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四
・
一　

四
作
品
に
見
ら
れ
る
文
末
形
式

　

こ
こ
で
は
ま
ず
、
表
1
〜
表
4
（
前
号
掲
載
）
の
四
作
品
を
合
わ
せ
て
、
表

現
内
容
毎
に
ど
の
よ
う
な
文
末
形
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
整
理
し
て
お
く
。

次
に
、
過
去
形
と
現
在
形
に
大
き
く
分
け
て
次
に
示
す
。

　

Ⅰ　

↓
過
去
形
＝
「
た
」（「
て
し
ま
っ
た
」「
し
ま
っ
た
」「
は
じ
め
た
」

「
よ
う
と
し
た
」）

　

Ⅱ
Ａ
↓
現
在
形
＝
「
る
」（
動
詞
終
止
形
）

　

Ⅱ
Ｂ
↓
過
去
形
＝
「
あ
っ
た
」「
い
た
」「
い
た
の
で
あ
る
」「
た
」「
た
の
で

あ
る
」「
た
の
で
あ
ろ
う
」「
た
の
で
あ
っ
た
」「
て
あ
っ

た
」「
で
あ
っ
た
」「
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」「
で
あ
る
」

「
て
い
た
」「
て
い
た
の
で
あ
る
」「
て
い
る
の
で
あ
っ

た
」「
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」「
て
い
る
ば
か
り
で
あ
っ

た
」「
で
な
か
っ
た
」「
な
い
の
で
あ
っ
た
」「
な
か
っ

た
」「
な
く
な
っ
た
」「
の
で
あ
っ
た
」

　
　
　
　

現
在
形
＝
「
か
ら
で
あ
る
」「
で
あ
る
」「
で
あ
ろ
う
」「
て
い
る
」

「
て
い
る
の
で
あ
る
」「
で
な
い
」「
な
い
」「
な
い
の
で
あ

る
」「
の
で
あ
る
」「
の
で
な
い
」「
る
」（
動
詞
現
在
形
）

　

Ⅲ
Ｃ
↓
過
去
形
＝
「
た
」「
て
い
た
」

　
　
　
　

現
在
形
＝
「
て
い
る
」「
な
い
」「
ら
し
い
」「
る
」（
動
詞
現
在
形
）

　

Ⅲ
Ｄ
↓
過
去
形
＝
「
あ
っ
た
」「
た
」「
ち
が
い
な
か
っ
た
」「
で
あ
っ
た
」

「
て
い
た
」「
て
し
ま
っ
た
」「
な
か
っ
た
」「
の
で
あ
っ

た
」「
よ
う
で
あ
っ
た
」「
ら
し
か
っ
た
」

　
　
　
　

現
在
形
＝
「
ち
が
い
な
い
」「
で
あ
ろ
う
」「
な
い
」「
ら
し
い
」

　

Ⅳ　

↓
「
会
話
文
」「
手
紙
」「
歌
」

　

Ⅰ
は
過
去
形
の
み
、
Ⅱ
Ａ
は
現
在
形
の
み
で
あ
る
が
、
Ⅱ
Ｂ
と
Ⅲ
Ｃ
Ⅲ
Ｄ
で

物
語
文
の
表
現
と
文
末
形
式

―

芥
川
作
品
を
通
し
て―

（
下
）

藤　
　

井　
　

俊　
　

博



物
語
文
の
表
現
と
文
末
形
式 

八
四

物
語
文
の
表
現
と
文
末
形
式 

八
五

は
、
そ
れ
ぞ
れ
過
去
形
と
現
在
形
の
両
方
が
見
ら
れ
る
。
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
で
は
過
去
形

と
現
在
形
と
い
う
ほ
か
に
、
文
末
形
式
の
傾
向
と
し
て
次
の
よ
う
な
点
が
指
摘

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
Ⅱ
Ｂ
で
は
、
過
去
形
と
現
在
形
と
に
お
い
て
共
通
す
る

文
末
形
式
の
要
素
と
し
て
、

（
状
態
）
継
続
状
態
「
〜
て
い
る
」「
〜
て
あ
る
」
・
否
定
的
状
態
「
〜
な

い
」

（
解
説
）
肯
定
判
断
「
〜
で
あ
る
」
・
背
景
説
明
「
の
で
あ
る
」
・
否
定
判

断
「
で
な
い
」

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
「
状
態
」「
解
説
」
の
表
現
内
容
を
基

軸
と
し
な
が
ら
、
他
の
表
現
形
式
は
、

　
「
て
い
る
」
＋
「
の
で
あ
る
」
↓
「
て
い
る
の
で
あ
る
」

　
「
て
い
る
」
＋
「
の
で
あ
っ
た
」
↓
「
て
い
る
の
で
あ
っ
た
」

　
「
な
い
」
＋
「
の
で
あ
る
」
↓
「
な
い
の
で
あ
る
」

　
「
て
い
た
」
＋
「
の
で
あ
る
」
↓
「
て
い
た
の
で
あ
る
」

　
「
で
あ
っ
た
」
＋
「
の
で
あ
る
」
↓
「
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」

の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
「
状
態
」「
解
説
」
の
形
式
と
「
た
」
を
組
み
合
わ
せ
た

文
末
形
式
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
出
来
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
Ⅱ
Ｂ
は
表
全
体

の
比
率
で
も
Ⅰ
の
「
た
」
と
並
ん
で
多
く
、
物
語
の
叙
述
の
基
軸
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。

　

Ⅲ
Ｃ
・
Ⅲ
Ｄ
に
お
い
て
も
、「
羅
生
門
」
で
は
「
た
」「
た
の
で
あ
る
」「
て

い
た
」「
て
い
た
の
で
あ
る
」「
て
い
る
の
で
あ
る
」「
な
い
」
な
ど
が
見
ら
れ

Ⅱ
Ｂ
と
同
様
の
文
末
形
式
が
多
い
。
他
の
作
品
も
見
渡
す
と
、
こ
れ
ら
は
、

「
て
い
た
」
と
「
て
い
る
」（
Ⅲ
Ｃ
）、「
ち
が
い
な
い
」
と
「
ち
が
い
な
か
っ

た
」（
Ⅲ
Ｄ
）、「
ら
し
い
」
と
「
ら
し
か
っ
た
」（
Ⅲ
Ｄ
）
な
ど
の
過
去
形
と
現

在
形
と
両
方
が
見
ら
れ
る
も
の
あ
る
。
Ⅲ
Ｃ
で
も
、「
て
い
た
」
の
形
式
を
採

る
場
合
は
、
Ⅱ
Ｂ
に
連
続
す
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
上
接

す
る
動
詞
の
性
質
が
視
覚
・
聴
覚
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ⅲ
Ｃ
と
し
て
扱
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
Ⅰ
〜
Ⅳ
の
要
素
は
実
際
は
複
合
的
に
現
れ
る
こ
と
が
多
い
と

