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「
斜
賜
」
と
い
う
言
葉
を
題
名
に
載
く
小
説
に
お
い
て
、
夕
賜
が
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
右
の
引
用
に
お
け
る
、
「
黄
昏
」
に
母
が

亡
く
な
る
場
面
は
も
ち
ろ
ん
、
父
の
死
の
前
に
蛇
が
現
れ
る
の
も
、
西
片
町
か

ら
伊
豆
に
引
っ
越
す
直
前
に
母
が
調
子
を
悪
く
す
る
の
も
、
越
し
て
か
ら
倒
れ

る
の
も
、
蛇
に
出
く
わ
し
て
立
ち
す
く
む
の
も
、

れ
に
、
「
三
」
で
「
夏
の
夕
葬
」
に
登
場
し
、
「
夕
顔
H
誌
」
な
る
手
記
を
も
の

い
お
母
さ
ま
が
。
（
五

い
ず
れ
も
夕
方
で
あ
る
。
こ

『
桜
の
園
』
の
一
節
を
援
用
し
て
、
ま
た
高
田
知
波
氏
が
太
宰
の
近
い
時
期
の

ろ
へ
押
し
こ
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

と
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
。

っ
た
二
人
の
肉
親
に
見
守
ら
れ
て
、
日
本
で
最
後
の
質
婦
人
だ
っ
た
美
し
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
た
め

一
篇
に
お
い
て
夕
賜
が
〈
滅
ぴ
〉
の
象
徴

の
し
づ
か
な
黄
昏
、
看
護
婦
さ
ん
に
脈
を
と
ら
れ
て
、
直
治
と
私
と
、
た

そ
れ
か
ら
、
三
時
間
ば
か
り
し
て
、
お
母
さ
ま
は
亡
く
な
っ
た
の
だ
。
秋

太
陽
と
言
葉
|
|
_
『
斜
陽
』

も
う
―
つ
の
〈
斜
陽
〉

し
て
い
た
直
治
と
、
「
六
」
で
「
駄
目
で
す
。
何
を
曹
い
て
も
、
ば
か
ば
か
し
く

つ
て
。
さ
う
し
て
、
た
だ
も
う
、
悲
し
く
つ
て
仕
様
が
無
い
ん
だ
。
い
の
ち
の

黄
昏
。
芸
術
の
黄
昏
。
人
類
の
黄
昏
」
と
、
す
べ
て
を
「
黄
昏
」
だ
と
断
じ
て

い
た
上
原
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
主
要
登
場
人
物
た
ち
と
夕
陽
は
重
ね
あ
わ

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
『
斜
賜
』
と
い
う
題
名
も
そ
の
ま
ま
〈
滅
び
〉

を
表
す
夕
賜
で
あ
る
と
解
釈
し
て
し
ま
う
と
、
こ
の
小
説
の
世
界
を
狭
い
と
こ

そ
の
点
、
た
と
え
ば
柄
谷
行
人
氏
が
典
拠
の
ひ
と
つ
で
あ
る
チ
ェ
ー
ホ
フ
の

作
品
『
竹
青
』
の
一
節
を
援
用
し
て
、
夕
賜
に
〈
滅
ぴ
〉
の
み
な
ら
ず
〈
明
る

(
1
)
 

さ
〉
を
も
読
み
取
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
と
同
質
の
〈
明
る

試
論

斎

藤

理！

生
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い
斜
賜
〉
と
し
て
、
太
宰
作
品
か
ら
さ
ら
に
、
『
東
京
八
娯
』
の
「
私
」
が
見
出

(
2
)
 

す
武
蔵
野
の
夕
賜
や
、
『
惜
別
』
で
初
対
而
の
「
私
」
と
「
周
さ
ん
」
が
松
島
で

(
3
)
 

見
つ
め
る
夕
賜
に
照
ら
さ
れ
た
海
の
光
最
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
本
論
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
夕
賜
の
両
義
性
で
は

な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
『
斜
賜
』
と
い
う
題
名
が
夕
賜
で
は
な
い
も
う
―
つ
の

斜
め
か
ら
射
す
太
腸
を
含
意
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

あ
ろ
う
と
も
、

な
る
ほ
ど
「
斜
拗
」
と
い
う
言
葉
は
、
た
と
え
字
面
は
〈
な
な
め
の
ひ
〉
で

(
4
)
 

一
般
に
は
西
日
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
の
よ
う
な
常

識
を
踏
ま
え
た
う
え
で
な
お
、
『
斜
賜
』
を
読
み
解
く
う
え
で
は
、
こ
れ
ま
で
ほ

と
ん
ど
取
り
あ
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
東
か
ら
射
す
賜
光
に
も
目
を
配
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
小
説
に
は
、
夕
賜
と
共
に
、
朝
ま
た

は
午
前
の
太
賜
が
物
語
の
重
要
な
場
而
に
射
し
て
い
る
か
ら
だ
。

朝
陽
と
「
幸
福
」

『
斜
賜
』
に
お
い
て
朝
賜
が
射
し
て
い
る
場
面
と
し
て
最
も
想
起
さ
れ
や
す
い

の
は
、
小
説
冒
頭
の
「
朝
日
」
に
包
ま
れ
た
情
景
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
本
論

で
は
ま
ず
、
冒
頭
で
は
な
く
、
そ
こ
で
闊
達
な
「
ほ
ん
も
の
の
賞
族
」
と
し
て

ふ
る
ま
う
栂
が
、

い
よ
い
よ
死
を
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
わ
か
る
「
五
」
に

注
目
し
た
い
。
次
の
引
用
は
、
栂
の
死
が
近
い
こ
と
を
知
っ
て
取
り
乱
し
て
い

も
う
一
っ
と
は
す
な
わ
ち
、
朝
ま
た
は
午
前
の
賜
射
し
で
あ
る
。

た
か
ず
子
が
、
母
と
天
皇
と
自
分
と
を
、
「
幸
福
感
」
に
浸
る
存
在
と
し
て
つ
な

私
は
、
お
栂
さ
ま
は
い
ま
幸
福
な
の
で
は
な
い
か
し
ら
、
と
ふ
と
息
つ

た
。
幸
福
感
と
い
ふ
も
の
は
、
悲
哀
の
川
の
底
に
沈
ん
で
、
幽
か
に
光
つ

て
ゐ
る
砂
金
の
や
う
な
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
悲
し
み
の
限
り
を
通
り

過
ぎ
て
、
不
息
議
な
薄
明
り
の
気
持
、
あ
れ
が
韓
闘
感
と
い
ふ
も
の
な
ら

ば
、
陛
下
も
、
お
母
さ
ま
も
、
そ
れ
か
ら
私
も
、
た
し
か
に
い
ま
、
韓
闘
"

こ
の
場
面
で
は
、
「
午
前
」
の
「
H
ざ
し
」
の
な
か
で
「
不
思
議
な
薄
明
り
の

気
持
」
で
あ
る
「
幸
福
」
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
賜
射
し

そ
の
も
の
と
共
に
、
こ
う
し
た
周
辺
の
表
現
に
も
目
を
配
っ
て
お
き
た
い
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
場
面
が
「
二
」
に
あ
る
か
ら
だ
。
次
の
引
用
は
、

か
ず
子
が
火
事
を
起
こ
し
か
け
た
翌
朝
、
母
に
「
な
ん
で
も
な
い
事
だ
っ
た
の

ね
。
燃
や
す
た
め
の
薪
だ
も
の
」
と
言
っ
て
も
ら
っ
た
後
の
記
述
で
あ
る
。

私
は
急
に
楽
し
く
な
っ
て
、
ふ
ふ
ん
と
笑
っ
た
。
機
に
か
な
ひ
て
語
る

言
は
銀
の
彫
刻
物
に
金
の
林
檎
を
嵌
め
た
る
が
如
し
、
と
い
ふ
聖
書
の
綬

言
を
息
ひ
出
し
、
こ
ん
な
優
し
い
お
栂
さ
ま
を
持
つ
て
ゐ
る
自
分
の
韓
闘
＂

な
の
で
あ
る
。
静
か
な
、
秋
の
午
前
。
日
ざ
し
の
柔
ら
か
な
、
秋
の
庭
゜

げ
る
こ
と
で
、
落
ち
着
き
を
得
る
場
面
で
あ
る
。
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疲
れ
は
て
て
ゐ
る
お
顔
だ
っ
た
。

