
一

本
稿
の
目
的
は
織
田
作
之
助
「
夫
婦
善
哉
」（『
海
風
』
昭

・
４
）
の
表
現

形
態
を
同
時
代
的
な
枠
組
み
の
中
で
捉
え
直
し
、
昭
和
一
〇
年
代
に
形
成
さ
れ

て
い
た
一
つ
の
言
語
の
表
現
形
態
及
び
そ
れ
を
産
出
す
る
意
識
形
態
を
浮
上
さ

せ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
は
言
っ
て
も
織
田
の
作
品
を
め
ぐ
る
評
価
は
発
表
直
後

か
ら
一
定
の
枠
組
み
が
既
に
形
成
さ
れ
、
そ
れ
を
組
み
換
え
る
作
業
の
障
害
と

な
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
お
お
よ
そ
そ
の
評
価
の
枠
組
み
は
次
の
二
つ

に
分
類
で
き
る
。
一
つ
は
評
者
の
側
に
予
め
〈
文
学

の
形
相
が
存
在
し
、
そ

れ
を
ど
う
再
現

表
象
す
る
か
に
評
価
基
準
を
置
く
も
の
。
こ
の
形
相
に
は
私

小
説
や
リ
ア
リ
ズ
ム
、
市
井
物
の
評
価
軸
が
交
差
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
小

説
に
描
か
れ
た
思
想
性
を
問
う
も
の
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
同
時
代
評
で
特
に
旧

左
翼
系
陣
営
か
ら
の
辛
辣
な
攻
撃
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
評
価
基
準
は

引
き
裂
く
言
葉

六
九

果
た
し
て
正
当
だ
っ
た
の
だ
う
か
。

織
田
の
旧
友
杉
山
平
一
は
当
時
の
織
田
へ
の
「
悪
評
や
黙
殺
」
に
つ
い
て
、

「
可
能
性
の
文
学
」（『
改
造
』
昭

・

）
発
表
後
に
「
批
評
家
は
、
は
じ
め

て
織
田
作
之
助
氏
を
見
誤
つ
て
ゐ
た
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
」
と
い
う
回
想
を

残
し
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
織
田
作
之
助
は
六
年
間
の
創
作
活
動
の
そ
の

時
々
に
お
い
て
暗
に
「
夫
婦
善
哉
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
織
田
の
「
昭

和
一
五
年
に
「
夫
婦
善
哉
」
と
い
う
小
説
を
書
い
て
か
ら
、
今
日
ま
で
六
年
間
、

私
の
創
作
態
度
は
少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。」
の
言
が
示
す
よ
う
に
、「
夫
婦

善
哉
」
は
織
田
に
と
っ
て
常
に
立
ち
返
り
意
義
を
問
い
直
し
、
新
た
な
意
味
を

産
み
出
す
場
、
つ
ま
り
反
復
か
ら
差
異
を
産
み
出
す
場
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。「
夫
婦
善
哉
」
と
「
可
能
性
の
文
学
」
は
同
一
の
強
度
を
保
持

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ら
ば
「
夫
婦
善
哉
」
と
い

う
作
品
の
評
価
は
、
い
か
に
形
相
を
描
く
か
や
、
ど
の
様
な
思
想
を
読
み
と
る

引
き
裂
く
言
葉

｜
｜
昭
和
一
〇
年
代
と
織
田
作
之
助
「
夫
婦
善
哉
」
｜
｜

西

村

将

洋



か
と
い
っ
た
理
念
の
問
題
で
は
な
く
、
小
説
そ
れ
自
体
の
方
法
性
と
し
て
分
析

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
織
田
は
「
夫
婦
善
哉
」
直
後
の
「
小
説
の
思

想
」
で
、
後
の
「
夫
婦
善
哉
」
の
思
想
性
の
欠
如
と
い
う
批
判
に
答
え
る
か
の

よ
う
に
、「
小
説
の
中
の
思
想
」
は
「
二
義
的
」
で
あ
り
、「
小
説
の
思
想
」
こ

そ
が
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
小
説
が
思

想
の
伝
達
物
で
は
な
く
、
小
説
そ
の
も
の
の
一
義
性
を
有
す
る
と
い
う
主
張
な

の
で
あ
っ
た
。

以
下
そ
の
よ
う
な
問
題
系
へ
の
手
掛
か
り
と
し
て
「
夫
婦
善
哉
」
自
体
の
分

析
か
ら
始
め
、
徐
々
に
そ
の
分
析
対
象
を
巨
視
的
な
関
係
性
の
網
目
へ
と
再
解

釈
し
て
み
た
い
。

二

橋
本
寛
之
は
前
掲
「
小
説
の
思
想
」
の
主
張
を
加
味
し
つ
つ
、「
夫
婦
善

哉
」
の
舞
台
と
な
っ
た
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
大
阪
の
都
市
を
分
析
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
大
正
一
五
年
に
着
工
さ
れ
昭
和
五
年
に
完
成
し
た
地
下
鉄
な

ど
が
注
目
さ
れ
、
同
時
代
的
な
「
モ
ダ
ン
な
都
市
景
観
」
を
排
除
す
る
こ
と
で

「
夫
婦
善
哉
」
が
「
架
空
の
大
阪
」
を
描
き
出
し
た
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
指
摘
は
「
夫
婦
善
哉
」
の
背
景
に
あ
る
虚
構
性
を
浮
き
上
が
ら
せ
た
意
義

あ
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
も
う
一
方
で
小
説
自
体
の
虚
構
性
は
ど
の

様
な
次
元
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
点
で
最
初
に
注
目
し
た
い
の
が
浄
瑠
璃
と
の
関
連
で
あ
る
。
多
田
道
太

郎
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
夫
婦
善
哉
」
は
「
三
勝
半
七
」（「
艶
姿
女
舞
衣
」）
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ

る
。
純
情
な
正
妻
お
園
の
気
持
ち
を
、
浮
気
男
柳
吉
が
口
ず
さ
み
、
日
陰

者
の
女
蝶
子
が
怒
り
狂
っ
て
セ
リ
フ
の
「
後
を
続
け
て
こ
ま
し
た
ろ
か
」

「
思
え
ば
思
え
ば
こ
の
お
園
が
、
去
年
の
秋
の
煩
い
に
、
い
っ
そ
死
ん

で
し
も
う
た
ら
」
よ
か
っ
た
の
に
と
古
典
の
女
は
自
分
を
せ
め
る
の
に
、

蝶
子
の
ほ
う
は
あ
べ
こ
べ
に
、
浄
瑠
璃
を
口
の
中
に
収
め
、
や
お
ら
亭
主

の
折
檻
に
か
か
る
。
古
典
的
世
界
を
ひ
っ
く
り
か
え
す
逆
転
パ
ロ
デ
ィ
で

あ
る
。

「
夫
婦
善
哉
」
発
表
以
前
の
『
艶
容
女
舞
衣
』
活
字
本
は
、『
日
本
名
著
全

集
第
二
八
巻

歌
謡
音
曲
集
』（
昭
４
）
と
岩
波
文
庫
（
昭

）
が
あ
る
。
名

著
全
集
の
本
文
は
「
夫
婦
善
哉
」
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
「
今
ご
ろ
は
半
七
さ

ん
が
」
の
件
を
も
つ
「
酒
屋
の
段
」
の
み
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
岩
波
文
庫
版

で
は
全
て
の
段
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
当
時
も
文
楽
座
で
『
艶
容
女

