
三
好
達
治
「
乳
母
車
」

論

夕
暮
れ
と
郷
愁

元
　
　
木

直
　
　
子

　
三
好
達
治
の
「
乳
母
車
」
は
、
大
正
十
五
年
六
月
の
「
青
空
」
（
第
二
巻
第

六
号
）
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
雑
誌
「
青
空
」
は
、
大
正
十
四
年
一
月

に
創
刊
さ
れ
、
昭
和
二
年
六
月
に
終
刊
と
な
っ
た
同
人
雑
誌
で
、
大
正
十
四
年

八
月
の
「
青
空
」
一
第
一
巻
第
六
号
）
の
「
雑
記
」
は
、
「
『
青
空
』
は
、
東
大

に
居
る
、
旧
三
高
劇
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
出
来
た
と
云
つ
て
差
支
あ
る
ま

い
」
と
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
紅
野
敏
郎
は
、
同
誌
の
性
格
に
つ
い
て

「
『
青
空
』
は
最
初
か
ら
ひ
と
つ
の
文
学
運
動
の
拠
点
に
な
る
と
い
う
あ
ら
わ
な

意
図
で
も
っ
て
創
刊
さ
れ
た
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。
第
一
号
に
は
、
と
り
た
て

て
壮
大
な
創
刊
の
こ
と
ば
も
な
け
れ
ば
、
う
い
う
い
し
く
は
ず
ん
だ
よ
う
な
同

人
雑
談
す
ら
見
う
け
ら
れ
な
い
。
あ
え
て
気
負
っ
た
姿
勢
を
ば
、
空
疎
な
こ
と

ば
で
見
せ
て
い
く
こ
と
に
著
し
く
潔
癖
な
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
、
三
高
か

　
　
　
　
　
三
好
達
治
「
乳
母
車
」
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

ら
東
大
に
す
す
ん
だ
も
の
の
自
由
な
集
ま
り
の
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。
ま
た
、
中
谷
孝
雄
が
、
「
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
名
作
の
評
判
の
高
く

な
っ
た
梶
井
の
『
檸
檬
』
が
出
て
ゐ
る
に
も
関
ら
ず
、
『
青
空
』
の
創
刊
号
は

な
ん
の
反
響
も
呼
ば
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
中
谷
の
『
初
歩
』
や
外
村
の

『
母
の
子
ら
』
は
い
ふ
に
た
り
な
い
に
し
て
も
、
梶
井
の
『
檸
檬
』
ま
で
が
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
）

時
の
す
べ
て
の
読
者
か
ら
黙
殺
さ
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
つ
た
」
と
い
う
よ
う

に
創
刊
当
時
の
「
青
空
」
の
位
置
は
低
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
３
一

　
三
好
達
治
が
「
青
空
」
に
加
わ
っ
た
の
は
、
大
正
十
五
年
の
四
月
の
こ
と
で

あ
る
。
中
谷
孝
雄
は
、
「
四
月
に
な
る
と
浅
沼
喜
実
、
北
神
正
、
淀
野
隆
三
、

三
好
達
治
の
四
人
が
東
大
へ
進
学
し
、
浅
沼
と
淀
野
と
は
直
ち
に
『
青
空
』
に

参
加
し
た
。
か
う
し
て
同
人
は
七
人
に
な
っ
た
が
、
四
月
中
は
何
か
と
あ
わ
た

だ
し
く
、
原
稿
も
集
ま
り
に
く
か
っ
た
の
で
、
も
う
ひ
と
月
復
刊
を
延
期
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
４
一

六
月
号
か
ら
再
出
発
す
る
こ
と
に
し
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
三
好
が
実
際
に
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
　
　
三
好
達
治
「
乳
母
車
」
論

人
と
し
て
名
を
連
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
作
品
を
掲
載
し
た
大
正
十
五
年

（
５
）

六
月
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
谷
孝
雄
の
い
う
「
再
出
発
」
の
号
に
あ
た
る
。

　
三
好
達
治
が
初
め
て
「
青
空
」
に
掲
載
し
た
作
品
は
、
「
披
璃
盤
の
嬰
鬼
」

「
祖
母
」
「
短
唱
」
「
魚
」
「
乳
母
車
」
の
五
作
品
で
あ
る
。
以
後
、
大
正
十
五
年

十
一
月
号
を
除
き
、
昭
和
二
年
六
月
号
の
終
刊
ま
で
掲
載
は
続
い
て
い
く
。
三

好
達
治
の
作
品
に
つ
い
て
、
中
谷
孝
雄
は
「
三
好
君
の
印
象
」
の
な
か
で
「
今

後
、
ひ
き
続
き
発
表
さ
れ
る
彼
の
詩
は
、
青
空
の
内
容
を
益
々
豊
富
に
す
る
事

　
（
６
）

と
思
ふ
」
と
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
三
好
達
治
は
、
「
青
空
」
に
発
表

し
た
作
品
に
つ
い
て
、
「
さ
て
私
は
高
等
学
校
の
三
年
間
、
詩
作
に
夢
中
に
な

り
な
が
ら
、
漸
く
そ
の
卒
業
間
際
に
、
『
披
璃
盤
の
嬰
兄
』
と
題
す
る
、
あ
ま

り
上
出
来
で
も
な
い
一
篇
の
詩
を
書
き
得
た
外
、
何
ら
の
収
穫
を
も
得
な
い
で

し
ま
つ
た
。
（
中
略
）
さ
て
そ
の
後
、
私
は
間
も
な
く
、
そ
の
頃
私
の
友
人
達

が
出
し
て
ゐ
た
雑
誌
『
青
空
』
に
、
同
人
と
し
て
加
入
し
た
。
や
う
や
く
書
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

た
め
た
数
篇
の
詩
を
一
纏
め
に
発
表
す
る
と
、
私
は
軽
い
気
持
に
な
つ
た
」
と

述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
披
璃
盤
の
嬰
兜
」
が
、
高
校
時
代
に
書
か
れ
た
唯

一
の
作
品
で
あ
り
、
他
の
四
作
品
は
、
東
大
入
学
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
処
女
作
と
も
い
え
る
五
作
品
が
大
正
十
五
年
六
月
の
「
青

空
」
（
第
二
巻
第
六
号
）
に
発
表
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
後
、
北
川
冬
彦
の
詩
集
『
検
温
器
と
花
』
か
ら
「
秋
は
豊
か
な
る
哉
」

「
豚
」
「
椿
」
が
大
正
十
五
年
十
二
月
の
「
青
空
」
（
第
二
巻
第
十
二
号
）
に
掲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

載
さ
れ
、
三
好
達
治
も
「
詩
集
検
温
器
と
花
」
と
題
し
て
、
北
川
の
詩
集
の
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

評
を
書
き
、
「
前
途
を
期
待
し
祝
福
す
る
」
と
同
人
参
加
を
歓
迎
し
て
い
る
。

こ
の
こ
ろ
三
好
達
治
自
身
、
「
雑
誌
『
青
空
』
『
椎
の
木
』
等
に
、
月
月
作
品
を

発
表
し
て
ゐ
る
う
ち
、
当
時
私
達
の
踏
襲
し
て
ゐ
た
、
所
謂
自
由
詩
な
る
も
の

の
形
式
に
多
少
疑
問
を
抱
き
は
じ
め
た
。
そ
の
形
式
が
、
第
一
私
に
と
つ
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
９
）