言
え
る
。
次
に
例
を
挙
げ
て
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
く
。

○
下
人
は
七
段
あ
る
石
段
の
一
番
上
の
段
に
、
洗
ひ
ざ
ら
し
た
紺
の
襖あ
お

の
尻

を
据
ゑ
て
、
右
の
頬
に
出
来
た
、
大
き
な
面に
き
び皰
を
気
に
し
な
が
ら
、
ぼ
ん

や
り
、
雨
の
ふ
る
の
を
眺
め
て
ゐ
た
。

○
そ
こ
で
、
下
人
は
、
何
を
お
い
て
も
差
当
り
明あ
す日
の
暮
し
を
ど
う
に
か
し

よ
う
と
し
て―

云
は
ゞ
ど
う
に
も
な
ら
な
い
事
を
、
ど
う
に
か
し
よ
う

と
し
て
、
と
り
と
め
も
な
い
考
へ
を
た
ど
り
な
が
ら
、
さ
つ
き
か
ら
朱
雀

大
路
に
ふ
る
雨
の
音
を
、
聞
く
と
も
な
く
聞
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

右
の
例
は
、「
気
に
し
な
が
ら
」「
ぼ
ん
や
り
」、「
考
へ
を
た
ど
り
な
が
ら
」

「
聞
く
と
も
な
く
」
な
ど
下
人
の
心
理
を
描
い
た
Ⅲ
Ｄ
の
表
現
が
含
ま
れ
、
こ

れ
に
Ⅲ
Ｃ
の
「
眺
め
て
ゐ
た
」「
聞
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
」
の
語
句
が
続
い
て

い
る
。
さ
ら
に
、「
て
い
た
」「
の
で
あ
る
」
に
よ
っ
て
下
人
の
お
か
れ
た
状
況
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の
解
説
に
な
っ
て
い
る
点
か
ら
言
え
ば
、
Ⅱ
Ｂ
の
側
面
も
持
っ
た
文
で
あ
る
。

工
藤
真
由
美
は
、
描
出
話
法
が
過
去
形
を
採
っ
た
場
合
は
、
人
物
の
内
的
視
点

と
語
り
手
の
外
的
視
点
が
「
二
重
視
点
化
」
し
た
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
筆
者
の
分
類
で
言
え
ば
Ⅰ
と
Ⅲ
Ｃ
の
複
合
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、

右
の
第
一
例
の
よ
う
に
「
て
い
た
」
が
続
く
場
合
は
、
Ⅰ
の
場
合
の
よ
う
な

「
た
」
の
場
面
を
進
め
る
機
能
は
弱
く
な
り
、
Ⅱ
Ｂ
の
側
面
が
強
く
な
る
の
で

あ
る
。

　

Ⅲ
Ｄ
は
、
地
の
文
に
人
物
の
心
情
が
共
有
的
に
描
か
れ
る
場
合
で
「
ち
が
い

な
い
」「
ら
し
い
」「
で
あ
る
」「
で
な
い
」
な
ど
の
判
断
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

「
羅
生
門
」
で
は
「
ら
し
い
」「
で
あ
ろ
う
」
を
用
い
た
次
の
よ
う
な
例
が
典
型

例
と
し
て
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
で
も
、
文
中
に
他
の
要
素
と
し
て
「
見
る

と
」
と
い
う
Ⅲ
Ｃ
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
。

○
そ
れ
が
、
梯
子
を
二
三
段
上
つ
て
見
る
と
、
上
で
は
誰
か
火
を
と
ぼ
し
て
、

し
か
も
そ
の
火
を
其
処
此
処
と
動
か
し
て
ゐ
る
ら
し
い

婚
婚
婚
。

○
髪
の
毛
の
長
い
所
を
見
る
と
、
多
分
女
の
死
骸
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、「
た
の
で
あ
ろ
う
」
も
心
情
の
直
接
的
表
現
で
あ
る
が
、

○
髪
の
毛
の
長
い
所
を
見
る
と
、
多
分
女
の
死
骸
で
あ
ら
う

婚
婚
婚
婚
。

○
こ
の
時
、
誰
か
が
こ
の
下
人
に
、
さ
つ
き
門
の
下
で
こ
の
男
が
考
へ
て
ゐ

た
、
饑う
え

死じ
に

を
す
る
か
盗ぬ
す

人び
と

に
な
る
か
と
云
ふ
問
題
を
、
改
め
て
持
出
し
た

ら
、
恐
ら
く
下
人
は
、
何
の
未
練
も
な
く
、
饑
死
を
選
ん
だ
事
で
あ
ら
う

婚
婚
婚
婚
。

○
す
る
と
、
そ
の
気け
し
き色
が
、
先
方
へ
も
通
じ
た
の
で
あ
ら

婚
婚
婚
婚
う
。

の
よ
う
な
三
例
を
比
べ
る
と
、
第
一
例
は
、「
見
る
と
」
と
呼
応
し
て
用
い
て

い
る
こ
と
か
ら
人
物
視
点
か
ら
の
Ⅲ
Ｄ
の
例
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
後
の
二

例
は
語
り
手
に
よ
る
推
量
で
あ
り
、
Ⅱ
Ｂ
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
文
末
形
式
に
現
れ
た
表
現
内
容
に
よ
っ
て
分
類
し
た
が
、

そ
の
一
文
の
内
容
に
は
Ⅰ
・
Ⅱ
Ｂ
・
Ⅲ
Ｃ
・
Ⅲ
Ｄ
の
要
素
が
入
り
交
じ
っ
て
現

れ
る
場
合
が
多
い
。
こ
こ
で
は
、
文
末
の
動
詞
に
「
聴
覚
・
視
覚
」「
感
覚
・

思
考
」
を
用
い
た
も
の
を
Ⅲ
Ｃ
・
Ⅲ
Ｄ
と
分
類
し
て
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
特

に
Ⅱ
Ｂ
に
多
い
文
末
形
式
を
伴
う
場
合
が
多
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

四
・
二　

動
詞
の
意
味
と
の
関
わ
り

　

次
に
、「
羅
生
門
」
を
例
と
し
て
、
Ⅰ
〜
Ⅲ
の
述
語
部
分
に
ど
の
よ
う
な
意

味
内
容
の
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
お
き
た
い
。

〈
1
〉
Ⅰ
の
観
察

　

次
に
Ⅰ
に
上
接
し
て
用
い
ら
れ
た
動
詞
を
挙
げ
る
。
括
弧
内
の
数
字
は
用
例

数
で
あ
る
。

集
ま
っ
て
来
る
（
1
）、
歩
み
よ
る
（
1
）、
云
う
（
4
）、
行
く
（
1
）、

動
か
す
（
1
）、
掩
う
（
1
）、
か
け
下
り
る
（
1
）、
蹴
倒
す
（
1
）、
立

ち
上
が
る
（
1
）、
つ
か
み
合
う
（
1
）、
つ
き
つ
け
る
（
1
）、
飛
び
上
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が
る
（
2
）、
抜
き
は
じ
め
る
（
1
）、
ね
じ
倒
す
（
1
）、
念
を
押
す