舞
衣
』
は
上
演
さ
れ
て
は
い
た
の
だ
が
、「
酒
屋
の
段
」
が
中
心
で
あ
っ
た
だ

け
に
岩
波
文
庫
の
刊
行
は
物
語
全
体
の
流
通
と
い
う
意
味
で
意
義
の
あ
る
も
の

だ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

こ
の
「
酒
屋
の
段
」
以
外
の
『
艶
容
女
舞
衣
』
の
物
語
と
「
夫
婦
善
哉
」
と

の
関
連
で
注
目
出
来
る
の
は
、「
夫
婦
善
哉
」
で
蝶
子
が
「
新
世
界
の
八
卦

引
き
裂
く
言
葉

七
〇



見
」
に
柳
吉
と
の
仲
を
占
っ
て
も
ら
う
場
面
で
あ
る
。

蝶
子
は
興
奮
の
余
り
口
喧
嘩
ま
で
し
、
そ
の
足
で
新
世
界
の
八
卦
見
の

と
こ
ろ
へ
行
つ
た
。「
あ
ん
た
が
男
は
ん
の
た
め
に
つ
く
す
そ
の
心
が
仇

に
な
る
。
大
体
こ
の
星
の
人
は

」
年
を
聞
い
て
丙
午
だ
と
知
る
と
、

八
卦
見
は
も
う
立
板
に
水
を
流
す
お
喋
り
で
、
何
も
か
も
悪
い
運
勢
だ
っ

た
。

こ
の
場
面
で
蝶
子
は
「
丙
午
」
の
俗
信
の
た
め
八
卦
見
に
さ
ん
ざ
ん
に
言
わ

れ
る
の
だ
が
、
こ
の
場
面
も
『
艶
容
女
舞
衣
』「
中
の
巻

新
町
橋
の
段
」
で

お
園
が
半
七
扮
す
る
「
占
い
者
」
に
自
分
と
夫
の
仲
を
占
っ
て
も
ら
う
趣
向
と

重
な
る
。
半
七
扮
す
る
「
占
い
者
」
は
「
互
に
厄
の
祟
り
に
て
ひ
と
つ
に
居
れ

ば
大
悪
縁
。
や
つ
ぱ
り
男
の
詞
に
付
抱
れ
て
寝
る
方
が
女
房
の
役
」
と
「
夫
婦

善
哉
」
の
展
開
と
同
じ
く
夫
婦
の
離
縁
を
せ
ま
る
の
で
あ
る
。

先
の
多
田
の
言
が
示
し
た
よ
う
に
『
艶
容
女
舞
衣
』
と
「
夫
婦
善
哉
」
の
夫

婦
関
係
は
相
関
関
係
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
テ

ク
ス
ト
は
先
の
多
田
の
考
察
の
よ
う
に
単
な
る
「
古
典
的
世
界
を
ひ
っ
く
り
か

え
す
逆
転
パ
ロ
デ
ィ
」
の
関
係
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
先
の
「
丙
午
」

や
「
厄
」
と
い
う
干
支
と
「
夫
婦
善
哉
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
前
田
愛
の
興
味

深
い
指
摘
が
あ
る
。
前
田
は
「
夫
婦
善
哉
」
の
蝶
子
が
丙
午
の
生
ま
れ
で
、
小

説
の
終
わ
る
時
点
の
年
齢
は
柳
吉
が
四
十
三
で
後
厄
、
蝶
子
が
三
十
二
で
女
の

前
厄
で
あ
る
と
述
べ
、「
多
分
、
丙
午
と
か
ら
め
て
織
田
作
は
ち
ゃ
ん
と
書
い

引
き
裂
く
言
葉

七
一

て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
前
田
の
言
は
「
夫
婦
善
哉
」

と
『
艶
容
女
舞
衣
』
の
関
連
を
考
え
る
際
の
有
益
な
発
言
と
言
え
る
。
例
え
ば
、

近
松
門
左
衛
門
『
曾
根
崎
心
中
』
の
冒
頭
が
二
一
歳
で
厄
年
の
天
満
屋
遊
女
お

初
が
三
十
三
番
の
観
音
巡
り
を
す
る
場
面
か
ら
描
か
れ
る
よ
う
に
、「
夫
婦
善

哉
」
に
お
い
て
干
支
は
浄
瑠
璃
と
の
関
連
か
ら
物
語
の
悲
哀
や
哀
憐
を
提
示
す

る
機
能
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、「
夫
婦
善
哉
」
は
必
ず

し
も
「
逆
転
パ
ロ
デ
ィ
」
の
発
想
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
蝶
子

の
側
に
も
確
か
に
浄
瑠
璃
の
世
界
は
逆
転
さ
れ
る
こ
と
な
く
浸
透
し
、
並
存
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
織
田
は
「
大
阪
発
見
」
の
中
で
「
め
お
と
ぜ
ん
ざ
い

屋
」
の
あ
る
法
善
寺
境
内
を
「
神
仏
の
デ
パ
ー
ト
」
と
述
べ
、
弁
財
天
や
不
動

明
王
な
ど
様
々
な
信
仰
が
混
在
す
る
雑
居
性
の
場
と
位
置
付
け
て
い
る
。
す
な

わ
ち
「
夫
婦
善
哉
」
の
志
向
す
る
場
と
は
複
数
の
物
語
の
混
在
す
る
空
間
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
先
の
「
夫
婦
善
哉
」
と
『
艶
容
女
舞
衣
』
の
関
連
も
そ
の
よ

う
な
文
脈
か
ら
再
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
『
艶
容

女
舞
衣
』
の
物
語
の
全
体
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
元
禄
八
年
一
一
月
六
日
の
夜
、

大
阪
長
町
四
丁
目
の
美
濃
屋
平
左
衛
門
の
養
女
お
さ
ん
事
芸
名
三
勝
と
大
和
五

条
新
町
の
赤
根
屋
半
七
と
が
大
阪
の
下
難
波
村
の
千
日
墓
所
南
側
の
石
垣
の
下

で
情
死
し
た
」
と
い
う
実
話
に
基
づ
く
ご
と
く
、『
艶
容
女
舞
衣
』
で
も
そ
の

後
半
七
は
妻
お
園
を
捨
て
、
三
勝
と
心
中
す
る
と
い
う
物
語
の
展
開
が
最
後
に



構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
夫
婦
善
哉
」
に
お
い
て
『
艶
容
女
舞

衣
』
が
下
敷
き
に
さ
れ
る
と
い
う
虚
構
化
は
、
心
中
に
よ
る
夫
の
死
と
夫
婦
の

別
離
と
い
う
悲
哀
の
物
語
内
容
を
「
夫
婦
善
哉
」
の
物
語
内
容
を
も
含
め
て
共

示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
逆
転
パ
ロ
デ
ィ
」
で
は
な
く

正
反
対
の
物
語
内
容
が
同
時
に
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、

前
述
し
た
「
め
お
と
ぜ
ん
ざ
い
屋
」
の
あ
る
法
善
寺
境
内
が
複
数
の
物
語
の
雑

居
す
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
と
符
合
す
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
「
夫
婦
善
哉
」
と
浄
瑠
璃
と
の
関
連
を
考
え
る
際
に
見
逃
せ
な
い
の

は
、
作
品
の
物
語
の
最
後
で
一
行
空
け
ら
れ
、
独
立
し
た
形
で
物
語
を
締
め
括

る
次
の
挿
話
で
あ
る
（
作
品
内
で
物
語
の
場
面
が
転
換
さ
れ
る
時
以
外
に
、
こ

の
よ
う
な
独
立
し
た
挿
話
が
語
ら
れ
る
の
は
こ
の
部
分
だ
け
で
あ
る
）。

蝶
子
と
柳
吉
は
や
が
て
浄
瑠
璃
に
凝
り
出
し
た
。
二
ツ
井
戸
天
牛
書
店

の
二
階
広
間
で
開
か
れ
た
素
義
大
会
で
、
柳
吉
は
蝶
子
の
三
味
線
で
「
太

十
」
を
語
り
、
二
等
賞
を
貰
つ
た
。
景
品
の
大
き
な
座
蒲
団
は
蝶
子
が
毎

日
つ
か
つ
た
。（
完
）

こ
の
箇
所
を
め
ぐ
っ
て
は
先
行
研
究
で
も
そ
の
有
無
に
つ
い
て
賛
否
両
論
が

別
れ
る
が
、「
夫
婦
善
哉
」
に
お
け
る
挿
話
と
は
そ
れ
ぞ
れ
が
不
可
欠
な
部
分

と
し
て
解
釈
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
点
の
事
情
は
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
織
田
文
庫
所
蔵
の
「
夫
婦
善