魅
力
の
乏
し
い
も
の
と
な
つ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
号
に
「
黒
い
旗
」
と

い
う
散
文
詩
を
掲
載
し
、
そ
の
後
、
短
詩
や
散
文
詩
を
発
表
し
て
い
っ
た
。
つ

ま
り
、
「
乳
母
車
」
は
、
詩
風
が
変
わ
る
前
の
初
期
の
作
品
と
し
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
「
乳
母
車
」
は
、
百
田
宗
治
に
よ
っ
て
「
日
本
詩
人
」
の
「
青
椅
子
　
良
詩

推
薦
」
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
「
日
本
詩
人
」
で
は
、
新
人
の
作
品
紹
介

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
、
「
三
好
君
の
詩
は
久
保

君
の
に
較
べ
る
と
、
ず
つ
と
芸
術
的
で
あ
る
、
こ
・
で
は
感
覚
が
そ
の
内
部
感

情
と
ぴ
つ
た
り
湊
み
合
っ
て
ゐ
る
、
一
つ
の
世
界
を
つ
く
っ
て
ゐ
る
、
そ
し
て

そ
の
表
現
も
非
常
に
巧
綴
だ
、
巧
綴
だ
が
さ
う
い
ふ
巧
み
さ
に
伴
ふ
イ
ヤ
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
０
）

の
が
ち
つ
と
も
な
い
、
底
に
な
つ
て
る
も
の
が
真
情
で
あ
る
故
で
あ
る
」
と
、

高
い
評
価
を
得
た
。
だ
が
、
「
日
本
詩
人
」
に
つ
い
て
、
三
好
達
治
は
「
そ
の

頃
私
の
住
ん
で
ゐ
た
京
都
の
町
で
、
普
通
書
店
に
出
て
ゐ
た
詩
誌
は
、
『
日
本

詩
人
』
『
詩
聖
』
の
両
誌
を
代
表
的
の
も
の
と
し
て
、
概
ね
両
者
に
似
通
つ
た

；
二
の
も
の
が
な
ほ
他
に
も
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
。
私
は
月
月
そ
れ
ら
の
雑
誌



を
熟
読
し
た
」
と
述
べ
る
一
方
、
「
当
時
そ
れ
ら
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
ゐ
た

作
品
は
、
所
謂
民
衆
詩
人
達
の
常
識
性
冗
舌
詩
、
日
常
生
活
報
告
詩
風
の
も
の

が
多
く
、
自
由
詩
運
動
末
期
の
、
想
像
力
の
枯
渇
し
た
、
気
醜
の
乏
し
い
も
の

　
　
　
一
ー
ユ
一

の
み
だ
つ
た
」
と
、
批
判
す
る
態
度
も
見
せ
て
い
る
。
ま
た
、
浅
見
淵
は
「
こ

の
詩
と
か
、
『
乳
母
車
』
『
少
年
』
と
か
い
っ
た
『
青
空
』
誌
上
に
載
っ
た
三
好

君
の
詩
を
、
ぼ
く
は
い
ま
だ
に
印
象
深
く
覚
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
ん
な
う

ま
い
詩
が
、
ど
う
し
て
評
判
に
な
ら
ぬ
か
と
当
時
訴
し
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
あ

と
に
な
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
当
時
は
新
潮
杜
か
ら
出
て
い
た
『
日
本
詩
人
』

を
中
心
と
す
る
未
曾
有
の
詩
の
全
盛
時
代
が
漸
く
過
ぎ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
文
学

の
興
隆
と
相
侯
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
が
し
だ
い
に
勢
を
得
つ
っ
あ
っ
た
時

　
　
　
　
一
１
２
一

代
だ
っ
た
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
結
局
、
昭
和
五
年
十
二
月
に
第
一
書
房
か
ら
『
測
量
船
』
が
刊
行
さ
れ
た
後
、

堀
口
大
学
が
「
『
測
量
船
』
が
三
好
達
治
君
の
処
女
詩
集
だ
と
聞
い
た
ら
、
何

人
も
吃
驚
す
る
だ
ら
う
。
こ
の
有
名
な
詩
人
に
、
今
日
ま
で
詩
集
が
な
か
つ
た

の
だ
と
知
つ
て
。
予
告
さ
れ
た
『
今
日
の
詩
人
叢
書
』
十
冊
の
中
で
、
一
番
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
３
一

の
愛
好
者
か
ら
期
待
さ
れ
て
ゐ
た
の
も
実
に
『
測
量
船
』
だ
つ
た
」
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
世
問
か
ら
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
青
空
」
に
掲
載
さ
れ
た

作
品
は
、
詩
二
十
六
篇
、
俳
句
二
首
、
短
歌
六
首
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
「
乳

母
車
」
「
整
の
上
」
「
少
年
」
「
甜
」
「
雪
」
「
街
」
「
春
」
「
村
」
の
八
篇
が
『
測

量
船
』
に
収
録
さ
れ
た
。
こ
の
な
か
の
「
乳
母
車
」
に
は
、
「
時
は
た
そ
が
れ
」

　
　
　
　
　
三
好
達
治
「
乳
母
車
」
論

「
夕
陽
」
と
い
う
夕
暮
れ
時
が
詩
世
界
の
舞
台
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
が
詩
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
り
を
果
た
し
て
い
る
か
、
ま
た
三
好

達
治
の
郷
愁
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
て
い
く
。

二

　
「
乳
母
車
」
は
四
連
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
連
、
第
四
連
は
現
在
、

第
二
連
、
第
三
連
は
過
去
の
詩
世
界
と
し
て
考
え
て
い
く
。

　
　
母
よ

　
　
淡
く
か
な
し
き
も
の
の
ふ
る
な
り

　
　
紫
陽
花
い
ろ
の
も
の
の
ふ
る
な
り

　
　
は
て
し
な
き
並
樹
の
か
げ
を

　
　
そ
う
そ
う
と
風
の
ふ
く
な
り

　
第
一
連
は
、
「
母
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
母
に
対
し
、

「
淡
く
か
な
し
き
も
の
の
ふ
る
な
り
／
紫
陽
花
い
ろ
の
も
の
の
ふ
る
な
り
」
と

あ
る
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
三
好
達
治
は
後
に
自
ら
述
べ
て
い
る
。

　
　
現
実
に
何
を
指
す
の
で
も
な
く
、
さ
う
い
ふ
色
合
を
た
だ
言
葉
の
上
で
な

　
　
す
つ
て
お
く
、
そ
れ
で
、
夢
の
や
う
な
乳
母
車
が
登
場
す
る
、
幻
覚
め
い

　
　
た
場
景
に
、
な
に
ほ
ど
か
支
へ
が
準
備
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
位
に
答
へ

　
　
る
外
は
な
い
が
、
こ
ん
な
説
明
を
加
へ
た
の
で
は
、
た
い
へ
ん
味
気
な
い

　
　
の
を
覚
え
る
。
も
う
そ
こ
か
ら
、
「
詩
」
は
は
じ
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
三
好
達
治
「
乳
母
車
」
論