顔
を
つ
く
づ
く
眺
め
た
。
ち
か
く
死
ぬ
ひ
と
の
や
う
な
頻
を
し
て
ゐ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
対
照
と
し
て

一
篇
の
さ
ま
ざ
ま
な
箇
所
に
強
い
西
日
が

部
屋
が
薄
明
る
く
な
っ
て
、
私
は
、
傍
で
眠
つ
て
ゐ
る
そ
の
ひ
と
の
寝
決
ま
っ
て
東
か
ら
斜
め
の
光
が
射
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

夜
が
明
け
た
。

る
の
と
同
時
に
か
ず
子
の
内
面
に
変
化
が
起
こ
る
。

も
う
こ
の
ひ
と
か
ら
離
れ
ま
い
。

の
深
い
つ
な
が
り
が
見
出
せ
よ
う
。

き
、
そ
の
ひ
と
の
髪
を
撫
で
な
が
ら
、
私
の
は
う
か
ら
キ
ス
を
し
た
。

を
、
つ
く
づ
く
神
さ
ま
に
感
謝
し
た
。
ゆ
う
べ
の
事
は
、

も
う
く
よ
く
よ
す
ま
い
、
と
思
っ
て
、
私
は
支
那
間
の
硝
子
戸
越
し
に
、

釧
の
伊
豆
の
海
を
眺
め
、

り
合
っ
て
し
ま
っ
た
。

て
、
お
し
ま
ひ
に
は
お
母
さ
ま
の
し
づ
か
な
呼
吸
と
私
の
呼
吸
が
ぴ
っ
た

ゆ
う
べ
の
事
。

い
つ
ま
で
も
お
母
さ
ま
の
う
し
ろ
に
立
つ
て
ゐ

朝
、
母
と
の
「
幸
福
」
な
一
体
感
に
浸
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
先
の
引
用
と

た
だ
し
、
か
ず
子
が
「
幸
福
」
な
一
体
感
を
お
ぽ
え
た
と
言
う
相
手
は
、
母

だ
け
で
は
な
い
。
「
六
」
を
見
よ
う
。
母
の
死
後
、
上
原
の
も
と
へ
走
っ
た
か
ず

子
は
、
「
一
匹
の
老
猿
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
彼
に
失
望
し
た
と
言
う
。
そ
の
後

で
上
原
に
抱
か
れ
る
と
き
も
「
一
時
間
ち
か
く
、
必
死
の
無
言
の
抵
抗
」
を
す

る
し
、
結
局
体
を
許
す
の
も
「
可
哀
さ
う
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
「
私
の
そ
の
恋

は
、
消
え
て
ゐ
た
」
と
失
望
は
強
調
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
太
鴎
が
昇
っ
て
く

こ
の
憔
に
ま
た
と
無
い
く
ら
ゐ
に
、
と
て
も
、
と
て
も
美
し
い
顔
の
や

う
に
思
は
れ
、
恋
が
あ
ら
た
に
よ
み
が
へ
つ
て
米
た
や
う
で
胸
が
と
き
め

夜
明
け
の
光
の
な
か
で
、
か
ず
子
の
上
原
に
対
す
る
見
方
は
急
速
に
変
化
し

て
ゆ
く
の
だ
。
さ
ら
に
続
け
て
、
か
ず
子
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
私
、
い
ま
韓
躙
よ
。
四
方
の
壁
か
ら
嘆
き
の
声
が
聞
え
て
米
て
も
、
私

の
い
ま
の
華
福
峨
は
、
飽
和
点
よ
。
＜
し
や
み
が
出
る
く
ら
ゐ
詞
躙
だ
わ
。
」

か
ず
子
は
上
原
に
寄
り
添
い
、

い
ま
「
幸
福
」
だ
と
く
り
返
す
。
こ
う
し
て

見
て
く
る
と
、
要
す
る
に
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
か
ず
子
は
何
度
も
誰
か
と
「
幸

福
」
な
一
体
感
を
お
ぽ
え
た
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
さ
い
に

射
し
て
い
る
こ
と
を
軽
視
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
先
に
「
二
」
で
母
と
娘
が
「
幸

ひ
と
。 私

の
ひ
と
。
私
の
虹
。
マ
イ
、
チ
ャ
イ
ル
ド
。
に
く
い
ひ
と
。
ず
る
い

犠
牲
者
の
顔
。
賞
い
犠
牲
者
。
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を
太
賜
と
共
に
害
き
記
す
の
だ
。

3
 

対
照
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

福
」
な
一
体
感
に
包
ま
れ
る
朝
の
場
面
を
引
用
し
た
が
、
「
夏
の
夕
葬
」
の
直
治

の
帰
遠
が
そ
う
し
た
「
私
た
ち
の

11の
最
後
の
残
り
火
の
光
が
師
い
た
頃
」

を
終
わ
ら
せ
る
。
「
五
」
で
か
ず
子
が
再
ぴ
母
と
一
体
感
を
詑
え
て
も
、
結
局
そ

の
栂
は
黄
昏
の
中
で
死
ん
で
し
ま
い
、
「
幸
福
」
を
保
ち
続
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
上
原
も
ま
た
、
朝
賜
に
包
ま
れ
て
「
幸
福
」
を
訴
え
る
か
ず
子
に
対
し
て

「
で
も
、
も
う
、
お
そ
い
な
あ
。
如
~
だ
」
と
正
反
対
の
光
線
と
し
て
解
釈
し

て
い
る
。
し
か
も
同
じ
朝
に
直
治
は
、
「
夜
が
明
け
て
米
ま
し
た
。
永
い
こ
と
苦

労
を
お
か
け
し
ま
し
た
」
と
、
ま
る
で
朝
賜
を
浴
ぴ
る
の
を
避
け
る
か
の
よ
う

に
自
殺
す
る
。
と
り
わ
け
直
治
は
、
か
つ
て
「
夕
頻
H
誌
」
に
「
春
の
釧
、
二
、

三
輪
の
花
の
咲
き
綻
ぴ
た
梅
の
枝
に
朝
日
が
当
つ
て
、
そ
の
枝
に
ハ
イ
デ
ル
ベ

ル
ヒ
の
若
い
学
生
が
、
ほ
つ
そ
り
と
編
れ
て
死
ん
で
ゐ
た
と
い
ふ
」
と
、
ま
た

追
競
に
「
僕
と
い
ふ
草
は
、
こ
の
世
の
空
気
と
~
の
中
に
、
生
き
に
く
い
ん
で

す
」
と
書
き
記
し
て
、
く
り
返
し
太
賜
を
拒
ん
で
い
る
だ
け
に
、
か
ず
子
と
の

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
相
対
化
さ
れ
な
が
ら
も
、
か
ず
子
は
「
八
」
に
お
け

る
上
原
へ
の
最
後
の
手
紙
に
お
い
て
も
「
私
は
、
縛
闘
が
ん
で
す
の
。
私
の
望

み
ど
ほ
り
に
、
赤
ち
ゃ
ん
が
出
米
た
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
の
」
と
曹
き
、
ま
た

子
ど
も
と
共
に
「
太
陥
の
や
う
に
生
き
る
つ
も
り
」
だ
と
、
「
幸
福
」
な
一
体
感

こ
の
最
後
の
太
腸
に
つ
い
て
、
孫
才
喜
氏
は
、
「
荘
厳
に
沈
ん
で
い
く
「
夕
日
」

し
て
織
り
な
す
プ
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
泄
界
な
の
だ
。

ら
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

一っ

の
美
し
さ
が
、
「
最
後
の
打
婦
人
」
と
し
て
滅
ぴ
て
い
く
母
の
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
夕
日
」
の
後
に
昇
っ
て
く
る
「
太
陽
」
の
退
し
さ
と
輝

(
5
)
 

き
は
、
「
革
命
」
に
生
き
る
か
ず
子
の
姿
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
孫
氏
の
指

摘
は
、
か
つ
て
鳥
居
邦
朗
氏
が
『
斜
賜
』
に
は
「
没
落
へ
の
挽
歌
と
い
う
第
一

(
6
)
 

主
題
と
か
ず
子
の
再
生
と
い
う
第
二
主
題
」
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
と

重
な
り
あ
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
没
落
の
主
題
が
夕
賜
に
、
再
生
の
主
題
が
朝