哉
」
草
稿
（
一
三
二
枚
）
に
よ
っ
て
幾
分
か
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
草
稿

の
中
の
「
５
」
と
頁
数
の
記
さ
れ
た
原
稿
の
内
の
二
枚
に
は
「
種
吉
は
卒
中
で

死
ん
だ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
初
出
「
夫
婦
善
哉
」
で
死
ん
で
し
ま
う
の
は
蝶

子
の
父
親
種
吉
で
は
な
く
母
親
お
辰
で
あ
り
、
そ
の
病
因
は
子
宮
癌
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
他
界
の
場
面
は
物
語
の
終
盤
に
描
か
れ
て
い
る
。
更
に
こ
の
二
枚
に

は
従
来
大
阪
の
「
う
ま
い
も
ん
」
を
描
い
た
と
さ
れ
る
「
夫
婦
善
哉
」
の
中
に

京
都
円
山
公
園
内
の
「
芋
ぼ
う
」
屋
の
記
述
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た

「

」
の
頁
数
が
付
く
内
の
一
枚
に
は
蝶
子
を
「
マ
ダ
ム
」
と
呼
ぶ
場
面
も
描

か
れ
て
い
る
。
初
出
「
夫
婦
善
哉
」
で
は
蝶
子
が
「
マ
ダ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
の

は
小
説
の
後
半
部
に
あ
た
り
、「

」
と
い
う
書
き
出
し
部
分
で
呼
ば
れ
る
こ

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
類
推
で
き
る
の
は
「
夫
婦
善
哉
」
執
筆

に
は
最
初
に
複
数
の
挿
話
が
構
想
さ
れ
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
取
捨
選
択
し
組

み
合
わ
せ
る
か
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
敢

え
て
独
立
し
た
挿
話
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
最
終
部
の
挿
話
は
意
図
的
に
構
成

さ
れ
た
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
の
「
夫
婦
善
哉
」
が
複
数
の
物
語
を
同
時
に
表

象
し
て
い
る
と
い
う
文
脈
を
加
味
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
読
解
が
成
り
立

ち
得
る
。
つ
ま
り
柳
吉
と
蝶
子
が
奏
で
る
「
太
十
」（
浄
瑠
璃
『
絵
本
太
功

記
』
十
段
目
の
略
称
）
も
ま
た
、
先
の
武
智
十
次
郎
光
義
と
許
嫁
の
妻
初
菊
の

夫
婦
は
夫
の
討
ち
死
に
よ
っ
て
今
生
の
別
離
を
遂
げ
る
と
い
う
物
語
が
配
置
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
艶
姿
女
舞
衣
』
と
同
じ
く
こ
こ
で
も
浄
瑠
璃
の
夫
婦

引
き
裂
く
言
葉

七
二



の
別
離
と
い
う
物
語
が
下
敷
き
に
さ
れ
配
置
さ
れ
て
い
る
。

夫
の
討
死
遊
ば
す
を
妻
が
知
ら
い
で
何
と
せ
う
。
二
世
も
三
世
も
女
夫

ぢ
や
と
思
う
て
ゐ
る
に
情
な
い
盃
せ
ぬ
が
仕
合
せ
と
は
。
余
り
聞
こ
え
ぬ

光
義
様
。
祝
言
さ
へ
も
済
ま
ぬ
討
死
と
は
曲
が
な
い
。

つ
ま
り
「
夫
婦
善
哉
」
は
そ
れ
自
身
の
物
語
と
と
も
に
、
そ
の
背
後
に
悲
哀

な
夫
婦
の
別
れ
の
物
語
を
複
数
織
り
込
む
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

通
常
、
二
重
に
テ
ク
ス
ト
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
場
合
一
方
の
テ
ク
ス
ト
は
他
の

テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
注
釈
的
機
能
を
果
た
し
、
プ
ロ
ッ
ト
は
一
方
に
収
縮
す
る

が
、
こ
こ
で
は
物
語
の
結
び
が
必
ず
し
も
単
一
な
プ
ロ
ッ
ト
へ
の
収
縮
を
遂
行

し
て
は
い
な
い
。
テ
ク
ス
ト
は
表
層
的
に
二
人
の
夫
婦
像
を
描
き
な
が
ら
、
か

つ
悲
哀
の
物
語
を
そ
の
下
に
織
り
込
む
。
そ
れ
は
二
つ
の
物
語
の
裂
け
目
を
表

象
す
る
言
葉
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

三

さ
ら
に
「
夫
婦
善
哉
」
の
問
題
の
領
野
を
広
げ
る
た
め
に
井
原
西
鶴
と
の
関

連
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。「
夫
婦
善
哉
」
発
表
後
、
織
田
は

『
西
鶴
新
論
』（
修
文
館
、
昭

）
を
執
筆
し
て
い
る
。
こ
の
『
西
鶴
新
論
』
に

お
け
る
西
鶴
と
「
夫
婦
善
哉
」
の
連
関
性
に
つ
い
て
は
『
西
鶴
新
論
』
の
同
時

代
評
か
ら
既
に
そ
の
指
摘
が
あ
る
。「
夫
婦
善
哉
」
研
究
で
も
そ
の
点
に
つ
い

て
は
多
々
言
及
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
「
夫
婦
善
哉
」
が
西
鶴
に
影
響
を

引
き
裂
く
言
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受
け
た
と
言
え
る
の
か
と
い
う
と
、
実
状
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
「
わ
が
文
学
修
行
」（『
現
代
文
学
』
昭

・
３
）
で
織
田
は
「
西
鶴
を
本

当
に
読
ん
だ
の
は
「
夫
婦
善
哉
」
を
単
行
本
に
し
て
か
ら
で
あ
る
。」
と
い
う

言
を
残
し
て
い
る
し
、
こ
の
こ
と
は
「
夫
婦
善
哉
」
発
表
直
後
の
昭
和
一
五
年

五
月
六
日
付
の
杉
山
平
一
宛
書
簡
で
も
「
西
鶴
と
は
意
外
だ
が
、
べ
つ
に
異
を

た
て
ぬ
、
真
似
た
つ
も
り
は
な
い
」
と
い
う
織
田
の
言
か
ら
も
読
み
と
れ
る
。

恐
ら
く
杉
山
か
ら
西
鶴
と
「
夫
婦
善
哉
」
の
類
似
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
、
こ
の

よ
う
な
返
答
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
織
田
は
「
夫
婦
善
哉
」
執
筆
に
あ
た
っ
て
西
鶴
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
織
田
は
西
鶴
を
読
ん
で
い
て
い
た
が
、
ま

た
同
時
に
読
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
逆
説
を
説
明
す
る
に
は
一
冊

の
書
物
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
谷
崎
潤
一
郎
『
文
章
読
本
』

（
中
央
公
論
社
、
昭
９
）
で
あ
る
。

『
西
鶴
新
論
』
で
は
文
学
者
か
ら
国
文
学
研
究
者
、
そ
し
て
海
外
作
家
を
交

え
て
総
勢
三
〇
人
以
上
の
人
物
の
文
献
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
谷
崎

の
引
用
は
「
三
、
大
阪
人
的
性
格
」
で
の
『
饒
舌
録
』（
改
造
社
、
昭
３
）
と
、

「
九
、
西
鶴
の
文
章
」
で
の
『
文
章
読
本
』
の
わ
ず
か
二
箇
所
で
あ
る
。
し
か

し
谷
崎
の
署
名
の
無
い
部
分
に
も
『
文
章
読
本
』
の
課
し
た
規
則
と
近
似
し
た

文
面
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。『
西
鶴
新
論
』「
三
、
大
阪
人
的
性
格
」
を
引
い