　
　
か
ら
、
そ
れ
が
、
た
だ
前
置
き
で
あ
っ
て
は
、
や
は
り
ど
こ
や
ら
そ
れ
で

　
　
は
つ
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
無
条
件
に
、
言
葉
を
言
葉
の
ま
ま
、
感
覚
的

　
　
対
象
と
し
て
受
け
と
つ
て
も
ら
ひ
た
い
、
　
　
一
種
の
放
心
状
態
で
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
４
）

　
　
で
も
つ
け
加
へ
て
お
か
う
か
。

　
つ
ま
り
、
「
淡
く
か
な
し
き
も
の
」
「
紫
陽
花
い
ろ
の
も
の
」
と
は
、
「
感
覚

的
対
象
」
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
詩
は
、
た
だ
言
葉
の
都
合
で
、
そ
れ
の
み
で
、
そ
こ
か
ら
組
立
て
ら
れ

　
　
て
ゐ
る
。
創
作
だ
か
ら
作
り
出
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
、
受
け
と
つ
て
も
ら

　
　
ひ
た
い
。

　
　
　
そ
こ
に
含
蓄
さ
れ
て
ゐ
る
、
す
べ
て
の
感
覚
的
内
容
、
視
覚
的
要
素
、

　
　
心
理
的
表
象
、
な
い
し
気
分
、
ム
ー
ド
、
言
葉
の
連
続
も
つ
れ
あ
ひ
に
従

　
　
つ
て
生
ず
る
進
行
す
る
情
緒
、
そ
れ
ら
は
、
こ
の
一
ま
と
め
の
構
造

　
　
（
　
作
品
）
に
直
接
的
に
関
し
て
ゐ
る
限
り
、
右
の
や
う
に
ま
つ
た
く

　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
５
）

　
　
の
架
空
の
上
に
立
つ
。

「
感
覚
的
対
象
」
と
は
、
感
覚
を
引
き
起
こ
す
た
め
に
創
乍
さ
れ
た
言
葉
で
あ

る
。
淡
い
か
な
し
さ
、
紫
陽
花
の
色
合
い
と
い
う
感
覚
と
し
て
受
け
取
る
も
の

で
あ
る
。
村
上
菊
一
郎
は
「
淡
く
か
な
し
き
も
の
、
紫
陽
花
い
ろ
の
も
の
と
い

う
の
は
、
降
り
し
き
る
落
葉
の
こ
と
で
あ
り
、
或
い
は
ま
た
、
忍
び
よ
る
薄
暮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
一

の
水
色
の
雰
囲
気
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
」
と
述
べ
、
そ
し
て
阪
本
越
郎
は

「
『
淡
く
か
な
し
き
も
の
』
『
紫
陽
花
い
ろ
の
も
の
』
は
秋
の
夕
方
の
薄
明
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

空
気
の
色
合
で
あ
ろ
う
」
と
、
両
氏
と
も
実
際
の
景
色
を
想
定
し
て
い
る
。
だ

が
、
松
原
勉
が
、
「
『
ふ
る
』
は
『
降
る
』
と
も
『
経
る
』
と
も
限
定
で
き
な
い

一
１
８
一

も
の
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
世
界
に
お
い
て
「
ふ
る
」
は
二
重
の
意

味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
ふ
る
」
が
「
降
る
」
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
れ

ば
、
村
上
菊
一
郎
や
阪
本
越
郎
の
よ
う
な
想
定
も
成
り
立
つ
が
、
「
経
る
」
が

過
去
か
ら
現
在
へ
と
い
う
時
問
の
流
れ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
過
去
に
受
け
た
感

覚
的
な
も
の
が
続
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
時
間
が
経
っ
た
と
い
う

こ
と
か
ら
、
第
一
連
は
現
在
の
「
私
」
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
「
は
て
し
な
き
並
樹
の
か
げ
を
／
そ
う
そ
う
と
風
の
ふ
く
な
り
」

と
あ
る
が
、
「
は
て
し
な
き
並
樹
」
は
第
四
連
の
「
こ
の
道
は
遠
く
遠
く
は
て

し
な
い
道
」
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
時
は
た
そ
が
れ

　
　
母
よ
　
私
の
乳
母
車
を
押
せ

　
　
泣
き
ぬ
れ
る
夕
陽
に
む
か
っ
て

　
　
鱗
々
と
私
の
乳
母
車
を
押
せ

　
第
二
連
で
は
、
「
私
の
乳
母
車
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
「
私
」
の
幼

児
期
で
あ
り
、
過
去
の
詩
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
時
は
た
そ
が
れ
」
と

い
う
夕
暮
れ
時
に
幼
少
期
の
「
私
」
が
存
在
し
て
い
る
。
同
時
に
、
第
一
連
の

現
在
の
「
私
」
が
第
二
連
で
過
去
を
振
り
返
っ
て
い
る
と
い
う
視
点
も
あ
る
。

他
の
詩
篇
を
見
て
み
る
と
、



　
　
　
僕
は
今
日
、
春
浅
い
流
れ
に
沿
つ
て
、
並
樹
の
影
を
歩
い
た
の
だ
、
空

　
　
は
曇
つ
て
ゐ
た
、
僕
は
、
野
景
に
、
遠
い
畑
や
火
見
櫓
を
眺
め
た
の
だ
、

　
　
森
の
梢
に
鵜
が
光
つ
て
飛
ん
で
ゐ
た
。
風
に
、
高
歴
線
が
鳴
つ
て
ゐ
た
。

　
　
そ
れ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
の
悲
し
い
憧
候
れ
が
、
僕
に
、
僕
の
頬
に
、
少
し

　
　
泪
を
流
し
た
の
だ
、
僕
は
、
僕
は
疲
れ
て
帰
つ
て
来
た
の
だ
、
僕
は
も
う

　
　
追
憶
の
行
街
を
知
ら
な
い
、
友
よ
、
春
が
来
た
、
君
ら
の
歌
を
歌
つ
て
呉

　
　
れ
、
君
ら
の
歌
の
、
や
さ
し
い
歌
の
悲
哀
で
、
僕
の
悲
哀
を
慰
め
て
呉
れ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
一

　
　
（
「
僕
は
」
、
昭
４
・
５
）

と
、
「
追
憶
の
行
衛
」
を
知
ろ
う
と
し
た
と
き
、
泪
を
流
し
て
い
る
「
僕
」
が

存
在
す
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
乳
母
車
」
第
二
連
の
「
泣
き
ぬ
れ
る
夕
陽
」

と
は
、
ま
る
で
泣
い
て
い
る
よ
う
な
夕
陽
で
も
あ
る
が
、
過
去
を
振
り
返
り
涙

を
流
し
て
い
る
現
在
の
「
私
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
詩
世
界
に
存

在
す
る
幼
少
期
の
「
私
」
が
涙
を
流
し
な
が
ら
夕
陽
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
連
で
は
、
過
去
と
現
在
の
「
私
」
の
二
つ
の
視
点
が
重
な
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
三
好
達
治
の
生
い
立
ち
を
考
え
る
と
、
六
歳
の
と
き
、
京
都
府
舞

鶴
町
の
Ｓ
家
に
一
時
養
子
と
し
て
貰
わ
れ
た
が
、
長
男
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
０
一

結
局
兵
庫
県
の
祖
父
母
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
十
一
歳
ま
で
暮
し
て
い
る
。
後