賜
に
託
さ
れ
て
お
り
、
『
斜
賜
』
は
夕
賜
を
送
り
朝
賜
を
迎
え
る
物
語
だ
と
捉
え

け
れ
ど
も
、
小
説
の
な
か
の
賜
射
し
を
細
か
く
追
え
ば
、
『
斜
賜
』
に
お
け
る

太
賜
は
、
夕
賜
か
ら
朝
賜
へ
と
単
純
に
変
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

の
腸
射
し
は
一
篇
の
随
所
に
現
れ
、
反
靱
・
相
対
化
し
あ
っ
て
い
る
。
い
わ
ば

『
斜
腸
』
の
憔
界
と
は
、
西
に
傾
い
た
太
陪
と
、
東
か
ら
昇
る
太
腸
と
が
交
錯

そ
の
よ
う
な
目
で
ふ
り
か
え
れ
ば
、
冒
頭
で
「
朝
日
の
当
つ
て
ゐ
る
壁
に
お

背
中
を
も
た
せ
か
け
」
な
が
ら
健
や
か
に
か
ず
子
と
会
話
を
し
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
黄
昏
の
な
か
で
死
ぬ
母
、
朝
を
拒
み
つ
づ
け
る
「
夕
頻
」
の
直
治
、

黄
昏
し
か
目
に
入
ら
な
い
上
原
、
苦
手
だ
っ
た
朝
に
「
幸
福
」
を
見
い
だ
し
て

ゆ
く
か
ず
子
、
「
水
色
の
遠
い
夕
空
」
を
た
だ
眺
め
て
い
る
上
原
の
妻
な
ど
、
作

中
人
物
た
ち
が
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
斜
め
の
太
腸
を
浴
ぴ
て
い
る
こ
と
に
、
あ
ら

た
め
て
盤
か
さ
れ
る
。
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息
え
ば
、
当
時
の
太
宰
治
の
小
説
に
は
、
太
賜
の
光
が
作
品
の
重
要
な
要
索

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
夕
賜
で
あ
れ
ば
、

『
春
の
枯
莱
』
の
冒
頭
に
も
、
物
語
内
容
と
密
接
に
璽
な
り
合
う
き
わ
め
て
印

(
7
)
 

象
的
な
夕
葬
れ
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
朝
賜
で
あ
れ
ば
、
題
名
に
な
っ
て
い
る

も
の
だ
け
で
も
『
薄
明
』
と
『
朝
』
が
あ
る
し
、
『
犯
人
』
の
主
人
公
が
「
ド
オ

(8) 

ウ
ン
」
に
圧
倒
さ
れ
る
場
面
な
ど
も
無
視
で
き
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
作

品
に
お
い
て
、
夕
賜
や
朝
賜
が
『
斜
賜
』
と
同
一
の
意
味
を
与
え
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
太
励
の
光
が
そ
の
作
品
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
要

索
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
、
朝
賜
に
関
し
て
さ

ら
に
言
い
つ
の
れ
ば
、
『
冬
の
花
火
』
に
お
い
て
「
あ
さ
」
に
別
れ
を
告
げ
て
東(

9
)
 

京
に
戻
り
「
堕
ち
る
」
こ
と
を
決
意
す
る
数
枝
を
照
ら
し
て
い
た
午
前
の
光
や
、

『
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
』
の
「
さ
っ
ち
ゃ
ん
」
が
末
尾
で
見
つ
め
て
い
た
コ
ッ
プ
の

(10) 

な
か
の
光
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
斜
陽
〉
の
姿
で
は
な
か
っ
た
か
。

し
か
し
、
今
は
『
斜
賜
』
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
し
よ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
太
賜

光
線
が
描
か
れ
る
な
か
で
、
な
ぜ
、
か
ず
子
だ
け
が
朝
賜
を
う
け
と
め
、
そ
こ

に
何
度
も
「
幸
福
」
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
そ
の
問
題
を
、
次
に
、

か
ず
子
の
言
葉
づ
か
い
に
注
目
す
る
こ
と
で
考
え
た
い
。

の
中
身
は
ひ
と
連
な
り
で
は
な
く
、
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
か
ず
子
の
手
記

の
語
り
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
「
一
」
「
二
」
「
三
」
「
五
」
「
六
」
は
、
ど

子
は

れ
ど
、
（
二
）

話
題
を
か
え
、
脱
線
し
、
そ
れ
で
も
曹
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
序
盤
の
か
ず

一
貫
し
た
文
章
を
綴
る
力
を
欠
い
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
も
そ
も
「
こ

●
地
下
足
袋
の
事
か
ら

つ
い
む
だ
話
を
は
じ
め
て
脱
線
し
ち
ゃ
っ
た
け

●
蛇
の
話
を
し
よ
う
か
し
ら
。
（
一
）

●
あ
あ
、
何
も
―
つ
も
包
み
か
く
さ
ず
、
は
つ
き
り
苫
き
た
い
。
（
一
）

●
恋
、
と
曹
い
た
ら
、
あ
と
、
苦
け
な
く
な
っ
た
。
（
一
）

●
戦
争
の
事
は
、
語
る
の
も
間
く
の
も
い
や
、
な
ど
と
言
ひ
な
か
ら
、
つ

い
自
分
の
「
費
重
な
る
体
験
談
」
な
ど
語
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
（
二
）

●
け
さ
の
ス
ウ
プ
の
事
か
ら
、
ず
い
ぶ
ん
脱
線
し
ち
ゃ
っ
た
け
れ
ど
、
（

~ 
書
き
あ
ぐ
む
・
ロ
走
る

『
斜
賜
』
の
序
盤
に
は
、
か
ず
子
の
語
り
方
に
注
意
を
向
け
さ
せ
る
記
述
が
多

く
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
記
述
か
ら
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
は
、
か
ず

子
が
手
記
を
し
ば
し
ば
曹
き
あ
ぐ
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

か
ず
子
の
言
葉
づ
か
い
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っ
た
。
（
二
）

0
自
分
で
も
、

に
、
肉
体
と
ま
る
で
無
関
係
に
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
続
い
て
出
た
。
（
二
）

ひ
ど
い
事
を
口
走
る
と
思
ひ
な
が
ら
、
言
莱
が
別
の
生
き

て
、
い
け
な
い

い
け
な
い
と
息
ひ
な
が
ら

言
葉
が
無
怠
識
み
た
い

●
頻
を
挙
げ
て
、
涙
を
手
の
甲
で
払
ひ
の
け
な
が
ら
、
お
栂
さ
ま
に
向
つ

自
分
で
も
、
あ
ら
ぬ
事
を
日
走
っ
た
、
と
息
っ
た
。
が
、
と
ま
ら
な
か

●
「
（
中
略
）
米
年
は
、
も
う
、
三
卜
。
」

●
「
私
に
は
、
恋
人
が
あ
る
の
。
」

●
「
い
や
だ
わ
！
私
、
そ
ん
な
話
。
」

」

「あ。

最
後
に
は
「
書
け
な
く
な
っ
た
」
と
閉
じ
ら
れ
て
い
た
り
す
る
だ
け
に
、
こ
こ

で
は
か
ず
子
の
曹
き
づ
ら
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
か
ず
子
は
そ
の
よ
う
に
準
口
き
あ
ぐ
み
、
口
ご
も
る
一
方
で
、
「
ロ

●
け
さ
は
食
堂
で
、
美
し
い
人
は
早
く
死
ぬ
、
な
ど
め
つ
さ
う
も
無
い
事

を
つ
い
日
走
つ
て
（
一
）

自
分
で
も
全
く
息
ひ
が
け
な
か
っ
た
言
葉
が
、

●
さ
う
し
て
、
子
供
が
無
い
か
ら
よ
、
な
ん
て
自
分
に
も
息
ひ
が
け
な
か

っ
た
へ
ん
な
事
を
日
走
つ
て
、
い
よ
い
よ
、
い
け
な
く
な
る
ば
か
り
で
、

と
言
っ
て
立
ち
上
り
、
さ
て
、
ど
こ
へ
も
行
く
と
こ
ろ
が
無
く
、
（
三
）

或
る
日
、
私
は
、
夫
か
ら
お
こ
ご
と
を
い
た
だ
い
て
淋
し
く
な
っ
て
、

ふ
つ
と
さ
う
言
っ
た
。
（
三
）

と
言
っ
て
、
田
心
は
ず
口
を
投
ひ
た
い
や
う
な
気
持
が
し
ま
し
た
。
（
四
）

走
る
」
み
ず
か
ら
の
姿
も
た
び
た
ぴ
杏
き
記
し
て
い
た
。

●
「
子
供
が
無
い
か
ら
よ
。
」

と
息
は
ず
言
っ
た
。

な
る
」
と
冒
頭
で
語
っ
た
内
容
を
も
う
一
度
ま
と
め
て
仕
切
り
直
し
を
し
た
り
、

に
な
っ
た
の
で
、
髪
の
毛
？

と
お
た
づ
ね
す
る
と

い
い
え
、
と
お
答
へ
に

一度、
れ
も
ほ
ぽ
同
じ
長
さ
で
あ
る
が
、
「
こ
に
だ
け
二
回
の
一
行
あ
き
が
含
ま
れ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
三
」
も
「
夕
頻
H
誌
」
を
間
に
挟
ん
で
お
り
、
「
五
」
に
も