て
み
る
。



（
西
鶴
は

引
用
者
注
）
露
骨
に
、
徹
底
し
て
、
執
拗
に
あ
る
が
ま

ま
の
人
生
を
描
い
た
の
だ
。
彼
は
あ
る
観
念
を
強
調
す
る
た
め
に
、
書
い

た
の
で
は
な
い
。
見
た
ま
ま
の
人
間
の
生
活
を
、
執
拗
に
繰
り
か
へ
し
て
、

書
き
続
け
た
の
だ
。（
略
）
も
と
よ
り
、
さ
う
し
た
繰
り
か
へ
し
か
ら
は
、

い
は
ゆ
る
発
展
は
生
れ
な
い
で
あ
ら
う
。（
略
）
し
か
し
、
こ
の
発
展
を

無
視
し
た
繰
り
か
へ
し
の
中
に
、
全
然
意
識
が
な
い
と
、
言
ひ
切
つ
て
し

ま
へ
る
か
ど
う
か
。
少
く
と
も
、
西
鶴
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
執
拗
な
繰
り

か
へ
し
は
一
つ
の
人
間
謳
歌
の
逆
説
的
な
表
現
な
の
だ
。

こ
こ
で
は
唐
突
に
「
繰
り
か
へ
し
」
と
い
う
反
復
の
機
能
が
重
視
さ
れ
る
の

だ
が
、
こ
の
部
分
は
『
文
章
読
本
』「
二
、
文
章
の
上
達
法

感
覚
を
研
く
こ

と
」
の
次
の
文
脈
と
類
似
し
て
い
る
。

文
章
に
対
す
る
感
覚
だ
け
が
先
天
的
に
備
わ
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
生
れ
つ
き
の
能
力
で
あ
る
か
ら
、
後
天
的
に
は

如
何
と
も
し
難
い
も
の
か
と
云
ふ
の
に
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
略
）
多
く
は
心
が
け
と
修
養
次
第
で
、
生
れ
つ
き
鈍
い
感
覚
を
も
鋭
く

研
く
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
も
研
け
ば
研
く
ほ
ど
、
発
達
す
る
の
が
常
で

あ
り
ま
す
。（
略
）
総
て
の
感
覚
と
云
ふ
も
の
は
、
何
度
も
繰
り
返
し
て

感
じ
る
う
ち
に
鋭
敏
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

意
識
的
か
無
意
識
的
か
は
ま
た
別
の
問
題
と
し
て
、『
文
章
読
本
』
の
こ
の

様
な
文
脈
を
織
田
は
『
西
鶴
新
論
』
の
中
に
導
入
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
実
は
前
述
し
た
『
西
鶴
新
論
』
で
『
文
章
読
本
』
が
引
用
さ
れ
る
箇
所
と

は
、
今
引
用
し
た
『
文
章
読
本
』
の
直
前
の
箇
所
に
あ
た
る
。『
文
章
読
本
』

は
織
田
に
と
っ
て
あ
る
一
定
の
位
置
を
占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
谷
崎
と
織
田
は
同
じ
く
西
鶴
の
作
と
し
て

『
近
代
艶
隠
者
』
巻
三
「
都
の
つ
れ
夫
婦
」
に
言
及
し
て
い
る
。

『
西
鶴
新
論
』
で
は
作
品
名
の
み
で
「
都
の
つ
れ
夫
婦
」
の
本
文
の
引
用
は

な
い
が
、『
文
章
読
本
』
で
は
物
語
の
前
半
部
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
部

分
の
概
要
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
物
語
の
視
点
人
物
西
鷺
軒
橋
泉
は
年
明
け
に

住
処
で
あ
る
窟
の
中
か
ら
出
て
「
男
女
老
少
あ
ら
そ
ひ
こ
ぞ
り
、
桜
が
下
に
座

の
設
け
し
て
遊
ぶ
」
場
面
に
遭
遇
す
る
。
し
か
し
そ
の
賑
や
か
な
人
々
と
対
照

的
な
松
の
木
隠
に
「
そ
の
体
う
る
は
し
き
男
」
と
「
色
あ
る
女
」
の
姿
を
見
つ

け
る
。
二
人
は
酒
で
酔
い
を
す
す
め
「
時
へ
て
後
彼
女
に
も
た
せ
し
包
物
を
明

て
、
ち
い
さ
き
舂
、
ほ
そ
や
か
成
杵
を
取
出
し
て
二
人
の
手
し
て
し
ら
げ
ゝ
る

が
、
ま
た
水
を
汲
、
火
を
き
り
な
ン
ど
し
て
、
あ
た
り
の
散
葉
拾
ふ
て
、
炊
揚

つ
ゝ
、
た
は
ふ
れ
笑
ひ
、
た
の
し
げ
に
食
ふ
」
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
都
の
つ
れ
夫
婦
」
と
「
夫
婦
善
哉
」
と
の
類
似
関
係
は
指
摘
し
て
お

い
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
二
つ
の
作
品
が
と
も
に
題
名
に
「
夫
婦
」
の
文
字
を
用

い
、
そ
の
夫
婦
を
主
人
公
と
し
て
い
る
点
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
し
、「
都
の
つ

れ
夫
婦
」
が
杵
で
つ
い
た
餅
を
食
べ
る
場
面
は
「
夫
婦
善
哉
」
の
最
後
の
場
面

で
「
め
を
と
ぜ
ん
ざ
い
」
を
食
べ
る
蝶
子
と
柳
吉
と
い
う
枠
組
み
と
重
ね
合
わ

引
き
裂
く
言
葉

七
四



せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
文
章
読
本
』
が
昭
和
九
年
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、

織
田
が
「
夫
婦
善
哉
」
執
筆
以
前
に
こ
の
文
に
触
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
夫
婦
善
哉
」
が
浄
瑠
璃
に
加
え
食
物
を
描
く
の
と
同
様

に
、『
文
章
読
本
』
で
も
「
文
章
の
味
と
云
ふ
も
の
は
、
芸
の
味
、
食
物
の
味

な
ど

同
じ
で
あ
り
ま
し
て
」（「
二
、
文
章
の
上
達
法

感
覚
を
研
く
こ

と
」）
の
言
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
と
す
る
な
ら
ば
先
の

「
西
鶴
を
本
当
に
読
ん
だ
の
は
「
夫
婦
善
哉
」
を
単
行
本
に
し
て
か
ら
で
あ

る
。」
と
い
う
織
田
の
言
も
織
田
が
『
文
章
読
本
』
を
読
ん
だ
と
思
っ
て
い
る

場
合
に
は
西
鶴
は
読
ん
で
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
ま
た
『
文
章
読
本
』
の
中
の

「
都
の
つ
れ
夫
婦
」
を
読
ん
だ
と
思
う
場
合
に
は
嘘
を
つ
い
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
織
田
の
状
況
は
彼
の
敬
愛
す
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
つ
い
て
の

「
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
な
ど
一
生
嘘
を
吐
き
通
し
た
作
家
だ
が
、
ま
た
ス
タ
ン
ダ
ー

ル
ほ
ど
真
実
を
語
つ
た
作
家
は
、
さ
う
沢
山
は
な
い
筈
だ
」
と
い
う
言
と
一
致

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
「
嘘
」
と
「
真
実
」
と
い
う
本
来
は
相
反
す

る
も
の
が
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
排
除
す
る
こ
と
な
く
同
一
平
面
で
展
開
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
都
の
つ
れ
夫
婦
」
と
「
夫
婦
善
哉
」
も
必
ず
し
も
一
致
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
者
が
「
そ
の
体
う
る
は
し
き
男
」
と
「
色
あ
る

女
」
を
中
心
人
物
と
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
浮
気
者
の
夫
柳
吉
と
気
の
強

引
き
裂
く
言
葉
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い
妻
蝶
子
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
「
都
の
つ
れ
夫
婦
」
が
引
用
さ
れ
る
『
文
章

読
本
』
の
前
後
の
文
脈
も
考
慮
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
谷
崎
は