（
1
）、
罵
る
（
1
）、
上
り
つ
め
る
（
1
）、
剥
ぎ
と
る
（
1
）、
這
っ
て

行
く
（
1
）、
暇
を
出
さ
れ
る
（
1
）、
ふ
み
か
け
る
（
1
）、
逢
着
す
る

（
1
）

　

永
尾
章
曹
は
、「
た
」
で
終
わ
る
文
で
、
話
の
筋
を
示
す
文
に
お
い
て
は
、

「
発
言
語
彙
」
が
何
度
も
用
い
ら
れ
や
す
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
羅
生

門
」
に
お
い
て
も
「
云
う
」
の
他
、「
念
を
押
す
」「
罵
る
」
な
ど
が
見
ら
れ
、

広
く
見
れ
ば
「
暇
を
出
さ
れ
る
」
な
ど
も
類
例
と
言
え
よ
う
。
そ
の
他
の
動
詞

は
、
概
ね
、
他
の
物
体
に
対
し
て
物
理
的
に
働
き
か
け
る
意
味
の
他
動
詞
（
動

か
す
、
掩
う
、
蹴
倒
す
、
冷
ま
す
、
つ
か
み
合
う
、
つ
き
つ
け
る
、
抜
き
は
じ

め
る
、
ね
じ
倒
す
、
剥
ぎ
と
る
、
ふ
み
か
け
る
）
と
、
移
動
を
表
す
動
詞
（
集

ま
っ
て
く
る
、
歩
み
よ
る
、
行
く
、
か
け
下
り
る
、
立
ち
上
が
る
、
飛
び
上
が

る
、
上
り
つ
め
る
、
這
っ
て
行
く
、
逢
着
す
る
）
に
大
別
で
き
、
Ⅰ
ほ
と
ん
ど

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
物
語
の
文
章

は
、
人
物
の
発
言
、
移
動
、
働
き
か
け
な
ど
を
表
す
語
句
に
「
た
」
が
付
属
す

る
表
現
に
よ
っ
て
、
物
語
の
時
間
を
進
行
さ
せ
、
話
の
筋
を
進
め
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
Ⅰ
の
文
を
辿
れ
ば
、
話
の
大
筋
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

次
に
「
羅
生
門
」
の
冒
頭
を
挙
げ
る
（
頭
の
括
弧
は
分
類
、
尾
の
括
弧
は
通
し

番
号
）
が
、
Ⅱ
Ｂ
の
文
が
14
文
続
い
た
後
に
、
Ⅰ
の
文
が
現
れ
る
。

（
Ⅱ
Ｂ
）
あ
る
日
の
暮
方
の
事
で
あ
る
。（
1
）

（
Ⅱ
Ｂ
）
一
人
の
下げ

人に
ん

が
、
羅ら

生し
や
う

門も
ん

の
下
で
雨
や
み
を
待
つ
て
ゐ
た
。

（
2
）

（
Ⅱ
Ｂ
）
広
い
門
の
下
に
は
、
こ
の
男
の
外ほ
か

に
誰
も
ゐ
な
い
。（
3
）

（
Ⅱ
Ｂ
）
唯
、
所
々
丹に

塗ぬ
り

の
剥
げ
た
、
大
き
な
円ま
る

柱ば
し
ら

に
、
蟋き
り
ぎ
り
す蟀
が
一
匹

と
ま
つ
て
ゐ
る
。（
4
）

（
Ⅱ
Ｂ
）
羅
生
門
が
、
朱す
じ
ゃ
く雀
大お
ほ

路ぢ

に
あ
る
以
上
は
、
こ
の
男
の
ほ
か
に
も
、

雨
や
み
を
す
る
市い
ち

女め

笠が
さ

や
揉も
み

烏え

帽ぼ

子し

が
、
も
う
二
三
人
は
あ
り
さ

う
な
も
の
で
あ
る
。（
5
）

（
Ⅱ
Ｂ
）
そ
れ
が
、
こ
の
男
の
外
に
は
誰
も
ゐ
な
い
。（
6
）

（
Ⅱ
Ｂ
）
何
故
か
と
云
ふ
と
、
こ
の
二
三
年
、
京
都
に
は
、
地
震
と
か
辻つ
じ

風か
ぜ

と
か
火
事
と
か
饑
饉
と
か
云
ふ
災
わ
ざ
は
ひ

が
つ
ゞ
い
て
起
つ
た
。

（
7
）

（
Ⅱ
Ｂ
）
そ
こ
で
洛ら
く

中ち
ゅ
う

の
さ
び
れ
方
は
一
通
り
で
は
な
い
。（
8
）

（
Ⅱ
Ｂ
）
旧
記
に
よ
る
と
、
仏
像
や
仏
具
を
打
砕
い
て
、
そ
の
丹に

が
つ
い

た
り
、
金
銀
の
箔は
く

が
つ
い
た
り
し
た
木
を
、
路
ば
た
に
つ
み
重
ね

て
、
薪た
き
ぎ

の
料し
ろ

に
売
つ
て
ゐ
た
と
云
ふ
事
で
あ
る
。（
9
）

（
Ⅱ
Ｂ
）
洛
中
が
そ
の
始
末
で
あ
る
か
ら
、
羅
生
門
の
修し
ゆ

理り

な
ど
は
、
元

よ
り
誰
も
捨
て
ゝ
顧
か
へ
り
み

る
者
が
な
か
つ
た
。（
10
）

（
Ⅱ
Ｂ
）
す
る
と
そ
の
荒
れ
果
て
た
の
を
よ
い
事
に
し
て
、
狐こ

狸り

が
棲
む
。

（
11
）



物
語
文
の
表
現
と
文
末
形
式 

八
八

物
語
文
の
表
現
と
文
末
形
式 

八
九

（
Ⅱ
Ｂ
）
盗ぬ
す
び
と人
が
棲
む
。（
12
）

（
Ⅱ
Ｂ
）
と
う
と
う
し
ま
ひ
に
は
、
引
取
り
手
の
な
い
死
人
を
、
こ
の
門

へ
持
つ
て
来
て
、
棄
て
ゝ
行
く
と
云
ふ
習
慣
さ
え
出
来
た
。（
13
）

（
Ⅱ
Ｂ
）
そ
こ
で
、
日
の
目
が
見
え
な
く
な
る
と
、
誰
で
も
気
味
を
悪
る

が
つ
て
、
こ
の
門
の
近
所
へ
は
足
ぶ
み
を
し
な
い
事
に
な
つ
て
し

ま
つ
た
の
で
あ
る
。（
14
）

（
Ⅰ
）
そ
の
代
り
又
鴉か
ら
す

が
ど
こ
か
ら
か
、
た
く
さ
ん
集
つ
て
来
た
。（
15
）

　