け
さ
は
、

行
あ
き
は
あ
る
。
が
、
「
一
」
は
二
度
の
中
断
以
外
に
も
、
「
さ
て
、

ス
ウ
プ
を
一
さ
じ
お
吸
ひ
に
な
っ
て
、
あ
、
と
小
さ
い
声
を
お
挙
げ

●
私
は
、
ご
め
ん
な
さ
い
、
と
す
ぐ
に
言
ひ
た
い
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
が

日
に
ど
う
し
て
も
出
な
い
で
、
か
へ
つ
て
別
の
言
葉
が
出
て
し
ま
っ
た
。

●
「
さ
う
よ
、
馬
鹿
よ
。
馬
鹿
だ
か
ら
、
だ
ま
さ
れ
る
の
よ
。
（
中
略
）
お

祉
さ
ま
の
愛
梢
を
、
そ
れ
だ
け
を
私
は
信
じ
て
生
き
て
来
た
の
で
す
。
」

と
ま
た
、
ば
か
な
、
あ
ら
ぬ
事
を
日
走
っ
た
。
（
二
）

●
「
お
斑
さ
ま
。
」

日
か
ら
出
た
。
（
三
）

物
の
や
う
に
、
ど
う
し
て
も
と
ま
ら
な
い
の
だ
。
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か
く
も
頻
出
す
る
か
ず
子
の
口
走
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る

(11) 

先
行
研
究
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
榊
原
理
智
氏
の
論
文
だ
け
で
あ
る
。
榊
原

氏
は
、
と
く
に
「
二
」
に
お
け
る
か
ず
子
の
口
走
り
を
取
り
あ
げ
て
、
か
ず
子

が
「
言
説
の
上
で
「
行
く
と
こ
ろ
」
の
あ
る
自
分
を
打
ち
立
て
る
た
め
」
に
こ

の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
か
ず
子
は
山
木

と
の
結
婚
生
活
が
危
機
に
瀕
し
た
と
き
に
も
口
走
っ
て
い
る
た
め
、
氏
の
指
摘

に
は
説
得
力
が
あ
る
。
だ
が
右
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
か
ず
子
は
母
と
の
な
に
げ

な
い
会
話
の
さ
な
か
に
お
い
て
も
口
走
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
は
必

ず
し
も
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
て
言
葉
を
発
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
そ
も
そ
も
こ
の
手
記
そ
の
も
の
が
口
走
り
に
近
い

形
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
手
記
の
冒
頭
を
書
き
始
め
た
時
点

な
い
。
し
か
し
「
こ
の
山
荘
の
安
穏
は
、
全
部
い
つ
は
り
の
、
見
せ
か
け
」
か

も
し
れ
な
い
と
、
現
状
の
平
穏
に
欺
購
を
党
え
る
胸
の
中
の
葛
藤
は
つ
の
る
ば

か
り
だ
っ
た
。
語
り
手
が
そ
の
よ
う
に
切
迫
し
た
状
態
で
箪
を
執
っ
た
こ
と
と
、

一
篇
の
冒
頭
が
「
あ
」
と
い
う
発
作
的
な
つ
ぶ
や
き
を
母
と
娘
が
共
に
発
す
る

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
「
蛇
の
話
を
し
よ

う
か
し
ら
」
と
思
い
つ
き
の
よ
う
に
語
ら
れ
始
め
る
こ
と
も
、
「
貴
重
な
る
体
験

談
」
を
つ
い
語
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
、
同
様
で
あ
る
。
彼
女
じ
し
ん
制
御
で
き

な
い
言
葉
が
先
走
っ
て
し
ま
う
か
ら
こ
そ
、
手
記
は
中
断
や
脱
線
を
多
く
含
ま

で
の
か
ず
子
は
、
過
去
を
相
対
化
し

一
貰
し
た
内
容
を
綴
る
力
を
持
っ
て
い

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
。

『
斜
腸
』
以
外
に
も
、
こ
の
時
期
の
太
宰
作
品
に
は
、
語
り
手
で
あ
り
主
人
公

で
も
あ
る
女
性
が
、
意
図
せ
ぬ
言
葉
を
唐
突
に
発
し
て
予
期
し
な
い
場
所
に
連

は
、
椿
屋
の
主
人
夫
婦
に
「
自
分
で
も
息
ひ
が
け
な
か
っ
た
嘘
を
す
ら
す
ら
と

言
」
っ
て
い
る
う
ち
に
、
大
谷
の
妻
か
ら
「
お
店
の
お
手
伝
ひ
」
に
変
貌
し
て
ゆ

く
。
ま
た
『
お
さ
ん
』
の
語
り
手
は
、
父
親
の
行
き
先
を
案
じ
る
娘
に
「
お
寺

へ
」
と
、
「
口
か
ら
出
ま
か
せ
に
、

い
い
加
減
の
返
事
を
し
」
、
嘘
を
「
不
思
議

な
く
ら
ゐ
、
す
ら
す
ら
と
」
つ
く
こ
と
で
、
夫
の
死
と
い
う
「
と
ん
で
も
無
い

不
吉
な
事
」
を
予
言
し
て
し
ま
う
。
『
斜
賜
』
の
か
ず
子
の
場
合
、

口
走
る
こ
と

で
『
お
さ
ん
』
の
語
り
手
の
よ
う
に
予
言
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
「
さ
っ
ち
ゃ
ん
」

の
よ
う
に
そ
れ
で
当
面
の
事
態
を
う
ま
く
乗
り
切
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
逼
迫
し
て
ゆ
く
事
態
を
切
り
抜
け
る
た
め
に
か
ず
子
は
、

ロ

走
る
こ
と
と
は
別
な
言
葉
の
用
い
方
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て

た
し
か
に
か
ず
子
は
、
物
語
の
あ
る
時
点
か
ら
急
に
口
走
る
こ
と
を
少
な
く
し

て
ゆ
き
、
「
五
」
以
降
は
ま
っ
た
く
日
走
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
か
ず

子
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
の
用
い
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
か
。

: 
触
発
さ
れ
る
・
く
り
返
す

き
っ
か
け
は
、
直
治
の
「
夕
頻
日
誌
」
に
あ
る
。
「
三
」
の
「
夕
顔
日
誌
」
を

れ
出
さ
れ
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
』
の
「
さ
っ
ち
ゃ
ん
」
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読
む
前
の
か
ず
子
の
状
況
を
確
認
し
よ
う
。
か
ず
子
は
、
母
の
病
気
と
直
治
の

放
蕩
ぶ
り
と
今
後
の
自
分
の
行
く
末
に
心
を
痛
め
な
が
ら
、
ど
う
す
る
こ
と
も

で
き
ず
に
「
い
よ
い
よ
、

い
け
な
く
な
る
ば
か
り
」
で
困
惑
し
て
い
た
と
い
う
。

そ
こ
で
彼
女
は
例
に
よ
っ
て
息
わ
ず
「
あ
」
と
声
を
洩
ら
す
。
が
、
そ
の
よ
う

に
日
走
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
「
さ
て
、
ど
こ
へ
も
行
く
と
こ
ろ
が
無
く
、
身
一

つ
を
も
て
あ
ま
し
て
」
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
に
「
ふ
ら
ふ
ら
階
段
を
の

ぼ
つ
て
行
っ
て
、

二
階
の
洋
間
に
は
ひ
つ
て
み
」
て
、
直
治
の
言
葉
に
出
会
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
転
機
が
訪
れ
る
。
以
下
は
、
「
夕
顔
日
誌
」
を
読
み
終
え
た
か