に
、
三
好
達
治
は
Ｓ
家
に
一
時
養
子
と
し
て
貰
わ
れ
て
い
っ
た
と
き
の
こ
と
を

自
伝
的
小
説
「
暮
春
記
」
（
昭
ｕ
・
６
）
に
、

　
　
　
　
　
三
好
達
治
「
乳
母
車
」
論

　
　
さ
う
し
て
私
の
眼
に
は
、
私
の
身
の
ま
は
り
、
私
の
棲
居
や
家
族
の
者
が
、

　
　
私
に
と
つ
て
魅
力
も
な
く
希
望
も
な
い
、
退
屈
な
も
の
、
つ
ま
ら
な
い
も

　
　
の
、
変
に
よ
そ
よ
そ
し
い
も
の
に
思
へ
た
。
眼
の
前
の
父
の
顔
も
、
何
か

　
　
間
遠
い
も
の
に
見
え
た
。
今
の
さ
き
ま
で
一
緒
に
遊
ん
で
ゐ
た
兄
弟
達
も
、

　
　
た
ま
た
ま
路
傍
で
避
ぐ
り
会
っ
た
半
日
の
遊
び
の
友
達
、
そ
ん
な
風
な
も

　
　
の
と
し
か
思
へ
な
か
つ
た
。
母
も
や
は
り
私
の
心
を
惹
か
な
か
つ
た
。

　
　
（
中
略
）
も
と
も
と
私
に
は
、
家
庭
を
愛
す
る
や
さ
し
い
感
情
、
家
庭
に

　
　
親
し
む
温
か
い
気
持
、
そ
ん
な
も
の
が
欠
け
て
ゐ
た
と
で
も
い
ふ
の
だ
ら

　
　
ｊ
一
。

　
　
・
つ
カ

と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
高
校
時
代
の
同
級
生
で
あ
る
丸
山
薫
は
、

　
　
時
に
は
ま
た
そ
の
生
家
の
事
情
に
つ
い
て
の
訴
え
も
き
か
さ
れ
た
。
帰
っ

　
　
て
こ
な
い
父
の
事
や
い
つ
も
さ
び
し
い
母
の
事
、
不
遇
の
中
に
苦
闘
し
て

　
　
遠
く
海
外
へ
の
移
住
を
計
画
し
て
い
る
と
い
う
弟
の
事
な
ど
。
そ
れ
ら
の

　
　
訴
え
や
嘆
き
に
は
、
こ
う
し
た
不
運
な
家
庭
の
長
子
と
し
て
の
肉
身
へ
の

　
　
愛
情
と
気
遣
い
に
首
を
締
め
つ
け
ら
れ
な
が
ら
空
漠
と
し
た
前
途
に
立
ち

　
　
向
う
青
年
の
、
切
実
な
苦
衷
や
寂
蓼
が
う
か
が
わ
れ
た
。
過
去
を
失
策
だ

　
　
っ
た
と
い
う
悔
恨
も
こ
の
場
合
に
は
生
き
て
、
充
分
に
同
情
さ
れ
る
も
の

　
　
が
あ
っ
た
。
け
れ
ど
こ
う
し
た
訴
え
も
ま
た
ど
こ
か
で
、
生
い
立
ち
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
２
一

　
　
郷
愁
が
そ
の
心
情
を
救
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
ら
か
ら
三
好
達
治
は
家
庭
で
の
愛
情
に
餓
え
て
い
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
三
好
達
治
「
乳
母
車
」
論

推
察
さ
れ
、
「
母
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
も
、
悲
痛
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
過
去
の
詩
世
界
が
そ
の
ま
ま
三
好
達
治
の
過
去
と
重
な
る
と
は

い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
詩
は
歴
史
的
叙
述
に
ふ
れ
よ
う
と
す
る
の
で
な
い

か
ら
、
あ
る
時
に
『
乳
母
車
』
を
借
り
た
や
う
な
ぐ
あ
ひ
に
、
背
景
史
跡
は
、

こ
れ
を
一
時
の
借
り
物
と
し
て
、
こ
こ
で
の
『
場
所
』
に
は
何
も
重
み
を
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
３
一

て
受
け
と
る
要
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
三
好
達
治
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
乳

母
車
は
借
り
物
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
乳
母
車
を
押
す
と
い
う
行
為
も
母
か
ら
子

へ
の
愛
情
を
示
す
一
般
的
な
行
為
と
な
り
、
母
と
い
う
存
在
も
抽
象
的
な
存
在

と
な
る
。
関
良
一
が
、
「
『
乳
母
車
』
の
、
『
母
よ
』
と
い
う
呼
び
か
け
は
、
も

ち
ろ
ん
、
詩
の
中
の
『
母
』
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
り
、
『
母
』
は
、
永
遠
に
母

性
的
な
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
何
人
に
も
普
遍
的
な
郷
愁
の
対
象

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
三
好
の
場
合
、
『
母
よ
』
と
い
う
呼
び
か

け
に
は
、
そ
れ
な
り
の
裏
づ
け
が
あ
り
、
切
な
さ
が
あ
り
、
そ
れ
が
、
ゆ
え
知

ら
ず
、
読
者
に
も
伝
わ
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
『
真
情
』
が
感
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
４
）

取
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
押
せ
」
と
い
う
要
求

に
三
好
達
治
の
母
へ
の
願
望
が
託
さ
れ
て
い
る
。

　
　
赤
い
総
の
あ
る
天
鷲
絨
の
帽
子
を

　
　
つ
め
た
き
額
に
か
む
ら
せ
よ

　
　
旅
い
そ
ぐ
鳥
の
列
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
　
季
節
は
空
を
渡
る
な
り

　
第
三
連
で
も
、
「
赤
い
総
の
あ
る
天
鷲
絨
の
帽
子
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
第

二
連
か
ら
引
き
続
き
過
去
の
詩
世
界
が
続
い
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
帽
子
を
か

む
ら
せ
る
と
い
う
一
般
的
行
為
に
、
「
か
む
ら
せ
よ
」
と
要
求
し
て
お
り
、
母

を
恋
う
思
い
は
変
わ
ら
な
い
。

　
ま
た
、
三
好
行
雄
・
越
智
治
雄
・
野
村
喬
は
、
「
『
旅
い
そ
ぐ
鳥
の
列
に
も
／

季
節
は
空
を
渡
る
な
り
』
が
、
一
種
の
形
容
倒
置
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
え
っ
て
、
『
季
節
』
が
印
象
さ
れ
る
の
は
、
あ
き
ら
か
に
時
問
の
隔
絶
と
い

う
よ
り
、
充
填
不
能
の
、
回
復
し
え
ぬ
時
間
の
推
移
が
意
識
さ
れ
て
い
る
か
ら

　
一
２
５
一

で
あ
る
」
と
「
時
問
の
推
移
」
を
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
、
季
節
の
流
れ
は
、

過
去
か
ら
現
在
へ
と
い
う
時
問
の
経
過
に
通
じ
る
。
ま
た
、
第
二
連
の
「
夕
陽

に
む
か
っ
て
」
か
ら
こ
こ
で
の
「
空
」
へ
と
移
行
す
る
描
写
は
、
子
ど
も
の
こ

ろ
の
「
私
」
の
視
線
の
変
化
が
、
涙
を
こ
ら
え
る
行
為
を
表
し
て
い
る
と
と
も

に
、
読
者
の
視
線
の
変
化
を
誘
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
場
面
の
切
り
替
え
を
暗

