焦
点
を
当
て
て
︑
そ
の

行
為
の
根
底
に
は
︑
﹁
実
母
の
苦
労
を
忘
れ
て
︑
こ
の
軽
薄
で
欲
深
い
女
性

に
丸
め
込
ま
れ
︑
し
か
も
自
分
を
守
っ
て
く
れ
よ
う
と
し
な
い
父
に
対
す
る

激
し
い
反
抗
が
あ
っ
た
﹂
と
捉
え
て
い
る
︒

︵

︶

注
︵
�

︶
に
同
じ
︒

23

27



︵

︶

高
橋
広
満
﹁
解
題
﹃
最
暗
黒
の
東
京
﹄
﹂
︵
千
葉
正
昭
・
田
中
実
編
﹃
技
術

24

立
国
ニ
ッ
ポ
ン
の
文
学
﹄
所
収
︑
鼎
書
房
︑
二
〇
〇
三
・
三
︶
は
︑
こ
の
書

の
特
徴
に
つ
い
て
︑
﹁
利
子
が
元
金
を
越
え
て
し
ま
う
よ
う
な
借
金
地
獄
が

物
語
る
﹂
よ
う
に
﹁
搾
取
の
構
造
﹂
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
と
指
摘
し
て
い

る
︒

︵

︶

引
用
は
﹃
井
原
西
鶴
集
③
﹄
所
収
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︵
小
学
館
︑

25

一
九
九
六
・
一
二
︶
に
拠
る
︒

︵

︶

滝
藤
満
義
﹁
﹃
大
つ
ご
も
り
﹄
︱
﹃
は
な
し
﹄
の
方
法
﹂
︵
﹃
一
葉
文
学

26

生
成
と
展
開
﹄
明
治
書
院
︑
一
九
九
八
・
二
︶
は
︑
結
び
の
部
分
に
つ
い
て

﹁
西
鶴
的
落
ち
の
手
法
﹂
を
用
い
て
い
る
と
指
摘
し
︑
ま
た
木
村
真
佐
幸

﹁
﹃
大
つ
ご
も
り
﹄
成
立
の
背
景
︱
﹃
後
の
事
し
り
た
や
﹄
一
視
点
︱
﹂
︵
﹃
一

葉
文
学
成
立
の
背
景
﹄
桜
楓
社
︑
一
九
七
六
・
一
一
︶
は
︑
﹁
後
の
事
﹂
と

は
﹁
お
峰
の
今
後
の
生
活
上
﹂
に
お
い
て
﹁
拘
束
し
﹂
続
け
る
﹁
罪
の
意

識
﹂
の
行
方
を
意
味
す
る
と
述
べ
て
い
る
︒

付
記

一
葉
作
品
の
引
用
は
︑
﹃
樋
口
一
葉
全
集
﹄
第
一
巻
︵
筑
摩
書
房
︑
一
九

七
四
︶
に
拠
る
︒
た
だ
し
︑
原
則
と
し
て
旧
字
を
新
字
に
改
め
︑
ル
ビ
は
適

宜
省
略
し
た
︒

︵
や
ぎ
・
み
ず
ほ

修
文
大
学
短
期
大
学
部
︶

28