賃
で
な
い
人
間
が
あ
る
だ
ら
う
か
、
と
あ
の
ノ
ー
ト
プ
ッ
ク
に
書
か
れ

て
ゐ
た
け
れ
ど
も
、
さ
う
言
は
れ
て
み
る
と
、
私
だ
っ
て
札
叫
＂
、
叔
父
さ

ま
も

Ill、お
母
さ
ま
だ
っ
て
、

Illみた
い
に
思
は
れ
て
米
る
。

Ill

か
ず
子
は
日
誌
に
触
発
さ
れ
、

そ
こ
に
あ
っ
た
「
不
良
」
と
い
う
言
葉
を
く

り
返
し
、
か
み
し
め
る
こ
と
で
、
独
自
の
文
脈
に
落
と
し
こ
ん
で
ゆ
く
。
そ
し

て
こ
の
「
不
良
」
と
い
う
言
莱
に
よ
っ
て
「
札
つ
き
の
不
良
」
で
あ
る
上
原
と

(12) 

の
間
に
つ
な
が
り
が
築
き
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
か
ず
子
は
、
唐
突
に
口
を

つ
く
自
ら
の
言
葉
に
右
往
左
往
す
る
の
で
は
な
く
、
他
者
の
言
葉
を
自
分
の
文

と
は
、
優
し
さ
の
事
で
は
な
い
か
し
ら
。

ず
子
の
語
り
で
あ
る
。

お
方
、
あ
の
お
嬢
さ
ん
も
お
綺
麗
だ
、
け
れ
ど
も
私
は
、
神
の
審
判
の
台

外
へ
出
て
、
こ
が
ら
し
に
吹
か
れ
、
戦
闘
、
開
始
、
恋
す
る
、
す
き
、
こ

の
様
子
は
、
端
的
に
は
次
の
場
面
か
ら
わ
か
る
。

し
て
ゆ
く
過
程
で
、
新
た
な
行
動
の
指
針
を
見
出
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

脈
に
岡
き
直
す
こ
と
で
次
の
一
歩
を
踏
み
出
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

直
治
の
言
葉
を
皮
切
り
に
、
以
後
か
ず
子
は
、
別
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
も
行
動

の
糧
と
な
る
言
葉
を
得
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、
高
田
知
波
氏
が
指
摘
し
た
よ

(13) 

う
に
、
聖
署
や
ロ
ー
ザ
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
「
経
済
学
入
門
」
を
独
自
に
解
釈

結
果
、
か
ず
子
は
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
、
次
々
に
新
し
い
自
分

に
な
っ
て
ゆ
く
。
も
っ
と
も
、
か
ず
子
は
あ
ら
か
じ
め
強
固
な
自
分
を
持
ち
、

そ
の
自
分
に
従
っ
て
言
葉
を
選
ん
で
変
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
言
葉
に

出
く
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
自
分
を
生
成
さ
せ
て
い
る
と

言
っ
た
方
が
正
し
い
の
で
（
ゆ
え
に
、
言
葉
が
先
に
あ
る
と
い
う
音
心
味
で
は
、

か
ず
子
は
口
走
っ
て
い
た
頃
と
変
わ
っ
て
い
な
い
）
、
時
に
言
業
が
先
走
る
。
そ

が
れ
る
、
本
当
に
恋
す
る
、
本
当
に
す
き
、
本
当
に
こ
が
れ
る
、
恋
ひ
し

い
の
だ
か
ら
仕
様
が
無
い
、
す
き
な
の
だ
か
ら
仕
様
が
無
い
、
こ
が
れ
て

ゐ
る
の
だ
か
ら
仕
様
が
無
い
、
あ
の
奥
さ
ま
は
た
し
か
に
珍
ら
し
く
い
い

に
立
た
さ
れ
た
っ
て
、
少
し
も
自
分
を
や
ま
し
い
と
は
息
は
ぬ
、
人
間
は
、

恋
と
革
命
の
た
め
に
生
れ
て
米
た
の
だ
、
神
も
罰
し
給
ふ
筈
が
無
い
、
私
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〈
賞
味
期
限
〉
と
う
つ
ろ
い
や
す
さ

を
感
じ
る
場
面
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
長
く
混
乱
し
た
一
文
か
ら
わ
か
る
の
は
、
特
定
の
言
葉
の
反
復
に
よ
っ

て
田
心
考
が
固
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
だ
。
か
ず
子
は
「
経
済
学
入
門
」
か
ら
禅

き
出
し
た
「
恋
と
革
命
」
と
い
う
言
葉
を
再
ぴ
持
ち
出
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ

ん
、
こ
こ
ま
で
に
二
度
く
り
返
し
て
い
た
「
戦
闘
、
開
始
」
と
い
う
言
葉
も
あ

ら
た
め
て
持
ち
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
「
恋
す
る
」
「
好
き
」
「
仕
様
が

な
い
」
「
本
当
に
」
な
ど
、
細
部
に
お
い
て
も
同
じ
言
葉
を
反
復
し
続
け
る
。
そ

の
よ
う
に
何
度
も
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
だ
こ
な
れ
な
い
言
葉
が

(14) 

彼
女
じ
し
ん
の
も
の
と
し
て
定
着
し
て
く
る
。
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
同

じ
こ
と
は
、
先
に
あ
げ
た
朝
賜
の
な
か
で
か
ず
子
が
上
原
に
寄
り
そ
い
「
幸
福
」

: 戸
松
泉
氏
は
、
「
六
」
で
の
か
ず
子
が
「
言
い
間
か
せ
る
」
こ
と
と
「
実
際
の

行
動
」
の
間
で
「
大
き
く
揺
れ
動
」
い
て
い
る
と
し
て
、
「
自
分
を
何
度
も
立
て

直
さ
な
け
れ
ば
、
か
ず
子
は
前
に
進
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
、
か
ず
子
の
「
物

(15) 

語
」
は
観
念
的
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
な
指
摘
で

Iヽ こ
~, と は

み
ぢ
ん
も
悪
く
な
い
、
本
当
に
す
き
な
の
だ
か
ら
大
威
張
り
、
あ
の
ひ

目
お
逢
ひ
す
る
ま
で
、
二
晩
で
も
三
晩
で
も
野
宿
し
て
も
、
必
ず
。

と
共
に
変
え
て
い
た
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
。

た
か
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
党
し
て
い
る
か
は
別
に
し
て

―
つ
の
「
観
念
的
」
な
「
物
語
」
の
〈
買
味

あ
る
が
、
こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
か
ず
子
が
言
い
間
か
せ
ら
れ
る
言
葉
を
持

て
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
言
葉
を
状
況
の
変
化
に
し
た
が
っ
て
改

変
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ
。
「
夕
顔
日
誌
」
と
聖
書
と
「
経
済
学
入

門
」
に
触
発
さ
れ
て
得
た
言
葉
に
よ
っ
て
急
速
に
上
原
に
接
近
し
て
い
っ
た
彼

女
は
、
こ
の
後
い
っ
た
ん
上
原
へ
の
「
恋
」
を
失
う
も
の
の
、
や
が
て
「
犠
牲

者
」
と
し
て
尊
重
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
直
治
の
死
後
は
会
わ
な
く
な
り
、
懐

妊
し
て
か
ら
は
胎
児
と
「
太
肋
の
や
う
に
生
き
る
つ
も
り
」
だ
と
決
意
す
る
。

こ
の
目
ま
ぐ
る
し
い
展
開
が
意
味
す
る
の
は
、
後
半
の
か
ず
子
が
、
ど
こ
ま
で

期
限
〉
が
す
ぎ
る
や
い
な
や
、
ま
た
別
の
「
物
語
」
を
見
出
し
て
ゆ
く
、
し
た

「
不
良
」
（
三
、
四
で
頻
出
）
に
せ
よ
「
恋
と
革
命
」
（
五
、
六
で
頻
出
）
に
せ

よ
、
「
犠
牲
者
」
（
六
、
八
で
頻
出
）
に
せ
よ
、
小
説
の
後
半
に
至
る
と
、
か
ず

子
は
か
つ
て
の
よ
う
に
そ
の
時
々
に
お
け
る
自
分
を
説
明
す
る
言
葉
に
困
ら
な

く
な
る
。
そ
う
し
た
、
あ
た
か
も
〈
斜
協
〉
そ
の
も
の
を
体
現
し
た
か
の
よ
う

な
う
つ
ろ
い
や
す
さ
は
、
先
に
論
じ
た
、
「
幸
福
」
な
一
体
感
を
太
励
と
共
に
味

わ
う
相
手
を
栂
か
ら
上
原
へ
、
や
が
て
胎
児
と
次
々
に
、
や
は
り
〈
買
味
期
限
〉
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で
は
、
以
上
の
よ
う
な
言
葉
づ
か
い
を
す
る
か
ず
子
と
、
こ
の
小
説
の
も
う

一
人
の
語
り
手
で
あ
る
直
治
の
言
葉
づ
か
い
と
の
間
に
は
、
ど
の
よ
う
な
ち
が

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
か
ず
子
が
く
り
返
し
「
幸
福
」
な
朝
を
迎
え
よ
う

と
す
る
の
に
対
し
、
直
治
に
と
っ
て
朝
は
死
の
イ
メ
ー
ジ
に
彩
ら
れ
て
お
り
、

太
肋
に
対
す
る
態
度
を
比
較
す
る
と
、

と
い
う
視
角
か
ら
見
た
と
き
、
こ
の
姉
と
弟
に
は
、
む
し
ろ
共
通
点
が
多
い
。

た
と
え
ば
手
記
の
中
に
自
分
の
手
紙
を
引
用
し
た
り
、
あ
る
い
は
上
原
を
「

M
.