1
文
〜
14
文
は
、「
あ
る
日
の
暮
れ
方
」
に
「
雨
や
み
を
待
」
つ
下
人
に
つ

い
て
、
1
文
目
か
ら
6
行
目
ま
で
は
下
人
の
他
に
は
人
が
い
な
い
状
況
を
描
写

し
、
7
文
目
か
ら
14
文
目
ま
で
は
人
が
い
な
い
理
由
を
解
説
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
大
部
分
、「
て
い
た
」（
2
）「
て
い
る
」（
4
）「
で
あ
る
」（
1
・
5
・

9
）「
の
で
あ
る
」（
14
）「
で
な
い
」（
8
）「
な
い
」（
3
・
6
）「
な
か
っ

た
」（
10
）
の
よ
う
に
Ⅱ
Ｂ
に
特
徴
的
な
文
末
形
式
に
依
っ
て
い
る
が
、
7
文

目
・
13
文
目
の
「
起
つ
た
」「
出
来
た
」
の
よ
う
な
Ⅰ
に
特
徴
的
な
過
去
形
の

文
末
形
式
や
、
11
文
目
・
12
文
目
の
「
狐
狸
が
棲
む
」「
盗
人
が
棲
む
」
の
よ

う
な
Ⅱ
Ａ
に
特
徴
的
な
現
在
形
の
文
末
形
式
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
7
文
目

の
「
何
故
か
と
云
ふ
と
」
か
ら
14
文
目
の
「
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
」
ま

で
は
人
が
い
な
い
理
由
を
複
数
の
文
に
分
割
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ら
は
「
な
ぜ
な
ら
〜
の
で
あ
る
」
の
文
に
包
摂
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
と
考

え
Ⅱ
Ｂ
と
し
た
。
た
だ
し
、
7
文
目
か
ら
14
文
目
ま
で
は
、
主
筋
と
は
独
立
し

た
「
小
さ
な
物
語
」
が
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
中
で
、

こ
れ
ら
の
表
現
は
Ⅰ
や
Ⅱ
Ａ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
こ
れ
ら
を
受
け
て
、
15
文
目
の
「
そ
の
代
り
又
鴉
が
ど
こ
か
ら
か
、
た

く
さ
ん
集
つ
て
来
た
。」
と
い
う
Ⅰ
の
文
を
き
っ
か
け
に
主
筋
的
内
容
が
始
ま

り
、
初
め
て
物
語
の
場
面
が
動
き
出
す
の
で
あ
る
。

〈
2
〉
Ⅱ
の
観
察

　

Ⅱ
Ａ
は
、「
羅
生
門
」
で
次
の
四
例
が
見
出
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
あ
る
場

面
の
瞬
間
的
な
動
き
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

○
雨
は
、
羅
生
門
を
つ
ゝ
ん
で
、
遠
く
か
ら
、
ざ
あ
つ
と
云
ふ
音
を
あ
つ
め

惚
惚
惚

て
来
る

惚
惚
惚
。

○
風
は
門
の
柱
と
柱
と
の
間
を
、
夕
闇
と
共
に
遠
慮
な
く
、
吹
き
ぬ
け
る

惚
惚
惚
惚
惚
。

○
老
婆
は
、
そ
れ
で
も
下
人
を
つ
き
の
け
て
行
か
う
と
す
る

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
。

○
下
人
は
又
、
そ
れ
を
行
か
す
ま
い
と
し
て
、
押
し
も
ど
す

惚
惚
惚
惚
惚
。

　

こ
れ
ら
は
、
物
語
の
現
場
に
視
点
を
置
い
て
、
現
場
の
事
物
や
人
物
の
一
瞬

の
動
き
を
捉
え
て
目
の
前
的
に
描
く
も
の
で
あ
る
。
第
一
例
は
「
そ
こ
で
、
下

人
は
、
何
を
措お

い
て
も
差
当
り
明あ
す日
の
暮
し
を
ど
う
に
か
し
よ
う
と
し
て―

云
は
ゞ
ど
う
に
も
な
ら
な
い
事
を
、
ど
う
に
か
し
よ
う
と
し
て
、
と
り
と
め
も

な
い
考
へ
を
た
ど
り
な
が
ら
、
さ
つ
き
か
ら
朱
雀
大
路
に
ふ
る
雨
の
音
を
、
聞

く
と
も
な
く
聞
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。」
に
続
く
内
容
で
、
雨
音
を
下
人
の
視
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点
（
聴
覚
）
と
共
感
し
て
捉
え
た
表
現
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
第
二
例
は
、

「
夕
冷
え
の
す
る
京
都
は
、
も
う
火ひ

桶を
け

が
欲
し
い
ほ
ど
の
寒
さ
で
あ
る
。」
の
後

に
続
き
、
門
の
下
に
視
点
を
置
い
て
現
場
の
様
子
を
描
き
出
し
て
い
る
風
で
あ

る
。
第
三
例
と
第
四
例
は
、
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
部
分
で
の
使
用
例
で
、

「
老
婆
」
と
「
下
人
」
の
二
人
の
動
作
を
現
場
か
ら
臨
場
的
に
描
い
て
い
る
趣

が
あ
る
。
い
ず
れ
も
現
場
の
迫
真
的
描
写
と
い
う
説
明
が
当
て
は
ま
る
例
で
あ

ろ
う
。

　

次
に
、
Ⅱ
Ｂ
に
用
い
ら
れ
る
動
詞
を
挙
げ
て
お
く
が
、
そ
の
動
詞
の
意
味
に

一
定
の
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
。
Ⅱ
Ｂ
で
は
、
文
末
形
式
「
て
い
る
」「
の
で
あ

る
」
等
に
よ
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
る
「
状
態
」「
解
説
」
な
ど
の
意
味
が
重
要

な
意
味
内
容
で
あ
る
。

い
る
（
2
）、
影
響
す
る
（
1
）、
追
い
出
さ
れ
る
（
1
）、
起
こ
る
（
1
）、

括
る
（
1
）、
来
る
（
1
）、
こ
ろ
が
る
（
1
）、
支
え
る
（
1
）、
知
る

（
1
）、
衰
微
す
る
（
1
）、
棲
む
（
2
）、
黙
る
（
2
）、
出
る
（
1
）、
出

来
る
（
1
）、
飛
び
ま
わ
る
（
1
）、
と
ま
る
（
1
）、
な
っ
て
し
ま
う

（
1
）、
ぬ
ら
す
（
1
）、
待
つ
（
1
）、
わ
か
る
（
1
）

　

