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一

鈴
木
三
重
吉
「
桑
の
実
」（「
国
民
新
聞
」
大
２
・
７
・
25
～
11
・
15
）
に
対
す
る

評
価
は
、
次
に
掲
げ
る
三
重
吉
本
人
の
発
言
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

「
桑
の
実
」
は
単
に
或
一
人
の
女
が
或
シ
テ
ュ
エ
ー
シ
ヤ
ン
に
立
つ
て
の
通
常
な

気
分
と
感
情
と
を
書
い
て
見
る
と
い
ふ
だ
け
の
考
で
、
何
等
の
事
件
的
の
発
展

も
な
い
、
平
面
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
何
こ
そ
の
暗
示
が
あ
る
訳
で
も

な
い
、
濃
厚
な
色
が
出
て
ゐ
る
訳
で
も
な
い
、
言
は
ゞ
平
凡
な
或
日
常
生
活
の

描
叙
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

 

（
鈴
木
三
重
吉
「
桑
の
実
」
に
就
て
」「
秀
才
文
壇
」
大
２
・
11
）

「
平
凡
な
或
日
常
生
活
の
描
叙
に
過
ぎ
な
い
」
こ
と
は
、「
重
大
な
人
生
の
秘
密
や
、

深
刻
な
人
生
の
意
義
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。」（
赤
木
桁
平
「「
桑
の

実
」
を
読
む
」「
国
民
新
聞
」
大
３
・
３
・
24
）
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。「
人
生
の

奥
に
流
る
ゝ
何
と
な
き
悲
哀
」
が
「
底
調
を
な
す
」「
作
者
の
無
自
覚
な
咏
嘆
」
あ
る

い
は
「
リ
リ
ツ
ク
其
の
も
の
」
で
あ
る
「
桑
の
実
」
の
作
者
三
重
吉
に
は
、「
此
の
意

味
に
於
い
て
」「
詩
人
で
あ
る
」（
赤
木
、
前
掲
）
と
い
う
評
価
が
下
さ
れ
た
。

こ
の
単
行
本
発
行
当
時
の
評
価（
１
）は

、
後
年
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

「
三
重
吉
の
本
領
は
、
詩
の
世
界
に
あ
つ
て
、
生
活
の
世
界
に
あ
る
の
で
は
な
か
つ

た
。」（「
鈴
木
三
重
吉
」『
漱
石
・
寅
彦
・
三
重
吉
』
岩
波
書
店
、
昭
17
・
１
）
と
述

べ
る
小
宮
豊
隆
や
、「
作
家
と
し
て
の
鈴
木
三
重
吉
の
資
質
」
を
「
抒
情
そ
の
も
の
」

（「
作
家
と
し
て
の
資
質
を
探
る
―
結
び
に
か
え
て
―
」『
鈴
木
三
重
吉
の
研
究
』

明
治
書
院
、
昭
53
・
11
）
と
す
る
根
本
正
義
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
桑
の
実
」
は

「
抒
情
」
的
な
「
詩
の
世
界
」
を
描
く
こ
と
を
得
意
と
し
た
三
重
吉
の
本
領
が
発
揮
さ

れ
て
い
る
と
同
時
に
、
三
重
吉
の
限
界
点
を
示
す
小
説
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

安
藤
久
美
子
も
、
お
く
み
を
三
重
吉
の
「
願
望
か
ら
生
ま
れ
」
た
存
在
と
と
ら
え（
２
）、

「
青
木
と
お
く
み
の
平
行
線
の
関
係
、
叙
情
的
気
分
と
、
自
然
・
事
実
描
写
の
巧
み

さ
」
と
い
う
特
徴
を
挙
げ
て
「
桑
の
実
」
を
「
以
前
の
作
品
の
総
決
算
で
あ
っ
て
、

新
た
な
創
造
の
芽
を
含
ま
な
い
」（「
漱
石
と
三
重
吉
」「
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
」
昭

57
・
11
）
と
断
じ
た
。

し
か
し
、「
桑
の
実
」
が
単
な
る
「
総
決
算
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
再
検
討
の

余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、「
桑
の
実
」
に
「
事
件
的
の
発
展
」