C
」
だ
の
「
洋
画
家
」
だ
の
と
あ
え
て
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
み
た
い
に
し
て
」
語
っ

て
み
せ
た
り
す
る
類
似
が
あ
る
。

二
人
は
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
言
葉

ま
た
二
人
は
、
語
り
手
と
し
て
執
拗
に
言
菓
に
こ
だ
わ
る
点
で
も
よ
く
似
て

い
る
。
か
ず
子
の
手
記
に
は
「
私
は
、
悲
し
み
の
底
を
突
き
抜
け
た
心
の
平
安
、

と
で
も
言
っ
た
ら
い
い
の
か
し
ら
、
そ
の
や
う
な
幸
福
感
に
も
似
た
心
の
ゆ
と

り
か
出
て
米
て
」
（
五
）
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
直
治
の
追
書
に
も
、
「
高
批
、

と
で
も
言
っ
た
ら
い
い
の
か
し
ら
。
僕
の
周
囲
の
費
族
の
中
に
は
、

い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

四
直
治
の
言
葉
づ
か
い

マ
マ
は
と

に
か
く
、
あ
ん
な
無
警
戒
な
「
正
直
」
な
眼
の
表
梢
の
出
米
る
人
は
、
ひ
と
り

も
ゐ
な
か
っ
た
」
（
七
）
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
と
り
わ
け
直
治
の
追
書
に
は
、

「
正
直
、
と
は
、
こ
ん
な
感
じ
の
表
梢
を
言
ふ
の
で
は
な
い
か
し
ら
」
だ
の
、

ウ
ソ
だ
。
主
義
？
ウ
ソ
だ
。
理
想
？

ゞ
）
。t
 

「
ヒ
ュ
ウ
マ
ニ
テ
イ
と
い
ふ
言
葉
は
こ
ん
な
時
に
こ
そ
使
用
さ
れ
て
麻
生
す
る

言
葉
な
の
で
は
な
か
ら
う
か
」
だ
の
と
、
同
じ
よ
う
な
表
現
が
頻
出
す
る
。
姉

弟
は
共
に
、
既
成
の
言
葉
で
は
説
明
し
づ
ら
い
何
か
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の

そ
の
よ
う
に
言
葉
に
う
る
さ
い
が
た
め
に
、
当
初
二
人
は
、
自
分
た
ち
の
胸

の
内
を
十
分
に
文
章
に
綴
れ
な
か
っ
た
。
か
ず
子
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
手

記
の
序
盤
で
何
度
も
書
き
あ
ぐ
ん
で
い
た
。
直
治
も
「
夕
顔
El
誌
」
で
「
息
想
？

ウ
ソ
だ
。
秩
序
？
・
ウ
ソ
だ
。
誠
実
？

兵
理
？
純
粋
？
・
み
な
ウ
ソ
だ
」
と
既
存
の
言
葉
に
否
定
を
突
き
つ
け
て
い
た

し
、
ま
た
日
誌
が
断
窄
形
式
で
あ
る
こ
と
も
、
中
断
・
脱
線
を
く
り
返
し
て
い

(16) 

た
序
盤
の
か
ず
子
の
手
記
と
似
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
か
ず
子
は
や
が
て
他
者
の
言
葉
を
独
自
の
文
脈
に
お
い
て
く
り

返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
を
位
置
づ
け
る
言
葉
を
見
出
し
て
、
新
た
な
行
動

へ
と
移
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
直
治
が
自
分
を
位
置
づ
け

る
言
葉
を
見
つ
け
た
の
は
、
迫
書
を
執
筆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

追
曹
に
よ
れ
ば
、
直
治
は
あ
ら
か
じ
め
こ
の

H
に
死
の
う
と
決
め
て
い
た
わ

け
で
も
な
け
れ
ば
、
か
ね
て
か
ら
「
氾
只
族
」
だ
と
自
認
し
て
い
た
わ
け
で
も
な

い
。
彼
は
偶
然
に
姉
の
不
在
に
め
ぐ
り
合
わ
せ
、
「
死
ぬ
な
ら
今
だ
」
と
思
っ
て

急
い
で
死
の
準
備
を
整
え
て
追
古
に
と
り
か
か
り
、
姉
に
対
し
て
自
分
が
死
す

べ
き
存
在
で
あ
る
と
訴
え
る
過
程
で
、
自
分
を
位
置
づ
け
る
言
葉
を
見
出
す
の



42 

五

を
離
し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
あ
る
。
直
治
は
、
追
書
を
書
き
始
め
る
時
点
で
は
、
「
い
ま
で
は
僕
の
下
品

は
、
た
と
ひ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
は
人
工
の
附
け
焼
刃
で
も
、
し
か
し
、
あ
と
の

四
十
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
ほ
ん
も
の
の
下
品
に
な
っ
て
ゐ
る
」
と
、
自
分
を
「
賞

族
」
と
「
民
衆
」
と
の
中
間
の
存
在
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
「
人
間
は
、
み
な
、
同
じ
も
の
だ
」
と
い
う
言
葉
を
決
し
て
受
け
入
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
「
姉
さ
ん
」
に
向
か
っ
て
く
り
返
し
訴
え
続
け
る
う
ち
に
、

「
ひ
と
の
ご
ち
そ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
生
き
て
行
け
な
く
な
」
っ
て
ま
で
「
な
ぜ

生
き
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ね
え
の
か
ね
？
」
と
語
る
よ
う
に
な
り
、
最
後
に
は

「
僕
は
、
賞
族
で
す
」
と
自
分
を
位
置
づ
け
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

「
賞
族
」
と
し
て
死
の
う
と
思
っ
た
か
ら
こ
そ
、
直
治
は
「
マ
マ
の
亡
く
な
っ

た
下
の
お
座
敷
に
蒲
団
を
ひ
い
て
」
、
姉
の
縫
い
直
し
た
「
マ
マ
の
か
た
み
の
麻

の
着
物
」
を
棺
に
入
れ
て
も
ら
お
う
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
か
ず
子
は
、
上

原
に
抱
か
れ
る
前
に
「
お
父
上
の
外
国
土
産
の
生
地
で
作
っ
た
ビ
ロ
ー
ド
の

(17) 

コ
ー
ト
」
を
脱
ぎ
捨
て
て
い
る
。
つ
ま
り
直
治
は
追
書
の
終
盤
に
至
っ
て
「
費

族
」
性
を
身
に
つ
け
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
に
対
し
、
か
ず
子
は
そ
こ
か
ら
身

〈
斜
陽
〉
へ
の
言
葉

か
ず
子
が
た
だ
一
人
「
幸
福
」
に
朝
陽
を
迎
え
続
け
ら
れ
た
の
は
、
彼
女
が

ひ
と
た
ぴ
見
出
し
た
「
幸
福
」
を
共
に
す
る
相
手
や
自
分
を
説
明
す
る
言
葉
を

へ
」
、
ほ
ど
な
く
し
て
黄
昏
の
な
か
で
死
ぬ
。

す
で
に
小
説
家
と
し
て
曹
け
な
く
な
っ
て
い
る
ら
し
い
上
原
は
、
か
ず
子
と

は
逆
に
、
「
悲
し
み
」
だ
の
「
黄
昏
」
だ
の
「
ギ
ロ
チ
ン
、
ギ
ロ
チ
ン
、
シ
ュ
ル

シ
ュ
ル
シ
ュ
」
だ
の
、
自
分
を
〈
滅
亡
〉
へ
と
駆
り
立
て
て
ゆ
く
言
葉
ば
か
り

を
く
り
返
し
、
「
陰
気
く
さ
い
、
嘆
き
の
溜
息
が
四
方
の
壁
か
ら
間
え
て
ゐ
る

時
、
自
分
た
ち
だ
け
の
幸
福
な
ん
て
あ
る
筈
は
無
い
」
と
こ
ぼ
す
。

母
は
、
西
片
町
か
ら
伊
豆
へ
移
り
住
ん
だ
直
後
に
病
を
得
て
か
ら
、
「
神
さ
ま

が
私
を
い
ち
ど
お
殺
し
に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
昨
H
ま
で
の
私
と
違
ふ
私
に
し