示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
淡
く
か
な
し
き
も
の
の
ふ
る

　
　
紫
陽
花
い
ろ
の
も
の
の
ふ
る
道

　
　
母
よ
　
私
は
知
つ
て
ゐ
る

　
　
こ
の
道
は
遠
く
遠
く
は
て
し
な
い
道

　
第
四
連
で
は
、
再
び
現
在
の
「
私
」
か
ら
の
視
点
に
戻
る
。
「
淡
く
か
な
し



き
も
の
」
「
紫
陽
花
い
ろ
の
も
の
」
は
同
列
の
意
味
で
あ
り
、
紫
陽
花
の
花
の

淡
い
色
合
い
が
、
母
と
い
う
存
在
の
遠
さ
で
あ
り
、
不
確
か
さ
と
い
う
感
覚
的

な
か
な
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
「
ふ
る
」
と
は
、
母
か

ら
の
愛
情
に
飢
え
て
い
た
幼
少
期
の
思
い
出
の
こ
と
で
あ
る
。
母
を
求
め
る
思

い
は
、
過
去
か
ら
現
在
へ
変
わ
ら
ず
に
時
間
を
経
て
、
現
在
の
「
私
」
の
思
い

出
と
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
詩
篇
を
見
て
み
る
。

　
　
街
で
は
よ
く
彼
の
顔
が
母
に
肖
て
ゐ
る
と
い
つ
て
人
々
が
わ
ら
つ
た
。
釣

　
　
針
の
や
う
に
脊
な
か
を
ま
げ
て
、
母
は
ど
ち
ら
の
方
角
へ
、
点
々
と
、
そ

　
　
の
足
跡
を
つ
づ
け
て
い
つ
た
の
か
。
夕
暮
に
浮
ぶ
白
い
道
の
う
へ
を
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
６
一

　
　
の
遠
く
へ
彼
は
高
い
声
で
母
を
呼
ん
で
ゐ
た
。
（
「
研
」
、
昭
２
・
３
）

　
　
や
が
て
夜
が
来
た
と
き
、
満
潮
に
呑
ま
れ
る
珊
瑚
礁
の
や
う
に
、
暗
黒

　
と
沈
黙
の
歴
力
の
中
に
、
ど
ん
な
に
暗
く
、
こ
の
街
は
溺
れ
さ
り
沈
み
さ

　
る
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
ど
ん
な
形
の
器
に
ど
の
や
う
な

　
灯
火
が
と
も
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
も
し
く
は
灯
火
の
用
と
て
も
な
い

　
の
で
あ
ら
う
か
。
私
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
。
今
も
私
は
、
時
と
し
て
追
憶

　
の
峠
に
立
つ
て
、
遠
く
に
こ
の
街
を
眺
め
る
の
で
あ
る
が
、
私
の
記
憶
は
、

　
い
つ
も
、
太
陽
の
沈
む
方
へ
と
い
そ
い
で
帰
つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
一
２
７
一

　
（
「
街
」
、
昭
２
・
５
）

こ
れ
ら
の
詩
に
は
、
「
白
い
道
の
う
へ
」
「
追
憶
の
峠
」
と
い
う
表
現
が
使
わ

　
　
　
三
好
達
治
「
乳
母
車
」
論

れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
「
道
」
に
立
っ
私
が
存
在
し
て
い
る
。
っ
ま
り
、
こ
こ

で
の
「
道
」
と
は
、
現
在
の
「
私
」
を
起
点
と
し
て
過
去
へ
と
向
か
う
郷
愁
の

道
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
こ
の
道
は
遠
く
遠
く
は
て
し
な
い
道
」

と
な
る
。
故
郷
の
遠
さ
は
、
母
の
存
在
の
遠
さ
で
も
あ
る
。

三

　
こ
う
し
た
郷
愁
を
感
じ
さ
せ
る
詩
は
、
三
好
達
治
の
初
期
の
作
品
に
多
く
見

ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
幼
少
期
の
記
憶
に
関
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
記
憶
と
し

て
残
っ
て
い
る
情
景
の
時
間
帯
で
あ
る
。

　
　
　
い
つ
じ
ぶ
ん
の
こ
と
で
あ
つ
た
か
、
学
校
へ
上
る
よ
り
は
ず
つ
と
以
前
、

　
　
四
五
歳
の
頃
に
見
た
夕
空
の
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
私
の
最
も
古
い
記
憶
の

　
　
一
つ
、
こ
の
齢
と
な
つ
て
み
る
と
、
も
う
人
ご
と
の
や
う
な
感
じ
も
し
ま

　
　
す
。
（
中
略
）
私
の
育
っ
た
大
阪
の
空
に
も
、
ま
だ
そ
の
頃
は
、
夕
暮
れ

　
　
に
な
る
と
無
数
の
鴉
が
東
の
空
に
帰
つ
て
ゆ
く
の
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
鍵

　
　
に
な
り
樟
に
な
り
す
る
雁
行
の
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な

　
　
も
の
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
て
ゐ
る
と
き
に
、
私
は
一
種
の
安
息
を
覚
え
た
の

　
　
　
　
　
　
一
２
８
一

　
　
を
忘
れ
ま
せ
ん
。

　
夕
暮
れ
は
、
三
好
達
治
が
持
つ
最
も
古
い
記
憶
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
安
息
の

時
で
あ
っ
た
。
「
暮
春
記
」
に
お
い
て
も
、
「
そ
れ
は
あ
る
盛
夏
の
頃
の
、
夕
暮

　
　
　
　
　
一
２
９
一

の
こ
と
で
あ
つ
た
」
と
い
う
文
章
か
ら
養
子
と
な
る
相
談
が
始
ま
る
場
面
が
描

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



【
表
】

三
好
達
治
「
乳
母
車
」
論

『
測
量
船
』
　
〈
３
８
ｖ

『
測
量
船
』
拾
遺
く
５
３
ｖ

合

計

〈
９
１
ｖ

朝

２
（
“
）

１
（
螂
）

３
（
”
）

昼

０
（
Ｏ
）

１
（
”
）

１
（
ｕ
）

午
後

２
（
”
）

２
（
洲
）

４
（
“
）

夕
方

　
３

１
０
（
６
・
）

　
２

　
５

１
３
（
４
・
）

　
２

　
３

２
３
（
５
・
）

　
２

夜

３
（
”
）

５
（
”
）

８
（
舳
）

一
注
一
く
Ｖ
は
詩
篇
数
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
（
　
）
の
中
は
〈
〉
の
詩
篇
数
に
お
け

　
　
る
時
問
帯
ご
と
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
、
小
数
点
第
四
位
を
四
捨
五
入
し
た
数
値

　
　
で
あ
る
。
単
位
は
％
で
表
記
し
た
。
な
お
、
各
時
間
帯
に
お
い
て
は
、
一
日
す
べ
て

　
　
が
描
か
れ
て
い
る
詩
篇
及
び
詩
の
時
間
と
し
て
の
設
定
が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
は