「
名
文
と
悪
文
は
紙
一
重
」
で
あ
り
、「
西
鶴
や
近
松
の
や
う
な
独
創
性
の
な
い

者
が
彼
等
の
文
章
の
癖
を
真
似
る
と
、
多
く
の
場
合
物
笑
い
の
種
に
な
る
や
う

な
悪
文
が
出
来
上
が
る
の
で
あ
り
ま
す
。」
と
し
、「
一
歩
を
譲
れ
ば
非
常
な
悪

文
と
な
り
か
ね
な
い
」
文
章
と
し
て
「
都
の
つ
れ
夫
婦
」
を
引
用
し
て
い
る
。

西
鶴
「
都
の
つ
れ
夫
婦
」
は
安
易
に
ま
ね
る
べ
き
文
章
で
は
な
い
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
「
夫
婦
善
哉
」
と
「
都
の
つ
れ
夫
婦
」
は
物
語
の
枠

組
み
に
つ
い
て
は
類
似
関
係
に
あ
る
が
、
そ
の
内
容
や
『
文
章
読
本
』
の
言
う

文
脈
と
正
反
対
の
こ
と
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
再
度
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
、
さ
ら
に
別
の
角

度
か
ら
問
題
点
を
考
察
し
て
み
た
い
。

四

織
田
は
「
大
阪
論
」
で
、〈
大
阪

を
語
る
た
め
に
吉
田
文
五
郎
を
中
心
と

し
た
浄
瑠
璃
の
人
形
遣
い
や
棋
士
坂
田
三
吉
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
そ
の
中

に
は
さ
り
げ
な
く
、
自
宅
の
「
本
棚
の
上
の
額
縁
に
は
い
つ
て
ゐ
る
の
も
、
お

園
の
頭
の
安
つ
ぽ
い
版
画
だ
。」
と
い
う
言
が
漏
さ
れ
て
い
る
。
お
園
と
は
前

述
『
艶
姿
女
舞
衣
』
の
半
七
の
妻
で
あ
る
。

昭
和
元
年
か
ら
一
九
年
ま
で
の
『
艶
姿
女
舞
衣
』
全
三
五
回
の
公
演
の
内
、



吉
田
文
五
郎
は
計
二
六
回
お
園
を
演
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る

と
、「
大
阪
論
」
で
文
五
郎
を
語
る
こ
と
と
は
「
夫
婦
善
哉
」
を
語
る
こ
と
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
文
五
郎
と
は
お
園
で
あ
り
、
お
園
と
は
蝶

子
で
あ
り
、
そ
し
て
蝶
子
と
は
「
夫
婦
善
哉
」
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
大
阪
論
」
の
中
で
〈
大
阪

的
と
し
て
語
ら
れ
た
文
五
郎
や
坂
田

三
吉
の
類
似
点
を
読
解
し
て
み
る
。
織
田
は
吉
田
栄
三
の
「
わ
て
や
文
五
郎
は

ん
み
た
い
な
阿
呆
は
も
う
で
ま
へ
ん
。」
と
い
う
言
葉
に
呼
応
し
つ
つ
、
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

栄
三
の
言
ふ
「
阿
呆
」
が
こ
こ
に
も
ひ
と
り
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し

て
、
こ
の
現
世
主
義
か
ら
見
た
「
阿
呆
」
に
と
つ
て
、
唯
一
の
ね
が
ひ
と

は
、
坂
田
の
糟
糠
の
妻
が
死
の
真
際
に
言
つ
た
「
阿
呆
な
将
棋
を
指
す

な
。」
と
い
ふ
一
事
で
あ
る
。
将
棋
だ
け
は
阿
呆
に
な
る
ま
い
、
そ
の
他

の
こ
と
は
阿
呆
で
通
す
｜
｜
こ
れ
が
坂
田
の
一
生
な
の
だ
。
物
欲
な
ぞ
問

題
で
は
な
い
の
だ
。

文
五
郎
や
坂
田
三
吉
は
と
も
に
己
の
「
道
」
に
関
し
て
は
一
級
品
で
、
そ
の

他
の
こ
と
に
は
「
阿
呆
」
な
人
物
と
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
先
に
見
て
き

た
通
り
、
織
田
の
視
野
が
相
反
す
る
も
の
を
対
立
の
ま
ま
統
一
す
る
存
在
へ
と

惹
き
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
織
田
の
嗜
好
は
引
き
裂
か
れ
た

も
の
か
ら
発
散
す
る
強
度
へ
と
注
が
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
「
物
欲
な
ぞ
問

題
で
は
な
い
の
だ
。」
の
言
が
示
す
よ
う
に
、
織
田
は
物
欲
主
義
な
ど
既
成
の

大
阪
的
概
念
へ
の
嫌
悪
を
も
表
明
し
て
い
る
。
文
五
郎
と
「
今
時
の
若
い
者
」

と
の
断
絶
に
つ
い
て
も
他
の
箇
所
で
は
言
及
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
大
阪
論
」

で
主
張
さ
れ
る
〈
大
阪

は
既
成
の
そ
し
て
現
実
に
存
在
す
る
大
阪
と
は
異
な

っ
た
も
の
な
の
で
あ
り
、
単
一
の
観
念
に
集
約
さ
れ
な
い
、
引
き
裂
か
れ
た
も

の
の
混
在
す
る
雑
種
的
な
場
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
『
近
代
艶
隠
者
』
の
視
点
か
ら
も
考
え
て
み
る
。
昭
和
一
七
年
『
西
鶴

新
論
』
刊
行
直
後
の
「
西
鶴
論
覚
書
」
の
中
で
織
田
は
『
近
代
艶
隠
者
』
に
言

及
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
織
田
は
『
近
代
艶
隠
者
』
の
中
に
「
老
荘
思
想
の
影

響
が
多
い
」
と
い
う
諸
家
の
言
を
挙
げ
つ
つ
も
、
し
か
し
西
鶴
に
と
っ
て
は
隠

者
の
生
活
は
共
鳴
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
珍
し
い
存
在
」
と
い
う
好
奇
心
の

対
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、「
無
論
、
皮
肉
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
老
荘
思
想
で

あ
ら
う
」
と
結
論
づ
け
る
。
織
田
に
と
っ
て
西
鶴
や
『
近
代
艶
隠
者
』
と
は
単

体
の
統
一
さ
れ
た
思
想
に
収
斂
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
実
は

こ
の
「
西
鶴
論
覚
書
」
の
文
章
は
直
前
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
『
西
鶴
新
論
』
の

一
部
を
書
き
直
し
た
文
章
な
の
で
あ
る
。『
西
鶴
新
論
』
の
中
か
ら
こ
の
部
分

が
再
び
発
表
さ
れ
る
必
然
性
は
、
や
は
り
前
述
し
た
「
夫
婦
善
哉
」
と
『
近
代

艶
隠
者
』
巻
三
「
都
の
つ
れ
夫
婦
」
と
の
関
連
か
ら
類
推
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
近
代
艶
隠
者
』
は
織
田
に
と
っ
て
ゆ
ず
れ
な
い
作
品
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
織
田
は
引
き
裂
か
れ
た
言
葉
や
ま
た
そ
の
よ
う
な
思

引
き
裂
く
言
葉

七
六



考
形
態
を
語
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
は
先
に
述
べ
て
お
い
た
『
文

章
読
本
』
と
の
差
異
、
ま
た
は
違
和
感
か
ら
導
き
出
せ
る
。『
文
章
読
本
』
の

序
に
は
次
の
よ
う
な
件
が
あ
る
。

云
は
ゞ
此
の
書
（『
文
章
読
本
』

引
用
者
注
）
は
、「
わ
れ

日

本
人
が
日
本
語
の
文
章
を
書
く
心
得
」
を
記
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
昭
和
一
〇
年
前
後
か
ら
論
議
さ
れ
る
〈
日
本
的
な
も
の

と
い
う
文
壇

の
動
向
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
な
『
文
章
読
本
』
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
、「
夫