こ
の
中
か
ら
、
Ⅱ
Ｂ
で
多
か
っ
た
「
て
い
る
」
と
「
て
い
た
」
に
上
接
す
る

動
詞
に
分
け
て
挙
げ
る
。

○
「
て
い
る
」
＝
と
ま
る
（
1
）、
ぬ
ら
す
（
1
）、
わ
か
る
（
1
）、
支
え

る
（
1
）、
飛
び
ま
わ
る
（
1 
）、
黙惚
る
（
惚
惚2惚
）、

○
「
て
い
た
」
＝
追
い
出
さ
れ
る
（
1
）、
括
る
（
1
）、
こ
ろ
が
る
（
1
）
、

衰
微
す
る
（
1
）、
黙惚
る
（
惚
惚１惚
）、
待
つ
（
1
）

瞬
間
動
詞
「
と
ま
る
」「
わ
か
る
」「
追
い
出
さ
れ
る
」
は
「
て
い
る
」「
て
い

た
」
を
伴
い
、
結
果
の
状
態
が
存
続
す
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
以
外
の

も
の
は
継
続
動
詞
で
あ
り
、「
て
い
る
」「
て
い
た
」
を
伴
い
進
行
中
の
継
続
的

な
動
作
を
表
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
Ⅰ
の
よ
う
な
瞬
間
的
に
完
了
す
る
意
味

を
持
つ
動
詞
が
「
た
」
を
伴
っ
た
と
き
は
、
時
間
・
場
面
を
展
開
さ
せ
る
機
能

を
持
つ
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
は
「
て
い
る
」
を
付
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物

語
の
時
間
の
展
開
を
止
め
て
状
況
を
静
止
的
に
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

　

Ⅱ
Ｂ
は
「
黙
る
」
の
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
過
去
形
と
現
在
形
の
選
択

も
自
由
で
あ
っ
て
、
ま
た
、「
て
い
る
」「
で
あ
る
」「
な
い
」
と
す
る
か
、「
て

い
た
」「
で
あ
っ
た
」「
な
か
っ
た
」
と
す
る
か
も
、
筆
者
の
文
体
的
選
択
に
関

連
す
る
。

〈
3
〉
Ⅲ
の
観
察

　

Ⅲ
Ｃ
と
Ⅲ
Ｄ
に
用
い
ら
れ
た
動
詞
を
挙
げ
て
お
く
。

Ⅲ
Ｃ
「
視
覚
・
聴
覚
」
＝
窺
う
（
1
）、
眺
め
る
（
2
）、
眼
に
付
く
（
1
）
、

見
え
る
（
3
）、
見
ま
わ
す
（
1
）、
見
る
（
2
）
、

見
守
る
（
1
）、
耳
へ
伝
わ
っ
て
来
る
（
1
）、
動
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か
し
て
い
る
（
1
）、
覗
い
て
見
る
（
1
）、
覗
き

こ
む
（
1
）、
聞
く
（
3
）

Ⅲ
Ｄ
「
感
情
・
思
考
」
＝
意
識
す
る
（
1
）、（
憎
悪
が
）
動
い
て
来
る

（
1
）、
驚
く
（
1
）、
感
じ
る
（
1
）、（
恐
怖

が
）
消
え
て
行
く
（
1
）、
心
の
中
へ
は
い
っ
て

来
る
（
1
）、（
憎
悪
の
心
を
）
冷
ま
す
（
1
）、

失
望
す
る
（
1
）、
知
る
（
1
）、
知
れ
る
（
1
）
、

（
反
感
が
）
増
し
て
来
た
（
1
）、（
悪
を
憎
む
心

が
）
燃
え
上
が
り
出
す
（
1
）、
勇
気
が
生
ま
れ

て
来
る
（
1
）、
わ
か
る
（
2
）、
忘
れ
る
（
3
）

　

野
村
真
木
夫
（
二
〇
〇
〇
）
は
、「
描
出
話
法
」
と
し
て
「
発
話
・
思
考
」

「
感
情
・
感
覚
」「
視
覚
・
聴
覚
」
の
三
類
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
視
点

論
の
立
場
か
ら
「
た
」
を
伴
う
「
発
話
」
の
文
は
Ⅰ
に
含
め
、「
思
考
」
は
Ⅲ

Ｄ
「
感
情
・
感
覚
」
に
含
め
て
、
描
出
話
法
を
Ⅲ
Ｃ
・
Ⅲ
Ｄ
に
二
分
類
で
き
る

と
考
え
た
。
永
尾
章
曹
が
、
主
人
公
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
る
「
心
情
語
彙
」
を

取
り
出
す
事
が
で
き
る
と
い
う
の
も
Ⅲ
Ｄ
の
語
群
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
次
に
「
羅
生
門
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
部
分
で
連
続
的
に
用
い
た
例

を
挙
げ
て
お
く
。

（
Ⅰ
）
す
る
と
、
老
婆
は
、
松
の
木
片
を
、
床
板
の
間
に
挿
し
て
、
そ
れ

か
ら
、
今
ま
で
眺
め
て
ゐ
た
死
骸
の
首
に
両
手
を
か
け
る
と
、
丁
度
、

猿
の
親
が
猿
の
子
の
虱し
ら
み

を
と
る
や
う
に
、
そ
の
長
い
髪
の
毛
を
一

本
づ
ゝ
抜
き
は
じ
め
た
。

（
Ⅲ
Ｄ
）
髪
は
手
に
従
つ
て
抜
け
る
ら
し
い

惚
惚
惚
惚
惚
惚
。

（
Ⅲ
Ｄ
）
そ
の
髪
の
毛
が
、
一
本
づ
ゝ
抜
け
る
の
に
従
つ
て
、
下
人
の
心

か
ら
は
、
恐
怖
が
少
し
づ
ゝ
消
え
て
行
つ
た

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
。

（
Ⅲ
Ｄ
）
さ
う
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
老
婆
に
対
す
る
は
げ
し
い

憎
悪
が
、
少
し
づ
ゝ
動
い
て
来
た

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
。

（
Ⅲ
Ｄ
）―

い
や
、
こ
の
老
婆
に
対
す
る
と
云
つ
て
は
、
語ご

弊へ
い

が
あ
る

か
も
知
れ
な
い
。

（
Ⅲ
Ｄ
）
寧む
し
ろ

、
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
が
、
一
分
毎
に
強
さ
を
増
し

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚

て
来
た
の
で
あ
る

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
。

（
Ⅲ
Ｄ
）
こ
の
時
、
誰
か
が
こ
の
下
人
に
、
さ
つ
き
門
の
下
で
こ
の
男
が

考
へ
て
ゐ
た
、
饑
死
を
す
る
か
盗
人
に
な
る
か
と
云
ふ
問
題
を
、

改
め
て
持
出
し
た
ら
、
恐
ら
く
下
人
は
、
何
の
未
練
も
な
く
、
饑惚

死
を
選
ん
だ

惚
惚
惚
惚
惚
事
で
あ
ら
う
。

（
Ⅲ
Ｄ
）
そ
れ
ほ
ど
、
こ
の
男
の
悪
を
憎
む
心
は

惚
惚
惚
惚
惚
惚
、
老
婆
の
床ゆ
か

に
挿
し
た

松
の
木
片
の
よ
う
に
、
勢
い
よ
く
燃
え
上
り
出
し
て
ゐ
た
の
で
あ

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚

る惚
。

（
Ⅲ
Ｄ
）
下
人
に
は
、
勿
論
、
何
故
老
婆
が
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
か
わ惚