て
、
よ
み
が
へ
ら
せ
て
下
さ
っ
た
の
だ
わ
」
と
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
自
称
し

て
「
幸
福
を
お
装
ひ
に
な
」
る
が
、
や
は
り
か
ず
子
と
は
逆
に
、
「
H
に
日
に
衰

自
分
を
変
え
き
れ
な
か
っ
た
直
治
は
、
夢
の
世
界
で
上
原
の
妻
と
「
手
を
握

り
合
っ
た
夢
を
見
」
る
だ
け
で
「
満
足
し
て
、
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」

と
息
い
、
最
終
的
に
は
「
費
族
」
と
い
う
元
の
属
性
に
戻
ろ
う
と
し
て
、
夜
明

け
と
共
に
命
を
絶
つ
。
母
が
死
ぬ
前
に
母
と
一
体
化
し
て
、
死
ん
で
か
ら
は
上

原
を
求
め
て
い
っ
た
か
ず
子
と
は
逆
に
、
直
治
は
上
原
の
妻
と
は
夢
で
会
え
た

だ
け
で
幸
福
に
な
り
、
死
ん
だ
栂
と
一
体
化
し
て
自
分
も
死
の
う
と
す
る
。

そ
し
て
上
原
の
妻
は
、
変
化
し
よ
う
と
い
う
意
志
を
感
じ
さ
せ
ず
、
子
を
抱

き
な
が
ら
、
た
だ
西
に
傾
い
た
太
賜
を
受
け
と
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
静
止

し
、
沈
黙
し
た
ま
ま
の
上
原
の
妻
が
、
積
極
的
に
「
幸
福
」
や
言
葉
を
更
新
し

次
々
に
上
書
き
で
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
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れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

て
ゆ
く
か
ず
子
と
対
照
的
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

と
も
あ
れ
、
か
よ
う
に
か
ず
子
が
他
の
人
物
た
ち
と
ち
が
っ
て
い
る
か
ら
と

い
っ
て
、
『
斜
賜
』
の
〈
主
題
〉
を
彼
女
一
人
に
収
倣
さ
せ
て
読
む
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
主
要
登
場
人
物
た
ち
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
〈
な
な
め
の
ひ
〉
に
身

を
さ
ら
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
じ
賜
射
し
を
浴
び
た
と
き
で
さ
え
、
上
原
は

「
黄
昏
だ
」
と
、
か
ず
子
は
「
朝
」
だ
と
解
釈
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
の
小
説
の
特
徴
は
、
そ
う
し
た
対
立
を
含
ん
で
い
る
広
が
り
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
『
斜
賜
』
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
作
中
の
一
っ
―
つ
の

光
線
を
錯
綜
の
ま
ま
に
浮
か
び
あ
が
ら
せ
、
個
々
の
登
場
人
物
が
そ
こ
に
ど
の

よ
う
な
言
葉
や
態
度
を
示
し
て
い
た
か
を
確
か
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考

え
る
。
そ
の
う
え
で
、
『
斜
隅
』
と
い
う
、
小
説
全
体
を
包
む
こ
む
題
名
が
意
味

す
る
賜
射
し
に
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
与
え
る
か
は
、
読
者
一
人
一
人
に
委
ね
ら

注
田
柄
谷
行
人
氏
は
「
『
斜
賜
』
に
つ
い
て
」
（
太
宰
治
『
斜
賜
』
、
昭
4
9
.
2
、
新

潮
文
lqi）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
斜
賜
は
明
る
い
。
真
昼
の
太
賜
と
ち

が
っ
て
、
そ
こ
に
は
陰
影
が
あ
り
あ
る
い
は
陰
影
の
気
配
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が

一
附
明
る
さ
を
き
わ
立
た
せ
る
。
『
斜
賜
』
と
い
う
作
品
が
感
じ
さ
せ
る
の
は
、

そ
う
い
う
徴
妙
な
一
瞬
の
感
挑
で
あ
っ
て
、
私
は
そ
れ
が
太
宰
の
定
抒
し
た

か
っ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
」

ま
た
、
高
田
知
波
氏
は
「
「
斜
賜
」
論
ー
ふ
た
つ
の
「
斜
拗
」
・
変
貌
す
る
語

り
手
」
（
「
国
文
学
」
平
3
.
4
)
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
『
斜
賜
』
の

タ
イ
ト
リ
ン
グ
に
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
は
「
滅
ぴ
の
宴
」
だ
け
で
も
な
け
れ

ば
、
「
道
徳
革
命
」
に
向
か
う
か
ず
子
の
生
き
方
が
「
題
日
と
は
裏
腹
」
な
の
で

も
な
い
。
卵
を
焼
か
れ
た
母
蛇
を
「
お
母
さ
ま
」
が
哀
れ
む
場
面
に
出
て
く
る

「
夕
日
が
お
栂
さ
ま
の
お
頻
に
当
つ
て
、
お
母
さ
ま
の
お
眼
が
脊
い
く
ら
ゐ
に

光
つ
て
見
え
て
（
略
）
飛
ぴ
つ
き
た
い
ほ
ど
に
美
し
か
っ
た
」
と
い
う
「
夕

H
」

と
、
最
終
章
で
か
ず
子
が
自
分
は
「
太
賜
の
や
う
に
生
き
る
つ
も
り
で
す
」
と

直
言
す
る
そ
の
「
太
賜
」
の
双
方
を
内
包
す
る
両
義
性
に
お
い
て
『
斜
賜
』
の

題
名
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
解
読
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
題
滋
に
対
応
す
る
か

た
ち
で
か
ず
子
が
小
説
全
体
の
語
り
手
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

が
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。
」

②
『
東
京
八
娯
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
毎
Fl
、
武
蔵
野
の
夕
励

は
、
大
き
い
。
ぶ
る
ぶ
る
煮
え
た
ぎ
つ
て
落
ち
て
ゐ
る
。
私
は
、
夕
賜
の
兄
え

る
三
悦
間
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
、
佗
し
い
食
事
を
し
な
が
ら
妻
に
言
っ
た
。
「
僕

は
、
こ
ん
な
男
だ
か
ら
出
憔
も
出
米
な
い
し
、
お
金
持
に
も
な
ら
な
い
。
け
れ

ど
も
、
こ
の
家
―
つ
は
何
と
か
し
て
守
つ
て
行
く
つ
も
り
だ
。
」
」

岡
『
情
別
』
に
は
、
「
山
か
ら
降
り
て
海
岸
に
出
た
。
海
は
卸
間
に
赤
く
輝
い
て

ゐ
た
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

い
た
と
え
ば
『
H
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
第
六
巻
』
（
平
1
3
.
6
、
小
学
館
）
で

は
「
西
に
傾
い
た
太
陽
。
夕
日
。
夕
励
（
せ
き
よ
う
）
。
斜
Flo
・人り
H
。
」
だ

と
し
て
、
『
和
淡
朗
詠
集
』
や
『
海
道
記
』
や
乃
木
希
典
の
詩
な
ど
が
用
例
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

固
「
太
宰
治
『
斜
賜
』
論
ー
か
ず
子
と
「
蛇
」
を
め
ぐ
っ
て
」
(
「
H
本
研
究
」
平

1
1
.
6
)
。
ま
た
「
八
」
で
は
な
く
「
六
」
の
末
尾
で
の
朝
励
に
つ
い
て
は
、
須

田
喜
代
次
氏
「
「
斜
賜
」
論
ノ
ー
ト
ー
朝
を
迎
え
る
か
ず
子
を
中
心
に
—
」
(
「
近

代
文
学
論
」
昭
54.11)
に
、
「
H
本
の
最
後
の
既
婦
人
・
母
は
す
で
に
亡
く
な

り
、
今
ま
た
直
治
が
、
そ
し
て
上
原
が
そ
の
人
生
の
筑
昏
を
迎
え
ん
と
す
る

時
、
一
人
か
ず
子
は
、
朝
を
迎
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
新
し
い