婦
善
哉
」
は
錯
乱
に
導
く
で
あ
ろ
う
。

「
夫
婦
善
哉
」
発
表
の
昭
和
一
五
年
の
日
本
は
言
わ
ば
強
烈
な
同
一
化
の
磁

場
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
は
紀
元
二
六
〇
〇
年
と
さ
れ
た
。
大
川
周
明
『
日
本
二

千
六
百
年
史
』
は
「
吾
等
は
必
ず
歴
史
に
よ
つ
て
日
本
的
生
命
を
支
配
す
る
法

則
を
掴
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
此
の
法
則
に
従
つ
て
行
動
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」

と
述
べ
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
よ
る
思
想
の
統
一
化
と
そ
の
重
要
性

を
主
張
し
た
。
こ
の
動
き
は
思
想
の
み
の
問
題
で
は
な
く
文
学
者
の
動
き
に
も

関
連
が
あ
る
。「
今
年
は
、
皇
紀
二
千
六
百
年
で
あ
る
。」
の
序
か
ら
始
ま
る
菊

池
寛
『
新
日
本
外
史
』
な
ど
が
こ
の
文
脈
に
連
な
る
と
い
え
よ
う
。
昭
和
一
五

年
と
は
、
い
わ
ば
歴
史
と
そ
の
持
続
性
が
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
最
大
限
に
提
唱
さ

れ
た
年
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
動
向
へ
異
議
を
表
明
し
て
い
た
の
が
、
中
野
重
治
「
文
学
に
お

け
る
新
官
僚
主
義
」（
昭

・
３
）
で
あ
る
。
そ
の
中
で
中
野
は
「
再
び
彼
等

引
き
裂
く
言
葉

七
七

（
文
学
に
お
け
る
新
官
僚
主
義
、
小
林
秀
雄
等
を
指
す

引
用
者
注
）
の
い

ふ
こ
と
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
日
本
は
現
在
あ
る
が
ま
ま
で
至
極
明
る
い
こ
と

に
な
り
、
日
本
の
現
実
生
活
は
絶
対
相
容
れ
ぬ
二
つ
の
も
の
に
裂
け
た
状
態
か

ら
調
和
あ
る
純
粋
な
統
一
物
に
な
る
こ
と
に
な
り
、
私
た
ち
は
そ
れ
に
愛
情
を

そ
そ
が
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
る
。
中
野
に
と
っ
て
「
日

本
の
現
実
生
活
は
絶
対
相
容
れ
ぬ
二
つ
の
も
の
に
裂
け
た
状
態
」
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
花
田
清
輝
が
戦
後
『
復
興
期
の
精
神
』
と
し
て
ま
と

め
る
エ
ッ
セ
イ
群
を
昭
和
一
六
年
か
ら
連
載
し
て
い
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
花
田
の
楕
円
の
思
想
も
ま
た
「
二
つ
の
焦
点
の
あ
る
、

か
れ
の
分
裂
し
た
心
」
な
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
が
考
察
し
て
き
た
「
夫
婦
善
哉
」
の
表
現
形
態
や
織
田
の
思
考
も
、
中

野
・
花
田
の
よ
う
な
、
雑
種
的
で
分
裂
し
た
言
葉
や
意
識
と
い
う
地
平
に
お
い

て
再
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
掲
「
可
能
性
の
文
学
」
の
「
小
説

形
式
の
可
能
性
を
追
求
し
」、「
あ
く
ま
で
不
純
で
あ
る
こ
と
が
純
粋
小
説
だ
」

と
い
う
織
田
の
言
は
そ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
織
田
に
と
っ
て
物
語
の
統
一
化
を
引
き
裂
く
言
葉
と
し
て

「
夫
婦
善
哉
」
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
引
き
裂
く
言
葉
は
常
に

反
復
し
、
差
異
を
産
み
出
す
場
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
織
田
作
之
助
「
夫
婦
善
哉
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
関
係
性
に
つ
い
て

考
察
し
て
き
た
。
し
か
し
織
田
に
つ
い
て
は
「
夫
婦
善
哉
」
以
外
の
作
品
か
ら



更
な
る
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
織
田
の
よ
う
な
思
考
形
態
と
連
関
す

る
〈
日
本
的
な
も
の

の
議
論
や
紀
元
二
六
〇
〇
年
問
題
に
つ
い
て
も
考
察
の

余
地
が
多
分
に
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
日
本
浪
曼
派
の
存
在
は
見
逃
す
こ
と

が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
が
多
岐
に
渡
っ
た
た
め
今
回
は
不
十
分
な
言
及

に
止
ま
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
報
告
し
て
い
く
こ
と
と

し
た
い
。

注

こ
れ
に
該
当
す
る
言
は
「
文
芸
推
薦
作
品
審
査
会
」（『
文
芸
』
昭

・
７
）
で
の

川
端
康
成
「
見
方
が
余
り
深
く
な
い
」
の
言
を
筆
頭
に
、
青
野
季
吉
「『
文
芸
推

薦
』
審
査
後
記
」（『
文
芸
』
昭

・
７
）
で
の
「
特
に
女
の
生
き
方
が
よ
く
観
て
、

よ
く
描
い
て
あ
る
」、
武
田
麟
太
郎
「『
文
芸
推
薦
』
審
査
後
記
」（『
文
芸
』
昭

・

７
）
の
「
眼
と
才
能
」
な
ど
の
言
が
あ
る
。
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
は
そ
の
他
に
、

杉
浦
民
平
「
余
り
に
戯
作
的
な
」（『
帝
国
大
学
新
聞
』
昭

・
６
・

）、

・

「「
文
芸
」「
新
潮
」
作
品
評
」（『
文
芸
』
昭

・
８
）、
上
林
暁
「
若
き
世
代
に
つ
い

て
」（『
新
潮
』
昭

・
８
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
の
評
価
に
は
、

中
村
光
夫
「
若
年
作
家
と
作
品
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭

・
６
・

）
の
「
リ
ア

リ
ズ
ム
と
い
ふ
技
法
の
欺
瞞
」
の
言
や
、
平
野
謙
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
頽
廃

技
術
の

み
徒
に
空
転
し
て
ゐ
る

」（『
帝
国
大
学
新
聞
』
昭

・
１
・

）
が
あ
る
。
市

井
物
に
つ
い
て
は
、
無
署
名
「
文
芸
」（『
三
田
文
学
』
昭

・
８
）
を
参
照
。

こ
れ
に
該
当
す
る
言
は
、
高
見
順
「
羞
恥
な
き
文
学
｜
文
芸
時
評
」（『
文
芸
春

秋
』
昭

・
９
）
の
「
と
つ
ち
ゃ
ん
小
僧
」
と
い
う
揶
揄
を
筆
頭
に
、
前
掲
の
青
野

季
吉
、
杉
浦
民
平
ら
の
文
や
、
川
端
康
成
の
言
に
も
見
ら
れ
る
（
注

を
参
照
）。

杉
山
平
一
「
解
説
」『
夫
婦
善
哉
』
角
川
文
庫
、
昭
和
二
九
年
一
一
月
、
九
二
頁
。

織
田
作
之
助
「
宗
教
へ
の
手
掛
か
り
」（
初
出
未
詳
）。
引
用
は
『
定
本
織
田
作
之

助
全
集

第
八
巻
』
文
泉
堂
書
店
、
昭
和
五
一
年
、
一
八
四
頁
。
な
お
「
夫
婦
善

哉
」
の
発
表
か
ら
約
六
年
半
年
後
の
昭
和
二
二
年
一
月
に
織
田
は
鬼
籍
に
入
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
死
の
直
前
の
文
章
と
推
測
さ
れ
る
。