か
ら
な
か
つ
た

惚
惚
惚
惚
惚
惚
。
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（
Ⅲ
Ｄ
）
従
つ
て
、
合
理
的
に
は
、
そ
れ
を
善
悪
の
何
れ
に
片
づ
け
て
よ

い
か
知
ら
な
か
つ
た

惚
惚
惚
惚
惚
惚
。

（
Ⅲ
Ｄ
）
し
か
し
下
人
に
と
つ
て
は

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
、
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の

上
で
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
云
ふ
事
が
、
そ
れ
丈
で
既
に
許惚

す
可
ら
ざ
る
悪
で
あ
つ
た

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
。

（
Ⅲ
Ｄ
）
勿
論
、
下
人
は
、
さ
つ
き
ま
で
自
分
が
、
盗
人
に
な
る
気
で
ゐ

た
事
な
ぞ
は
、
と
う
に
忘
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
。

（
Ⅰ
）
そ
こ
で
、
下
人
は
、
両
足
に
力
を
入
れ
て
、
い
き
な
り
、
梯
子
か

ら
上
へ
飛
び
上
つ
た
。

（
Ⅰ
）
さ
う
し
て
聖ひ
じ
り
づ
か柄
の
太
刀
に
手
を
か
け
な
が
ら
、
大
股
に
老
婆
の
前

へ
歩
み
よ
つ
た
。

Ⅰ
の
間
に
挟
ま
れ
た
連
続
一
一
文
が
Ⅲ
Ｄ
の
文
で
あ
り
、
下
人
の
心
情
の
盛
り

上
が
り
に
焦
点
を
当
て
た
箇
所
で
あ
る
と
言
え
る
。

四
・
三　

作
品
毎
の
観
察

　

最
後
に
、
表
1
〜
表
4
に
示
し
た
各
作
品
の
文
末
形
式
の
傾
向
を
比
較
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
毎
に
特
徴
的
な
面
を
述
べ
て
お
く
。

　

ま
ず
、
各
作
品
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
点
を
述
べ
る
と
、
い
ず
れ
の
作
品
に

お
い
て
も
、
Ⅰ
の
「
た
」
と
Ⅱ
Ｂ
の
「
で
あ
る
・
で
あ
っ
た
」「
て
い
る
・
て

い
た
」「
な
い
・
な
か
っ
た
」
が
中
心
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
物
語
の
叙
述
は
、
Ⅰ
に
よ
る
展
開
と
Ⅱ
Ｂ
に
よ
る
状
態
の
記
述
や
、
背
景

の
解
説
を
基
軸
と
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
Ⅱ
Ａ
・
Ⅱ
Ｂ
・
Ⅲ
Ｃ
・
Ⅲ
Ｄ
に
お
け
る
過
去
形
と
現
在
形
の
分
布
に

つ
い
て
見
る
と
、
作
品
に
よ
っ
て
顕
著
な
差
異
が
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

「
羅
生
門
」
と
「
杜
子
春
」
で
は
過
去
形
と
現
在
形
が
半
ば
し
て
使
わ
れ
て
い

る
が
、「
六
の
宮
の
姫
君
」
と
「
秋
」
と
で
は
、
ほ
と
ん
ど
過
去
形
で
統
一
さ

れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
作
品
の
骨
組
み
は
ど
の
作
品
で
も
過
去
形
で
叙

述
す
る
が
、
展
開
部
で
は
、
現
在
形
を
導
入
す
る
か
ど
う
か
が
現
代
小
説
の
文

体
的
選
択
の
問
題
と
し
て
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
Ⅱ
Ａ
の
「
る
」（
動
詞
現
在
形
）
に
よ
る
「
歴
史
的
現
在
」
の
用
法

は
、「
羅
生
門
」
と
「
杜
子
春
」
に
の
み
見
ら
れ
、
特
に
「
羅
生
門
」
で
は
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
部
分
で
の
使
用
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た③
。「
歴
史
的
現

在
」
は
、「
状
態
」
や
「
解
説
」
の
部
分
で
現
在
形
を
導
入
す
る
傾
向
の
あ
る

作
品
に
お
い
て
現
れ
や
す
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、「
歴
史
的
現
在
」
の
叙

述
は
使
用
量
か
ら
言
え
ば
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
点
で
、
古
典
作
品
（
特

に
『
今
昔
物
語
集
』
の
よ
う
な
漢
文
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
説
話
な
ど
）
の

場
合
と
違
い
が
あ
る④
。

　

ま
た
、
Ⅱ
Ｂ
の
状
態
・
解
説
の
用
法
は
、「
羅
生
門
」
で
は
現
在
形
「
で
あ

る
」
の
形
で
特
徴
的
に
使
用
さ
れ
る
が
、「
た
」
を
基
調
と
す
る
「
六
の
宮
の

姫
君
」「
秋
」
で
は
過
去
形
「
で
あ
っ
た
」
の
形
式
が
多
い
。
ま
た
、「
羅
生
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門
」
で
は
過
去
形
「
て
い
た
」
6
例
、
現
在
形
「
て
い
る
」
7
例
で
拮
抗
し
て

い
る
が
、「
六
の
宮
の
姫
君
」
と
「
秋
」
と
で
は
現
在
形
「
て
い
る
」
は
な
く
、

過
去
形
「
て
い
た
」「
な
か
っ
た
」
が
極
め
て
例
数
が
多
い
。
ま
た
、
過
去
形

「
な
か
っ
た
」
1
例
に
対
し
現
在
形
「
な
い
」
が
7
例
見
ら
れ
る
「
羅
生
門
」

に
対
し
て
、「
六
の
宮
の
姫
君
」「
秋
」
で
は
「
な
か
っ
た
」
の
み
を
極
め
て
多

く
用
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
羅
生
門
」
で
は
、「
で
あ
っ
た
」「
て
い
た
」「
な

か
っ
た
」
よ
り
「
で
あ
る
」「
て
い
る
」「
な
い
」
を
多
く
用
い
る
傾
向
が
あ
り
、

こ
れ
は
同
様
に
現
在
形
の
叙
述
の
多
い
「
杜
子
春
」
で
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る

傾
向
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
て
い
る
」「
で
あ
る
」「
な
い
」
を
多
く
用
い

る
作
品
と
「
て
い
た
」「
で
あ
っ
た
」「
な
か
っ
た
」
を
多
く
用
い
る
作
品
に
区

分
で
き
る
。
そ
し
て
、「
て
い
る
」「
で
あ
る
」「
な
い
」
を
採
る
作
品
は
、
同

時
に
、
Ⅱ
Ａ
を
用
い
る
作
品
に
対
応
し
て
い
る
。「
歴
史
的
現
在
」
は
、
こ
の

よ
う
に
現
在
形
を
多
く
導
入
し
た
物
語
作
品
に
お
い
て
、
現
在
形
の
用
法
の
一

部
分
と
し
て
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
現
在
形
の
主
用
法
で
は
な
い