”-H“

の
歩
み
を
始
め
る
の
だ
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

⑥
「
『
斜
賜
』
」
（
『
作
品
論
太
宰
治
』
昭
4
9
.
6
、
双
文
社
出
版
）

m
『
春
の
枯
業
』
冒
頭
の
卜
性
き
に
は
、
「
下
手
の
ガ
ラ
ス
戸
か
ら
、
卸
訓
が
さ
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し
込
ん
で
い
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
東
郷
克
美
氏
は
「
死
に
行
く
「
母
」

の
系
諮
」
（
『
太
宰
治
と
い
う
物
語
』
筑
摩
性
房
、
平
認
．

3
）
で
、
「
こ
の
ド
ラ

マ
を
彩
る
基
本
的
色
調
は
卜
準
口
に
繰
り
返
し
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
し
だ
い

に
薄
れ
行
く
斜
賜
の
色
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
も
「
春
の
枯
葉
」
の
桃
界
は
、

上
京
後
の
作
品
「
斜
賜
」
（
昭

2
2
.
7
1
1
0
)
と
地
続
き
な
の
だ
」
と
指
摘
し
て

い
る
。

⑧
『
犯
人
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
ド
オ
ウ
ン
。
そ
の
気
配
を
見
た

事
の
あ
る
ひ
と
は
知
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
。

11
の
出
以
前
の
あ
の
暁
の
気
配
は
、

決
し
て
爽
快
な
も
の
で
は
な
い
。
お
ど
ろ
お
ど
ろ
神
々
の
怒
り
の
太
鼓
の
音
が

間
え
て
、
朝
日
の
光
と
ま
る
つ
き
り
違
ふ
何
の
光
か
、
ね
ば
つ
こ
い
小
豆
色
の

光
が
、
樹
々
の
梢
を
血
な
ま
臭
く
染
め
る
。
陰
惨
、
酸
鼻
の
気
配
に
近
い
。
」

佃
『
冬
の
花
火
』
第
三
雌
の
卜
苫
き
に
は
、
「
廊
下
の
ガ
ラ
ス
戸
か
ら
朝
日
が
さ

し
込
み
、
閤
子
を
あ
か
る
＜
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

⑩
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
碁
』
の
「
三
」
の
末
尾
近
く
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。
「
中
野
の
お
店
の
土
間
で
、
夫
が
、
酒
の
は
ひ
っ
た
コ
ッ
プ
を
テ
ー
プ
ル
の

上
に
岡
い
て
、
ひ
と
り
で
新
間
を
読
ん
で
ゐ
ま
し
た
。
コ
ッ
プ
に
午
前
の
賜
が

当
つ
て
、
き
れ
い
だ
と
息
ひ
ま
し
た
。
」

⑪
「
語
る
行
為
の
小
説
ー
『
斜
励
』
の
消
滅
す
る
〈
語
り
手
〉

I
」
(
「
日
本
文
学
」

平

9
.
3
)

⑫
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
安
藤
宏
氏
が
「
太
宰
治
に
お
け
る
”
滅
ぴ
“

の
力
学
ー
『
斜
賜
』
を
中
心
に
」
（
「
解
釈
と
鑑
代
」
平

1
3
.
4
)
に
お
い
て
、
「
か

ず
子
は
〈
日
誌
〉
と
〈
迫
北
日
〉
と
い
う
二
つ
の
言
説
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
自

ら
の
槻
界
観
を
形
成
し
て
い
く
」
と
し
て
、
と
り
わ
け
〈

H
誌
〉
に
つ
い
て
「
以

後
の
か
ず
子
の
行
動
を
決
定
し
て
い
く
〈
札
付
き
の
不
良
〉
と
い
う
価
値
碁
準

は
、
あ
く
ま
で
も
〈
夕
頻

H
誌
〉
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
な

の
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
本
論
は
安
藤
氏
の
指
摘
に
従
い
つ
つ
、
た

だ
し
杏
き
あ
ぐ
み
、
口
走
る
こ
と
か
ら
、
触
発
さ
れ
、
く
り
返
す
こ
と
へ
の
変

化
に
注
目
し
て
い
る
。

⑬
高
田
知
波
氏
は
前
掲
論
で
、
か
ず
子
が
聖
害
や
ロ
ー
ザ
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
の

「
強
引
」
な
「
恣
稔
性
の
強
い
」
読
み
に
よ
っ
て
自
分
を
位
阻
づ
け
る
言
葉
を

見
出
し
て
ゆ
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
ま
で
作
品
の
〈
主
題
〉
の
よ
う
に

見
な
さ
れ
て
き
た
「
道
徳
革
命
」
と
い
う
言
葉
さ
え
、
「
《
出
来
事
》
と
《
語
り
》

の
相
互
作
用
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
道
徳
革
命
」
の
実
体
は
ほ
と
ん
ど
間

題
で
は
な
く
、
か
ず
子
が
自
己
表
現
と
し
て
の
「
革
命
」
と
い
う
言
葉
を
手
に

入
れ
た
と
い
う
点
に
こ
そ
、
意
味
の
中
心
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

⑪
こ
こ
で
の
か
ず
子
の
よ
う
に
、
言
葉
を
く
り
返
し
な
が
ら
自
分
の
心
を
固
め

て
ゆ
く
語
り
手
と
い
う
の
は
、
太
宰
の
作
品
に
お
い
て
珍
し
く
な
い
。
拙
論
「
太

宰
治
『
畜
犬
談
』
論
ー
方
法
と
し
て
の
〈
笑
い
〉
ー
」
（
「
阪
大
近
代
文
学
研
究
」

平

1
5
.
3
)
、
「
『
女
の
決
闘
』
の
方
法
」
（
「
阪
大
近
代
文
学
研
究
」
平

1
6
.
3
)

参
照
。

⑯
「
「
斜
賜
」
の
〈
か
た
ち
〉
此
署
ー
か
ず
子
の
「
手
記
」
と
し
て
の
惟
界
ー
」

（
『
小
説
の
〈
か
た
ち
〉
・
〈
物
語
〉
の
揺
ら
ぎ
1

日
本
近
代
小
説
「
構
造
分
析
」

の
試
み
』
平

1
4
.
2
、
翰
林
書
房
）

⑯
島
村
輝
氏
は
「
《
署
く
こ
と
》
へ
の
怠
志
ー
『
斜
賜
』
の
記
述
構
造
ー
」
（
「
太

宰
治
」

8
、
平
4
.
6
、
洋
々
社
）
で
、
「
「
斜
賜
」
の
テ
ク
ス
ト
に
取
り
入
れ

ら
れ
た
直
治
の
「
湘
か
れ
た
」
こ
と
ば
は
、
「
夕
顔
日
誌
」
と
追
書
の
二
つ
で
あ

る
。
「
夕
頻
日
誌
」
が
、
か
ず
子
の
記
す
よ
う
に
直
治
が
〈
麻
薬
中
澁
で
苦
し
ん

で
ゐ
た
頃
の
手
記
〉
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
両
者
は
と
も
に
、
苦
し
み

の
さ
な
か
で
、
表
現
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
た
、
直
治
の
ぎ
り
ぎ
り

の
あ
が
き
と
し
て
の
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
も
っ

と
も
な
指
摘
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
人
で
断
片
の
集
梢
を
連
ね
て
い
た
日
誌

と
、
姉
に
語
り
か
け
る
内
に
「
質
族
」
と
し
て
の
死
に
傾
い
て
ゆ
く
迫
翡
と
は

区
別
す
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

⑬
須
田
喜
代
次
氏
前
掲
論
に
は
、
直
治
の
「
下
品
に
な
り
た
か
っ
た
」
と
い
う

言
葉
に
つ
い
て
「
「
下
品
に
な
り
た
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
最
後
ま
で
下
品
に

、
、
、
、
、
、

な
れ
な
か
っ
た
男
の
言
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
こ
そ
、
か
ず
子
と
直
治
の

決
定
的
な
相
違
が
あ
る
。
か
ず
子
は
、
．
い
わ
ば
下
品
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

太
る
方
向
を
選
ぷ
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
生
を
把
み
取
っ
て
行
く
の
で
あ

る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。