　
　
数
値
に
入
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
朝
、
昼
、
夕
方
、
夜
は
時
間
帯
の
区
分
で
あ
っ
て
、

　
　
詩
句
の
表
現
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
表
中
の
『
測
量
船
』
及
び
『
測
量
船
』

　
　
拾
遺
は
『
三
好
達
治
全
集
』
第
一
巻
（
昭
和
３
９
・
１
０
・
１
５
、
筑
摩
書
房
）
に
拠
っ
た
。

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
祖
母
の
家
に
引
き
取
ら
れ
て
い
く
と
き
の
思
い
出
で
は
、

「
た
だ
私
の
記
憶
に
あ
る
の
は
、
そ
の
町
の
、
小
さ
な
停
車
場
の
人
ご
み
の
中

で
、
も
う
一
度
そ
の
使
ひ
の
者
を
、
私
達
が
見
つ
け
出
し
た
、
　
　
夕
暮
前
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
一
３
０
一

そ
ん
な
場
景
だ
け
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
幼
少
期
を
振
り
返
る
と
き
、
そ
こ
に
は
「
夕
暮
」
「
夕
空
」

と
い
う
空
問
が
存
在
し
て
い
る
。
「
乳
母
車
」
に
も
「
時
は
た
そ
が
れ
」
「
夕

陽
」
と
い
う
時
刻
が
過
去
の
記
憶
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
。
【
表
】
は
、
三

好
達
治
の
第
一
詩
集
『
測
量
船
』
と
『
測
量
船
』
拾
遺
に
お
け
る
詩
世
界
に
お

け
る
時
問
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。
（
【
表
】
参
照
）

　
こ
の
表
か
ら
、
初
期
作
品
に
お
い
て
夕
方
の
時
間
帯
が
他
の
時
問
帯
よ
り
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
『
測
量
船
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
作
品
か
ら
、

夕
方
の
時
刻
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
て
い
く
。

　
　
夕
ぐ
れ

　
　
と
あ
る
精
舎
の
門
か
ら

　
　
美
し
い
少
年
が
帰
つ
て
く
る

暮
れ
や
す
い
一
日
に

て
ま
り
を
な
げ

空
高
く
て
ま
り
を
な
げ

な
ほ
も
遊
び
な
が
ら
帰
っ
て
く
る

閑
静
な
街
の

人
も
樹
も
色
を
し
づ
め
て

空
は
夢
の
や
う
に
流
れ
て
ゐ
る

（
「
少
年
」

　
　
（
３
１
）

大
１
５
・
８
）

し
づ
か
に
彼
の
耳
に
聞
え
て
き
た
の
は
、
そ
れ
は
研
に
な
つ
た
彼
の
叫
声

で
あ
つ
た
の
か
、
ま
た
は
遠
く
で
、
母
が
そ
の
母
を
呼
ん
で
ゐ
る
叫
声
で

あ
つ
た
の
か
。

夕
暮
が
四
方
に
軍
め
、
青
い
雲
が
地
平
に
垂
れ
て
ゐ
た
。
（
「
研
」
、
昭

　
一
３
２
一

２
・
３
）



　
「
少
年
」
で
は
、
「
夕
ぐ
れ
」
時
、
「
と
あ
る
精
舎
の
門
か
ら
」
帰
っ
て
く
る

「
美
し
い
少
年
」
を
囲
む
情
景
は
、
「
人
も
樹
も
色
を
し
づ
め
」
、
「
空
は
夢
の
や

う
に
流
れ
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、
読
者
の
視
覚
に
訴
え
、
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ

る
。
「
色
を
し
づ
め
」
の
「
色
」
も
は
っ
き
り
は
せ
ず
、
「
夢
の
や
う
に
」
と
い

う
「
夢
」
も
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
「
乳
母
車
」
の
第
一

連
の
「
淡
く
か
な
し
き
も
の
の
ふ
る
な
り
／
紫
陽
花
い
ろ
の
も
の
の
ふ
る
な

り
」
と
い
う
感
覚
を
呼
び
起
こ
す
詩
句
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
「
研
」
の

「
高
い
声
」
は
幼
少
の
子
供
を
意
味
し
、
し
き
り
に
「
母
」
を
呼
ん
で
い
る
。

こ
れ
も
「
乳
母
車
」
の
「
母
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
を
想
起
さ
せ
る
。

　
　
　
　
毎
日
こ
ん
な
に
い
い
お
天
気
だ
け
れ
ど
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
私
た
ち

　
　
の
出
発
も
近
づ
い
た
。
午
後
の
風
は
胸
に
冷
め
た
い
し
、
こ
の
頃
の
日
ぐ

　
　
れ
の
早
さ
は
、
ま
る
で
空
の
遠
く
か
ら
切
な
い
網
を
撒
か
れ
る
や
う
だ
。

　
　
夕
暮
の
林
か
ら
蠣
が
、
あ
の
鋭
い
唱
歌
で
か
な
か
な
か
な
か
な
と
歌
ふ
の

　
　
を
聞
い
て
ゐ
る
と
、
私
は
自
分
の
居
る
場
所
が
解
ら
な
く
な
つ
て
な
ぜ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
３
３
一

　
　
泪
が
湧
い
て
く
る
。
（
「
燕
」
、
昭
３
・
９
）

夕
暮
は
子
供
ら
の
遊
び
ほ
ほ
け
る
時
、
女
ら
の
ヒ
粧
を
嗜
む
時
。

夕
暮
の
坂
で
研
を
呼
む
で
ゐ
る

　
　
　
饒
　
　
　
與
　
　
　
一
…

　
　
　
與
　
　
　
顯
　
　
一
…

　
　
　
三
好
達
治
「
乳
母
車
」
論

一
人
の
少
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一
３
４
一

・
（
「
あ
る
日
」
、
昭
２
・
１
）

　
「
燕
」
で
は
、
「
午
後
の
風
は
胸
に
冷
め
た
」
さ
を
感
じ
、
「
夕
暮
」
と
い
う

時
間
の
設
定
の
中
で
、
「
自
分
の
居
る
場
所
」
が
解
ら
な
く
な
り
、
泪
を
流
し

て
い
る
。
夕
暮
れ
の
な
か
で
泣
い
て
い
る
姿
は
「
乳
母
車
」
第
二
連
の
現
在
の

「
私
」
の
視
点
と
重
な
る
。
ま
た
、
「
あ
る
日
」
で
は
、
夕
暮
れ
の
中
で
の
子
供

が
「
遊
び
ほ
ほ
け
」
て
お
り
、
「
研
を
呼
む
で
ゐ
る
一
人
の
少
年
」
の
姿
は
、

「
研
」
の
母
を
呼
ぶ
高
い
声
、
ひ
い
て
は
「
乳
母
車
」
の
母
へ
の
呼
び
か
け
に

通
じ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
の
背
景
と
し
て
、
「
夕
暮
れ
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
三
好
達
治
に
と
っ
て
「
夕
暮
れ
」
と
い
う
時
問
は
幼
少
期
の
寂
蓼
感

と
重
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
三
好
行
雄
・
越
智
治
雄
・
野
村
喬
は
、
「
『
乳
母
車
』
が
幼
時
思
慕
篇
で
あ
る