こ
と
は
今
回
の
調
査
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

Ⅲ
Ｃ
・
Ⅲ
Ｄ
・
Ⅳ
は
、
作
品
間
で
使
用
量
の
差
が
大
き
い
。
現
在
形
を
多
く

導
入
す
る
点
で
共
通
す
る
「
羅
生
門
」
と
「
杜
子
春
」
と
で
比
較
す
る
と
、
Ⅲ

Ｃ
・
Ⅲ
Ｄ
が
多
く
Ⅳ
が
少
な
い
「
羅
生
門
」
と
、
Ⅲ
Ｃ
・
Ⅲ
Ｄ
が
少
な
く
Ⅳ
の

多
い
「
杜
子
春
」
と
い
う
よ
う
に
、
全
く
傾
向
が
逆
に
な
る
。
ま
た
、
と
も
に

過
去
形
を
基
本
と
す
る
「
六
の
宮
の
姫
君
」
と
「
秋
」
で
は
、「
六
の
宮
の
姫

君
」
で
は
Ⅲ
Ｄ
・
Ⅳ
が
多
く
Ⅲ
Ｃ
が
少
な
い
の
に
対
し
て
、「
秋
」
で
は
使
用

量
の
差
が
特
に
顕
著
に
は
表
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
中
で
、
特
に
「
杜

子
春
」
の
Ⅲ
Ｄ
の
少
な
さ
は
目
を
引
く
が
、
こ
れ
は
、
Ⅲ
Ｄ
の
多
い
「
羅
生

門
」「
六
の
宮
の
姫
君
」「
秋
」
な
ど
は
Ⅲ
Ｄ
の
地
の
文
で
主
人
公
の
内
面
を
描

き
出
す
の
に
対
し
て
、
Ⅲ
Ｄ
の
少
な
い
「
杜
子
春
」
で
は
会
話
文
に
人
物
の
心

情
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
杜
子
春
」
の
最
終

段
で
は
、
次
の
よ
う
に
人
物
の
心
情
を
吐
露
す
る
会
話
文
の
連
続
が
見
ら
れ
る
。

（
Ⅱ
Ｂ
）
そ
の
声
に
気
が
つ
い
て
見
る
と
、
杜
子
春
は
や
は
り
夕
日
を
浴

び
て
、
洛
陽
の
西
の
門
の
下
に
、
ぼ
ん
や
り
佇
ん
で
ゐ
る
の
で
し

た
。

（
Ⅱ
Ｂ
）
霞
ん
だ
空
、
白
い
三
日
月
、
絶
え
間
な
い
人
や
車
の
波
、―

す
べ
て
が
ま
だ
峨
眉
山
へ
、
行
か
な
い
前
と
同
じ
こ
と
で
す
。

（
Ⅳ
）「
ど
う
だ
な
。
お
れ
の
弟
子
に
な
つ
た
所
が
、
と
て
も
仙
人
に
は
な

れ
は
す
ま
い
。」

（
Ⅰ
）
片
目
眇
の
老
人
は
微
笑
を
含
み
な
が
ら
言
ひ
ま
し
た
。

（
Ⅳ
）「
な
れ
ま
せ
ん
。
な
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
私
は
な
れ
な
か
つ
た
こ

と
も
、
反
つ
て
嬉
し
い
気
が
す
る
の
で
す
。

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
」

（
Ⅰ
）
杜
子
春
は
ま
だ
眼
に
涙
を
浮
べ
た
儘
、
思
は
ず
老
人
の
手
を
握
り

ま
し
た
。

（
Ⅳ
）「
い
く
ら
仙
人
に
な
れ
た
所
が
、
私
は
あ
の
地
獄
の
森
羅
殿
の
前
に
、
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鞭
を
受
け
て
ゐ
る
父
母
を
見
て
は
、
黙
つ
て
ゐ
る
訳
に
は
行
き
ま
せ

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚

ん
。
惚
惚
」

（
Ⅳ
）「
も
し
お
前
が
黙
つ
て
ゐ
た
ら―

」
と
鉄
冠
子
は
急
に
厳
な
顔
に

な
つ
て
、
ぢ
つ
と
杜
子
春
を
見
つ
め
ま
し
た
。

（
Ⅳ
）「
も
し
お
前
が
黙
つ
て
ゐ
た
ら
、
お
れ
は
即
座
に
お
前
の
命
を
絶
つ

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚

て
し
ま
は
う
と
思
つ
て
ゐ
た
の
だ

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
。―

お
前
は
も
う
仙
人
に
な
り

た
い
と
い
ふ
望
も
持
つ
て
ゐ
ま
い
。
大
金
持
に
な
る
こ
と
は
、
元
よ

り
愛
想
が
つ
き
た
筈
だ
。
で
は
お
前
は
こ
れ
か
ら
後
、
何
に
な
つ
た

ら
好
い
と
思
ふ
な
。」

（
Ⅳ
）「
何
に
な
つ
て
も
、
人
間
ら
し
い
、
正
直
な
暮
し
を
す
る
つ
も
り
で

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚

す惚
。」

（
Ⅱ
Ｂ
）
杜
子
春
の
声
に
は
今
ま
で
に
な
い
晴
れ
晴
れ
し
た
調
子
が
罩こ
も

つ

て
ゐ
ま
し
た
。

（
Ⅳ
）「
そ
の
言
葉
を
忘
れ
る
な
よ
。
で
は
お
れ
は
今
日
限
り
、
二
度
と
お

前
に
は
遇
は
な
い
か
ら
。」

（
Ⅰ
）
鉄
冠
子
は
か
う
言
ふ
内
に
、
も
う
歩
き
出
し
て
ゐ
ま
し
た
が
、
急

に
又
足
を
止
め
て
、
杜
子
春
の
方
を
振
り
返
る
と
、「
お
お
、
幸
、

今
思
ひ
出
し
た
が
、
お
れ
は
泰
山
の
南
の
麓
に
一
軒
の
家
を
持
つ
て

ゐ
る
。
そ
の
家
を
畑
ご
と
お
前
に
や
る
か
ら
、
早
速
行
つ
て
住
ま
ふ

が
好
い
。
今
頃
は
丁
度
家
の
ま
は
り
に
、
桃
の
花
が
一
面
に
咲
い
て

ゐ
る
だ
ら
う
。」
と
、
さ
も
愉
快
さ
う
に
つ
け
加
へ
ま
し
た
。

「
杜
子
春
」
の
例
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
会
話
に
よ
っ
て
、
Ⅲ
Ｃ
の
内
容
を
補

う
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
思
う
に
、
人
物
の
心
情
を
描
く
こ
と
は
多
く
の
小

説
類
で
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
描
き
方
は
次
の
よ
う
に
、
Ⅰ
・

Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

（
Ⅰ
）
太
郎
は
泣
き
出
し
た
。

（
Ⅱ
Ａ
）
太
郎
は
泣
き
出
す
。

（
Ⅱ
Ｂ
）
太
郎
は
泣
き
出
し
て
い
た
。

（
Ⅲ
Ｄ
）
太
郎
は
泣
き
出
し
た
い
気
持
ち
だ
っ
た
。

（
Ⅳ
）（
太
郎
は
）「
泣
き
出
し
た
い
気
持
ち
だ
」（
と
言
っ
た
。）

個
々
の
作
品
に
よ
っ
て
、
Ⅲ
や
Ⅳ
を
採
る
意
図
は
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
更
に

多
く
の
作
品
に
よ
っ
て
、
Ⅲ
Ｃ
・
Ⅲ
Ｄ
・
Ⅳ
の
作
り
出
す
表
現
構
造
を
明
ら
か

に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五　

ま
と
め

　

以
上
述
べ
来
た
っ
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
三
点
に
集
約
で
き
る
。

①
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
に
お
け
る
特
徴
的
な
文
末
形
式
と
し
て
、
Ⅰ
は
「
た
」、
Ⅱ

Ａ
は
「
る
」（
動
詞
現
在
形
）、
Ⅱ
Ｂ
は
「
て
い
る
・
て
あ
る
」「
で
あ

る
・
の
で
あ
る
」「
な
い
・
で
な
い
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
Ⅱ
Ｂ
の
三

形
式
は
、
Ⅲ
Ｃ
や
Ⅲ
Ｄ
に
も
添
っ
て
、「
状
態
」
を
描
写
し
た
り
、
内
容
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を
「
解
説
」
し
た
り
す
る
意
味
を
添
え
る
文
末
形
式
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

Ⅱ
Ｂ
と
Ⅲ
Ｃ
・
Ⅲ
Ｄ
が
複
合
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

②
動
詞
の
面
か
ら
見
る
と
、
Ⅰ
は
人
物
の
発
言
、
移
動
、
働
き
か
け
な
ど
を

意
味
す
る
も
の
、
Ⅲ
Ｃ
や
Ⅲ
Ｄ
は
「
視
覚
・
聴
覚
」「
感
覚
・
思
考
」
を

意
味
す
る
動
詞
の
語
句
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
「
た
」

や
Ⅱ
Ｂ
の
性
質
を
添
え
る
「
て
い
る
」「
で
あ
る
」「
な
い
」
な
ど
の
文
末

形
式
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
。

③
芥
川
の
い
ず
れ
の
作
品
で
も
、
話
の
筋
を
支
え
る
Ⅰ
「
た
」
と
、
話
の
内

容
を
詳
述
す
る
Ⅱ
Ｂ
「
て
い
る
」「
で
あ
る
」「
な
い
」
に
よ
る
表
現
を
基

本
的
要
素
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
過
去
形
の
選
択
を
基
本
と
す
る
作
品
で

は
こ
れ
が
、「
て
い
た
」「
で
あ
っ
た
」「
な
か
っ
た
」
の
形
式
で
対
応
す

る
と
い
う
だ
け
で
、
叙
述
の
基
本
が
Ⅰ
と
Ⅱ
Ｂ
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。

し
か
し
、
Ⅱ
Ｂ
あ
る
い
は
Ⅲ
Ｃ
・
Ⅲ
Ｄ
に
お
い
て
過
去
形
・
現
在
形
い
ず

れ
を
選
択
す
る
か
は
、
作
品
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
文
体
的
要
素
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
形
・
現
在
形
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る

か
、
あ
る
い
は
Ⅱ
Ａ
・
Ⅲ
Ｃ
・
Ⅲ
Ｄ
・
Ⅳ
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
に
よ

っ
て
作
品
ご
と
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
芥
川
の
四
作
品
を
元
に
表
現
内
容
と
文
末
形
式
の
性
質
を
検
討

し
た
が
、
今
後
さ
ら
に
多
く
の
作
品
に
よ
っ
て
筆
者
の
分
類
の
有
効
性
を
検
証

す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
他
の
様
々
な
文
章
に
つ
い
て
も
文
章
表
現
の
特
質
を

詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
方
法
と
し
て
利
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、

一
文
の
持
つ
表
現
内
容
を
形
式
的
な
特
徴
も
含
め
て
さ
ら
に
細
か
く
検
討
し
て

お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
本
稿
で
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
会
話
文

の
引
用
形
式
に
は
様
々
な
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
会
話
を
引
用
す
る
形
式
を
細

か
く
分
類
す
れ
ば
、
表
現
内
容
や
形
式
上
の
特
徴
と
し
て
作
品
を
特
徴
づ
け
る

側
面
が
浮
か
び
上
が
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
表
現
内
容
と
文
末
形

式
の
分
類
を
も
と
に
し
て
、
物
語
の
冒
頭
・
展
開
・
結
末
に
至
る
叙
述
の
流
れ

を
捉
え
る
こ
と
も
課
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
作
品
の
文
章
構
成
を
、
一

文
ご
と
の
表
現
内
容
の
連
鎖
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
あ
る
作
品
は
、
ど
の
よ

う
な
表
現
内
容
が
ど
の
よ
う
な
順
序
で
叙
述
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
新

し
い
検
討
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
今
後
、
個
々
の
文
末
形
式
の

意
味
を
詳
細
に
記
述
す
る
こ
と
、
文
章
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
こ
れ
ら
の
表

現
内
容
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

注①　

拙
稿
「
物
語
文
の
表
現
と
視
点
」（
玉
村
文
郎
編
『
日
本
語
学
と
言
語
学
』
明
治

書
院  

平
成
14
年
1
月
）、
お
よ
び
拙
著
『
今
昔
物
語
集
の
表
現
形
成
』（
和
泉
書
院  

平
成
15
年
10
年
）

②　
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』（
岩
波
書
店  

平
成
7
年
）
に
よ
る
。

③　

四
・
二
の
〈
1
〉
で
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
部
分
の
「
歴
史
的
現
在
」
の
例
を
示
し
て

お
い
た
。
な
お
、「
杜
子
春
」
の
1
例
は
「
す
る
と
ど
こ
か
ら
や
つ
て
来
た
か
、
突
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然
彼
の
前
へ
足
を
止
め
た
、
片
目
眇
（
す
が
め
）
の
老
人
が
あ
り
ま
す
。」
の
よ
う

に
人
物
視
点
に
寄
り
添
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
例
で
あ
る
。

④　

拙
稿
「
今
昔
物
語
集
の
『
け
り
』
叙
述―

『
今
は
昔
』
と
文
章
構
成―

」『
仏
教

文
学
』
第
25
号  

平
成
13
年
3
月
）、
お
よ
び
拙
著
『
今
昔
物
語
集
の
表
現
形
成
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（
和
泉
書
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平
成
15
年
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年
）
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