織
田
作
之
助
「
小
説
の
思
想
」『
大
阪
朝
日
新
聞
』
昭
和
一
五
年
六
月
一
三
｜
一

四
日
。

橋
本
寛
之
「
織
田
作
之
助
『
夫
婦
善
哉
』
論
」『
阪
南
論
集

人
文
・
自
然
科
学

編
』
二
八
巻
一
号
、
平
成
四
年
六
月
二
九
日
、
七
｜
一
八
頁
。

多
田
道
太
郎
「
オ
ダ
サ
ク
は
ん
の
め
で
た
い
ユ
ー
レ
イ
」『
織
田
作
之
助
』
ち
く

ま
日
本
文
学
全
集
、
平
成
五
年
五
月
二
〇
日
、
四
六
四
頁
。

織
田
作
之
助
「
夫
婦
善
哉
」『
海
風
』
六
年
二
号
、
昭
和
一
五
年
一
〇
月
一
〇
日
、

一
二
六
頁
。

『
国
立
文
楽
劇
場
上
演
資
料
集
・

』（
国
立
劇
場
、
昭
和
六
二
年
一
月
三
日
）
所

収
「「
艶
容
女
舞
衣
」
上
演
史
（
年
表
）」
に
よ
れ
ば
、
昭
和
一
〇
年
代
に
「
艶
容
女

舞
衣
」
は
東
京
と
大
阪
が
ほ
ぼ
同
じ
割
合
で
上
演
さ
れ
て
い
る
。
同
年
表
に
は
昭
和

一
五
年
の
上
演
は
な
い
が
、
昭
和
一
三
年
か
ら
一
七
年
の
五
年
間
で
一
一
回
の
公
演

が
確
認
で
き
る
。
場
割
は
「
美
濃
屋
の
段
」
と
「
酒
屋
の
段
」
が
上
演
さ
れ
た
昭
和

一
四
年
三
月
の
明
治
座
と
同
年
四
月
の
四
ツ
橋
文
楽
座
を
除
く
全
て
の
公
演
が
「
酒

屋
の
段
」
の
み
を
上
演
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
当
時
流
布
し
て
い
た
五

行
本
な
ど
の
稽
古
本
も
ほ
ぼ
「
酒
屋
の
段
」
が
中
心
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ち

な
み
に
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
織
田
文
庫
に
は
『
艶
姿
女
舞
衣

酒
屋
段
』（
加

島
屋
清
助
書
店
、
明
治
四
四
年
）
と
『
艶
姿
女
舞
衣

三
勝
半
七
酒
屋
の
段
』（
久

栄
堂
、
大
正
七
年
）
の
二
冊
の
五
行
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

織
田
作
之
助
「
夫
婦
善
哉
」
前
掲
『
海
風
』
一
二
二
頁
。

『
江
戸
文
学
俗
信
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、
平
成
元
年
七
月
一
〇
日
）
に
よ
れ
ば

「
俗
に
丙
午
の
年
に
生
ま
れ
た
女
性
は
男
を
食
い
殺
す
」
と
さ
れ
、「
女
性
の
縁
談
の

引
き
裂
く
言
葉
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妨
げ
と
な
っ
て
い
た
」
と
あ
る
。

頼
桃
三
郎
校
訂
『
艶
容
女
舞
衣
』
岩
波
文
庫
、
昭
和
一
四
年
一
月
二
三
日
、
三
三

頁
。暁

鐘
成
『
浪
華
の
賑
ひ
』（
安
政
二
年
）
に
よ
れ
ば
、「
め
お
と
ぜ
ん
ざ
い
」
の
あ

る
法
善
寺
の
南
、
妙
見
堂
の
東
の
傍
ら
に
は
三
勝
半
七
の
墓
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い

る
（『
日
本
名
所
風
俗
図
会

大
阪
の
巻
』
角
川
書
店
、
昭
和
五
五
年
六
月
三
〇
日

の
「
妙
見
堂
」
の
蘭
を
参
照
）。「
夫
婦
善
哉
」
の
作
中
に
も
法
善
寺
の
「
め
お
と
ぜ

ん
ざ
い
」
に
つ
い
て
「
何
と
か
大
夫
ち
ゆ
う
浄
瑠
璃
の
お
師
匠
は
ん
が
ひ
ら
い
た

店
」（
前
掲
『
海
風
』
一
四
〇
頁
）
と
い
う
言
が
あ
る
。
一
方
、
織
田
は
「
大
阪
発

見
」（『
改
造
』
二
二
巻
一
四
号
、
昭
和
一
五
年
八
月
一
日
）
で
「
め
お
と
ぜ
ん
ざ
い

屋
」
は
「
明
治
初
年
に
文
楽
の
三
味
線
引
き
」
が
開
業
し
た
も
の
だ
と
も
述
べ
て
い

る
。
真
偽
は
別
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
夫
婦
善
哉
」
と
文
楽
、
浄
瑠
璃
、
三
勝

半
七
、『
艶
姿
女
舞
衣
』
に
は
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

瀬
戸
内
晴
美
・
前
田
愛
「『
夫
婦
善
哉
』
と
織
田
作
之
助
」『
対
談
紀
行

名
作
の

な
か
の
女
た
ち
』〈
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

岩
波
書
店
、
平
成
八
年
一
〇
月
一
五

日
、
三
〇
一
頁
。

こ
の
引
用
部
分
は
前
掲
「
大
阪
発
見
」
に
該
当
箇
所
が
な
く
、
後
に
加
え
ら
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
初
出
未
詳
の
た
め
前
掲
『
定
本
織
田
作
之
助
全
集

第
八

巻
』
二
三
八
頁
を
参
照
し
た
。

黒
木
勘
蔵
「
解
題
」『
日
本
名
著
全
集
第
二
八
巻

歌
謡
音
曲
集
』
昭
和
四
年
一

一
月
二
〇
日
、
四
九
｜
五
〇
頁
。

織
田
作
之
助
「
夫
婦
善
哉
」
前
掲
『
海
風
』
一
四
〇
頁
。

前
掲
、
瀬
戸
内
晴
美
・
前
田
愛
「『
夫
婦
善
哉
』
と
織
田
作
之
助
」（
三
〇
二
｜
三

〇
五
頁
）
で
は
、
こ
の
最
後
の
挿
話
に
つ
い
て
、
瀬
戸
内
は
「
な
く
て
い
い
よ
う
な

気
が
す
る
」
と
す
る
が
、
前
田
は
「
安
定
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て
作
品
に
不
可
欠
な

要
素
と
主
張
し
て
い
る
。

引
き
裂
く
言
葉

七
九

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
織
田
文
庫
所
蔵
「
夫
婦
善
哉
」
草
稿
は
、
四
〇
〇
字
詰

め
原
稿
用
紙
一
種
類
（「
東
京
文
房
堂
製
」
の
表
記
が
あ
る
も
の
）
と
、
二
〇
〇
字

詰
め
原
稿
用
紙
四
種
類
（

「

」
の
表
記
が
あ
る
も
の

「
松
屋

製
」
の
表
記
が
あ
る
も
の

無
地
で
マ
ス
目
の
み
の
も
の

「

形
ヤ
マ
ト
印

原
稿
箋
」
の
表
記
が
あ
る
も
の
）
の
計
五
種
類
の
原
稿
用
紙
が
あ
る
。

「
５
」
の
頁
数
が
付
さ
れ
た
草
稿
は
二
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
の
も
の
が
計
三
枚

あ
る
が
、
そ
の
中
の
一
枚
は

（
注

を
参
照
）
で
、
残
り
の
二
枚
は

（
注

を

参
照
）
の
も
の
。
本
論
で
は

の
二
枚
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

「

」
の
頁
数
の
付
さ
れ
た
草
稿
は
計
四
枚
あ
る
。
そ
の
内
の
三
枚
は

の
も
の

（
注

参
照
）、
残
る
一
枚
は
「
東
京
文
房
堂
製
」
と
記
さ
れ
た
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿

用
紙
の
も
の
。
本
論
で
は

の
三
枚
の
内
の
一
枚
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

「
絵
本
太
功
記
」『
日
本
名
著
全
集

第
七
巻

浄
瑠
璃
名
作
集

下
』
昭
和
四
年

二
月
四
日
、
九
七
九
頁
。

織
田
作
之
助
『
西
鶴
新
論
』
修
文
館
、
昭
和
一
七
年
七
月
五
日
、
一
一
頁
。
な
お

本
作
は
第
一
章
の
み
が
『
大
阪
文
学
』（
昭

・
５
）
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
他
の

章
は
全
て
書
き
下
ろ
し
。

小
田
切
秀
雄
「
織
田
作
之
助
著

西
鶴
新
論
」（『
都
新
聞
』
昭
和
一
七
年
九
月
二

一
日
〈
二
〇
日
夕
刊
）
に
は
「
私
は
西
鶴
の
、
又
リ
ア
リ
ズ
ム
の
こ
の
や
う
な
理

解
の
仕
方
の
中
に
、
低
調
な
小
説
「
夫
婦
善
哉
」
の
作
者
の
西
鶴
を
か
り
て
の
自
己

の
創
作
態
度
の
弁
護
を
み
る
の
で
あ
る
」
の
言
が
あ
る
。

前
掲
瀬
戸
内
晴
美
・
前
田
愛
「『
夫
婦
善
哉
』
と
織
田
作
之
助
」
は
西
鶴
と
「
夫

婦
善
哉
」
の
関
連
を
指
摘
し
、
一
方
、
前
掲
杉
山
平
一
「
解
説
」
は
「
夫
婦
善
哉
」

執
筆
時
の
織
田
は
「
西
鶴
を
意
識
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
」（
九
四
頁
）
と
述
べ
て

い
る
。

「
杉
山
平
一
宛
書
簡
」
前
掲
『
定
本
織
田
作
之
助
全
集

第
八
巻
』
四
一
三
頁
。

以
下
、
谷
崎
潤
一
郎
『
文
章
読
本
』
の
引
用
は
昭
和
九
年
一
一
月
五
日
刊
（
中
央



公
論
社
）
を
定
本
と
し
た
。

前
掲
織
田
作
之
助
『
西
鶴
新
論
』
七
四
｜
七
六
頁
。

前
掲
織
田
作
之
助
『
西
鶴
新
論
』
一
一
頁
。

織
田
作
之
助
「
大
阪
論
」（
初
出
未
詳
）。
織
田
作
之
助
『
大
阪
の
顔
』（
明
光
堂

書
店
、
昭
和
一
八
年
九
月
二
〇
日
）
に
再
録
。
以
下
、「
大
阪
論
」
の
引
用
は
全
て

『
大
阪
の
顔
』
所
収
本
文
に
拠
っ
た
。

織
田
作
之
助
「
大
阪
論
」
前
掲
『
大
阪
の
顔
』
三
頁
。

前
掲
『
国
立
文
楽
劇
場
上
演
資
料
集
・

』
所
収
の
「「
艶
容
女
舞
衣
」
上
演
史

（
年
表
）」
を
参
照
。

織
田
作
之
助
「
大
阪
論
」
前
掲
『
大
阪
の
顔
』
六
頁
。

織
田
作
之
助
「
大
阪
論
」
前
掲
『
大
阪
の
顔
』
四
八
頁
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
織
田
作
之
助
「
大
阪
論
」
前
掲
『
大
阪
の
顔
』
の
二
三
頁

も
参
照
。

織
田
作
之
助
「
大
阪
論
」
前
掲
『
大
阪
の
顔
』
二
一
頁
。

昭
和
一
一
年
の
時
点
で
『
近
代
艶
隠
者
』
が
西
鷺
軒
橋
泉
作
で
あ
る
な
ど
の
考
証

が
あ
る
（
野
間
光
辰
「
近
代
艶
隠
者
の
考
察
」『
国
語
・
国
文
』
昭
和
一
一
年
八
、

九
月
を
参
照
）。
し
か
し
橋
泉
の
経
歴
が
不
明
で
あ
っ
た
た
め
確
定
は
で
き
な
か
っ

た
。
前
掲
織
田
『
西
鶴
新
論
』
の
西
鶴
年
譜
で
も
貞
享
三
年
正
月
「
近
代
艶
隠
者
」

の
欄
に
「（
西
鶴
作
か
否
か
考
証
の
余
地
多
し
。）」（
二
八
〇
頁
）
の
言
が
あ
り
、

『
近
代
艶
隠
者
』
が
西
鶴
の
作
か
否
か
微
妙
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、「
西
鶴
を
本
当
に
読
ん
だ
の
は
「
夫
婦
善
哉
」
を
単
行

本
に
し
て
か
ら
」
と
い
う
織
田
の
言
も
『
近
代
艶
隠
者
』
が
西
鶴
作
で
は
な
い
と
い

う
可
能
性
の
中
で
許
容
で
き
る
も
の
と
な
る
し
、
ま
た
反
対
に
『
近
代
艶
隠
者
』
が

西
鶴
作
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
の
中
で
は
嘘
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
仮
説
も
成
り

立
つ
。
そ
の
後
、
野
間
光
辰
「
新
出
西
鶴
書
簡
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
語
・
国
文
』
昭

和
二
九
年
一
〇
月
）
な
ど
で
橋
泉
が
実
在
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
現

在
で
は
『
近
代
艶
隠
者
』
は
西
鷺
軒
橋
泉
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。

織
田
作
之
助
「
西
鶴
論
覚
書
」『
上
方
』
一
三
九
号
、
昭
和
一
七
年
七
月
二
五
日
、

三
五
｜
三
六
頁
。

前
掲
織
田
作
之
助
『
西
鶴
新
論
』
六
五
｜
六
七
頁
を
参
照
。

大
川
周
明
『
日
本
二
千
六
百
年
史
』
第
一
書
房
、
昭
和
一
四
年
七
月
五
日
、
四
頁
。

菊
池
寛
『
新
日
本
外
史
』
非
凡
閣
、
昭
和
一
五
年
三
月
一
六
日
。

中
野
重
治
「
文
学
に
お
け
る
新
官
僚
主
義
」『
新
潮
』
三
四
年
三
号
、
昭
和
一
二

年
三
月
一
日
、
一
〇
七
頁
。

花
田
清
輝
「
楕
円
幻
想
」『
文
化
組
織
』
四
二
号
、
昭
和
一
八
年
一
〇
月
一
日
、

一
五
頁
。
そ
の
後
『
復
興
期
の
精
神
』（
我
観
社
、
昭
和
二
一
年
一
〇
月
五
日
）
に

所
収
さ
れ
た
。

織
田
作
之
助
「
可
能
性
の
文
学
」『
改
造
』
二
七
巻
二
号
、
昭
和
二
一
年
一
二
月

一
日
、
九
二
頁
。

本
稿
と
の
関
連
で
、
織
田
に
は
日
本
浪
曼
派
を
意
識
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
前

掲
『
定
本
織
田
作
之
助
全
集

第
八
巻
』「
書
簡
（
補
遺
）」
所
収
、
昭
和
二
〇
年
五

月
か
ら
一
〇
月
の
川
島
雄
三
宛
書
簡
（
四
通
）
で
は
、
日
本
浪
曼
派
を
も
じ
っ
た

「
日
本
軽
佻
派
」
を
、
織
田
が
自
任
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

※

本
稿
で
引
用
し
た
織
田
作
之
助
の
文
章
は
、
特
記
し
た
も
の
を
除
い
て
全
て
初
出

本
文
を
底
本
と
し
た
。

（
付
記
）

「
夫
婦
善
哉
」
草
稿
お
よ
び
旧
織
田
作
之
助
所
蔵
本
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
、
大

阪
府
立
中
之
島
図
書
館
織
田
文
庫
の
御
協
力
を
得
た
。
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て
下

さ
っ
た
中
之
島
図
書
館
お
よ
び
同
図
書
館
大
阪
資
料
・
古
典
資
料
室
の
皆
様
に
深
く

御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

引
き
裂
く
言
葉

八
〇


	引き裂く言葉
	一
	二
	三
	四