こ
と
は
否
み
が
た
い
と
し
て
も
、
詩
人
の
現
在
に
お
け
る
烈
し
き
飢
渇
の
拝
情

に
よ
っ
て
成
立
し
得
た
こ
と
が
窺
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
幼
年
期
の
過
去
に
お
い

て
詩
人
が
満
た
さ
れ
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
現
在
の
時
点
に
あ
っ
て
な
お
消
え

ず
に
充
足
す
べ
き
こ
と
と
し
て
意
識
に
の
ぼ
り
っ
づ
け
、
や
が
て
認
識
を
招
き

　
　
　
　
　
一
３
５
一

よ
せ
る
の
で
あ
る
」
と
作
者
の
実
体
験
に
基
づ
く
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
。
一

方
、
松
原
勉
は
「
『
乳
母
車
』
と
い
う
作
品
の
主
題
は
、
母
な
る
も
の
へ
の
郷

愁
、
ま
た
は
幼
児
期
へ
の
郷
愁
で
あ
る
。
そ
の
郷
愁
は
、
現
実
な
い
し
日
常
性

に
つ
な
が
る
時
問
・
空
間
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
詩
人
三
好
達
治
に
直

接
か
か
わ
る
も
の
と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
淡
く
か
な
し
き
も
の
』
が
ふ

り
、
『
紫
陽
花
い
ろ
の
も
の
』
が
ふ
る
時
空
に
存
在
す
る
郷
愁
で
あ
り
、
純
粋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
三
好
達
治
「
乳
母
車
」
論

に
仮
構
さ
れ
た
郷
愁
な
る
も
の
と
言
い
換
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
日
常
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
３
６
一

を
剥
脱
し
た
観
念
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
」
と
、
詩
と
作
者
を
切
り
離

し
て
考
え
て
い
る
。

　
「
乳
母
車
」
は
、
三
好
達
治
が
過
去
に
母
の
不
在
に
よ
り
か
な
え
ら
れ
な
か

っ
た
「
乳
母
車
を
押
せ
」
や
「
赤
い
総
の
あ
る
天
鷲
絨
の
帽
子
を
」
「
か
む
ら

せ
よ
」
と
い
う
願
望
を
そ
の
ま
ま
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

詩
の
な
か
の
「
乳
母
車
」
や
「
赤
い
総
の
あ
る
天
鷲
絨
の
帽
子
」
は
借
り
物
で

あ
り
、
乳
母
車
を
押
す
こ
と
も
帽
子
を
か
む
ら
せ
る
こ
と
も
母
か
ら
子
へ
の
一

般
的
行
為
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
「
詩
は
、
『
真
実
』
を
『
嘘
』
の
や
う

に
書
く
も
の
だ
よ
、
と
萩
原
朔
太
郎
先
生
は
あ
る
時
い
は
れ
た
が
、
『
嘘
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
３
７
一

於
て
の
『
真
実
』
は
、
作
者
に
於
て
最
も
語
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
」
と
三
好

達
治
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
乳
母
車
」
の
詩
世
界
は
全
く
の
虚
構
で
は
な

い
。
幼
少
期
に
、
夕
暮
れ
と
い
う
時
問
の
中
の
な
か
で
感
じ
た
寂
し
さ
や
養
子

と
な
っ
た
体
験
は
三
好
達
治
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
母
の
存
在
の
不
確
か
さ
や

故
郷
の
遠
さ
に
対
す
る
郷
愁
ま
で
も
が
仮
構
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
三
好
達

治
の
郷
愁
と
は
、
幼
少
期
の
寂
蓼
感
が
夕
暮
れ
と
い
う
時
刻
と
重
な
り
、
母
に

対
し
て
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
愛
情
を
過
去
の
詩
世
界
の
中
で
求
め
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

一
一
二

注（
１
）
紅
野
敏
郎
「
『
青
空
』
解
説
」
（
小
田
切
進
編
「
『
青
空
』
復
刻
版
別
冊
」
所
収
、

　
　
７
頁
、
昭
４
５
・
６
・
１
５
、
日
本
近
代
文
学
館
）

（
２
）
中
谷
孝
雄
「
青
空
」
（
「
群
像
」
２
４
巻
５
号
、
昭
４
４
・
５
）
。
中
谷
孝
雄
は
「
青

　
　
空
」
を
書
く
に
あ
た
り
、
「
大
正
末
年
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
如
何
に
多
く
の

　
　
同
人
雑
誌
が
水
の
泡
の
や
う
に
か
つ
消
え
か
つ
結
ん
で
巷
に
氾
濫
し
た
こ
と
か
。

　
　
『
青
空
』
も
さ
う
い
ふ
同
人
雑
誌
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
こ
ん
な
ふ
う
に
言

　
　
ふ
と
、
私
が
故
意
に
『
青
空
』
を
軽
視
し
て
ゐ
る
か
の
や
う
に
見
え
る
か
も
知
れ

　
　
な
い
が
、
事
実
こ
の
雑
誌
が
昭
和
二
年
六
月
、
通
巻
二
十
八
号
を
以
つ
て
休
刊
－

　
　
工
畢
実
上
廃
刊
し
た
時
、
同
人
は
十
四
人
ゐ
た
が
、
ま
だ
一
人
の
作
家
も
詩
人
も

　
　
世
に
出
て
は
ゐ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
３
）
中
谷
孝
雄
は
「
三
好
君
の
印
象
」
（
「
青
空
」
２
巻
６
号
、
大
１
５
・
６
）
に
お
い

　
　
て
、
「
四
月
の
末
日
、
僕
は
、
青
空
同
人
会
の
席
で
、
初
め
て
三
好
君
を
紹
介
さ

　
　
れ
た
。
そ
の
日
か
ら
、
彼
は
我
々
の
同
人
と
し
て
、
青
空
に
入
っ
た
」
と
書
い
て

　
　
い
る
。

（
４
）
注
（
２
）
に
同
じ
。

（
５
）
淀
野
隆
三
「
編
集
後
記
」
（
「
青
空
」
２
巻
６
号
、
大
１
５
・
６
）
に
は
、
「
三
好

　
　
達
治
及
び
彼
の
詩
を
紹
介
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
注
（
３
）
に
同
じ
。

（
７
）
三
好
達
治
「
詩
壇
十
年
記
」
（
「
若
草
」
昭
１
２
・
５
）
。
全
集
第
九
巻
醐
－
独
頁
。

（
８
）
三
好
達
治
「
詩
集
『
検
温
器
と
花
』
」
（
「
青
空
」
２
巻
１
２
号
、
大
１
５
・
１
２
）
。
全

　
　
集
第
十
二
巻
７
８
頁
。

（
９
）
注
（
７
）
に
同
じ
。
全
集
第
九
巻
獅
頁
。

（
１
０
）
百
田
宗
治
「
青
椅
子
　
良
詩
推
薦
」
（
「
日
本
詩
人
」
６
巻
７
号
、
大
１
５
・
７
）
。

　
　
本
文
中
の
「
久
保
君
の
」
と
は
、
久
保
格
「
母
と
子
供
」
（
「
緑
林
」
大
１
５
・
６
）

　
　
を
指
す
。



一
ｕ
）
注
一
７
一
に
同
じ
。
全
集
第
九
巻
鋤
－
鵬
頁
。

一
１
２
一
浅
見
淵
「
三
好
達
治
と
そ
の
周
辺
」
一
村
上
菊
一
郎
編
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座

　
　
第
二
十
巻
三
好
達
治
・
草
野
心
平
』
所
収
、
醐
頁
、
昭
３
４
・
２
・
２
５
、
角
川
書

　
　
店
）
。
本
文
中
の
「
こ
の
詩
」
と
は
、
「
祖
母
」
一
「
青
空
」
２
巻
６
号
、
大
１
５
・

　
　
６
一
を
指
す
。
同
じ
く
「
少
年
」
も
「
青
空
」
一
２
巻
８
号
、
大
１
５
・
８
）
に
掲

　
　
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

（
１
３
）
堀
口
大
学
「
三
好
達
治
君
の
『
測
量
船
』
　
　
書
い
た
ま
・
出
し
忘
れ
た
昭
和

　
　
六
年
春
の
文
　
　
」
一
「
作
品
」
４
巻
－
号
　
昭
和
８
・
１
）

一
１
４
）
三
好
達
治
「
整
の
う
へ
」
一
「
國
文
學
解
輝
と
鑑
賞
」
初
夏
の
臨
時
増
刊
号
　
２
６

　
　
巻
８
号
、
昭
３
６
・
６
）
。
全
集
第
六
巻
湖
－
獅
頁
。

一
１
５
一
注
（
１
４
）
に
同
じ
。
全
集
第
六
巻
獅
頁
。

（
１
６
）
村
上
菊
一
郎
「
三
好
達
治
本
文
及
び
作
晶
鑑
賞
」
一
村
上
菊
一
郎
編
『
近
代
文

　
　
学
鑑
賞
講
座
第
二
十
巻
三
好
達
治
・
草
野
心
平
」
所
収
、
１
８
頁
、
昭
３
４
・
２
・

　
　
２
５
、
角
川
書
店
一

一
１
７
）
阪
本
越
郎
「
測
量
船
」
一
『
日
本
の
詩
歌
第
二
十
二
巻
三
好
達
治
』
所
収
、
８
頁
、

　
　
昭
４
２
・
１
２
・
１
５
、
中
央
公
論
杜
）

一
１
８
）
松
原
勉
「
三
好
達
治
『
測
量
船
』
考
－
空
問
・
時
問
の
特
質
に
つ
い
て
ｉ
」

　
　
一
「
広
島
女
学
院
大
学
国
語
国
文
学
誌
」
２
！
号
、
平
３
・
１
２
）

一
１
９
一
三
好
達
治
「
僕
は
」
一
「
文
蓼
レ
ビ
ュ
ー
」
、
昭
４
・
５
一
。
全
集
第
一
巻
４
１
頁
。

　
　
『
測
量
船
』
に
収
録
さ
れ
た
作
品
を
初
期
作
品
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
、
「
青

　
　
空
」
掲
載
作
品
の
み
に
限
定
せ
ず
、
こ
の
作
品
を
参
考
と
し
た
。
以
下
の
引
用
も

　
　
同
じ
。

一
２
０
）
こ
の
年
譜
は
、
石
原
八
束
編
「
三
好
達
治
年
譜
」
（
『
一
二
好
達
治
全
集
第
十
二

　
　
巻
』
所
収
、
棚
－
醐
頁
、
昭
４
１
・
ｕ
・
１
、
筑
摩
書
房
一
に
拠
っ
た
。

一
２
１
）
三
好
達
治
「
暮
春
記
」
（
「
改
造
」
１
８
巻
６
号
、
昭
ｕ
・
６
）
。
全
集
第
九
巻
１
８
頁
。

一
２
２
）
丸
山
薫
「
そ
の
頃
の
三
好
君
－
詩
人
の
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
と
し
て
－
」
一
村
上
菊

（
２
３
）

一
２
４
）

一
２
５
一

（
２
６
一

一
２
７
）

一
２
８
一

（
２
９
）

一
３
０
）

一
３
１
一

（
３
２
一

（
３
３
）

一
３
４
一

（
３
５
）

（
３
６
一

一
３
７
一

一
郎
編
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
第
二
十
巻
三
好
達
治
・
草
野
心
平
』
所
収
、
蜥

－
醐
頁
、
昭
３
４
・
２
・
２
５
、
角
川
書
店
）

　
注
一
１
４
一
に
同
じ
。
全
集
第
六
巻
獅
頁
。

　
関
良
一
「
三
好
達
治
『
乳
母
車
』
」
一
「
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
１
０
巻
ｕ

号
、
昭
４
０
・
９
一

　
三
好
行
雄
・
越
智
治
雄
・
野
村
喬
「
測
量
船
（
１
）
－
三
好
達
治
－
」
一
「
國
文
學

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
１
３
巻
５
号
、
昭
４
３
・
４
）
。
こ
の
考
察
は
三
人
の
輪
講
に

基
づ
い
て
い
る
た
め
、
連
名
で
記
す
こ
と
と
す
る
。

　
三
好
達
治
「
研
」
一
「
青
空
」
３
巻
３
号
、
昭
２
・
３
）
。
全
集
第
一
巻
ｕ
頁
。

　
三
好
達
治
「
街
」
「
青
空
」
３
巻
５
号
、
昭
２
・
５
）
。
全
集
第
一
巻
１
７
頁
。

　
三
好
達
治
「
魂
の
遍
歴
」
一
『
講
座
現
代
倫
理
第
八
巻
』
所
収
、
ｍ
－
…
頁
、

昭
３
３
．
５
・
２
０
、
筑
摩
書
房
一
。
全
集
第
九
巻
蝸
－
醐
頁
。

　
注
一
２
１
）
に
同
じ
。
全
集
第
九
巻
ｕ
頁
。

　
注
一
２
１
）
に
同
じ
。
全
集
第
九
巻
２
２
－
２
３
頁
。

　
三
好
達
治
「
少
年
」
一
「
青
空
」
２
巻
８
号
、
大
１
５
・
８
一
。
全
集
第
一
巻
１
０
頁
。

　
注
一
２
６
一
に
同
じ
。
全
集
第
一
巻
ｕ
頁
。

　
三
好
達
治
「
燕
」
（
「
詩
と
詩
論
」
第
－
冊
、
昭
３
・
９
一
。
全
集
第
一
巻
４
２
頁
。

　
三
好
達
治
「
あ
る
日
」
（
「
椎
の
木
」
２
巻
２
号
、
昭
２
・
３
）
。
全
集
第
一
巻
８
９
頁
。

　
注
一
２
５
一
に
同
じ
。

　
注
一
１
８
一
に
同
じ
。

　
注
一
１
５
）
に
同
じ
。
全
集
第
六
巻
獅
頁
。

一
付
記
一
本
稿
で
引
用
し
た
三
好
達
治
の
文
章
は
、
『
三
好
達
治
全
集
』
全
第
十
二
巻

　
　
一
昭
３
９
・
１
０
・
１
５
－
昭
４
１
・
ｕ
・
１
、
筑
摩
書
房
一
を
底
本
と
し
、
本
文
で
は

　
　
全
集
と
略
記
し
た
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
は
、
新
漢
字
に
改
め
、
強
調
記
号

　
　
は
省
略
し
た
。

三
好
達
治
「
乳
母
車
」
論

二
三
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