や
「
暗
示
」、「
濃
厚
な
色
」
の
要
素
は
散
見
さ
れ
る
。「
桑
の
実
」
は
、「
話
の
筋
の

中
に
事
件
は
起
こ
り
よ
う
も
な
い
」（
宮
沢
賢
治
「
鈴
木
三
重
吉　

桑
の
実
」「
国
文

学
」
昭
60
・
９
・
25
）
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
要
素
が
物
語
に
回
収
さ
れ
な
か
っ
た

結
果
、「
平
凡
な
或
日
常
生
活
の
描
叙
」
だ
け
が
、
浮
き
上
が
っ
て
き
た
も
の
な
の
だ
。

本
論
で
は
、「
お
く
み
と
い
う
娘
が
、
妻
と
別
れ
た
画
家
青
木
の
家
に
一
時
住
み
込

み
で
手
伝
い
に
行
く
こ
と
に
な
り
、
青
木
の
家
の
人
々
と
の
温
か
な
交
流
も
生
ま
れ

る
中
で
、
約
束
の
時
が
過
ぎ
皆
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
去
っ
て
い
く
」
と
い
う
「
ほ
の

ぼ
の
と
し
た
情
感
」（
中
島
国
彦
「
解
説
」『
桑
の
実
』
岩
波
文
庫
、
平
９
・
６
）
に

包
ま
れ
た
物
語
が
、
ど
の
よ
う
な
条
件
下
で
成
立
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

鈴
木
三
重
吉
「
桑
の
実
」
論
― 〈
事
件
性
〉
の
な
い
小
説

髙

野

奈

保
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二

ま
ず
、
主
人
公
で
あ
る
お
く
み
の
人
物
設
定
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
み
よ
う
。
な

お
、
本
文
の
引
用
で
は
、
傍
線
は
事
実
を
示
す
箇
所
に
、
波
線
は
感
情
を
示
す
箇
所

に
、
破
線
は
そ
の
他
の
注
意
し
た
い
箇
所
に
付
し
て
い
る
。

お
く
み
が
厄
介
に
な
つ
て
ゐ
る
カ
ツ
フ
エ
ー
は
、
お
か
み
さ
ん
が
素
人
の
女
手

で
や
つ
て
ゐ
ら
れ
る
小
さ
い
店
だ
け
れ
ど
、（
略
）
お
か
み
さ
ん
は
、
月
末
に
な

る
と
、
よ
く
浮
か
な
い
顔
を
し
て
、
ペ
ン
と
帳
面
を
手
に
持
つ
た
ま
ゝ
、
茫
や

り
と
一
つ
と
こ
ろ
を
見
つ
め
て
ゐ
ら
れ
る
や
う
な
こ
と
が
あ
つ
た
。
／
お
く
み

は
さ
う
い
ふ
容
子
を
見
た
り
す
る
と
、
何
だ
か
自
分
が
い
つ
ま
で
も
ぶ
ら
〳
〵

と
こ
ゝ
に
か
ゝ
り
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
の
が
済
ま
な
い
や
う
な
気
が
し
て
、
い

つ
も
自
分
で
先
へ
〳
〵
と
用
事
を
求
め
て
働
く
や
う
に
し
て
ゐ
る
の
だ
け
れ
ど
、

（
略
）
お
く
み
は
た
ゞ
十
に
な
ら
れ
る
あ
き
子
さ
ん
と
小
さ
い
男
の
お
子
さ
ん
の

面
倒
を
見
る
の
と
、
一
寸
し
た
お
針
な
ぞ
を
し
た
り
す
る
外
に
は
、
こ
れ
と
て

す
る
こ
と
も
な
か
つ
た
。 

（
一
）

右
は
、「
桑
の
実
」
の
冒
頭
で
あ
る
。
お
く
み
は
素
人
経
営
の
カ
ッ
フ
エ
ー
に
「
厄

介
」
に
な
る
「
か
ゝ
り
も
の
」
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
引
け
目
を
感
じ
て
働
こ
う
と

す
る
が
、
実
際
は
す
る
こ
と
が
な
い
。

お
く
み
の
家
庭
環
境
は
、
複
雑
で
あ
る
。
実
母
の
生
死
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

実
父
は
二
歳
で
死
に
別
れ
、
継
母
と
は
、
継
母
の
再
婚
の
際
に
十
一
で
養
女
に
出
さ

れ
、「
二
年
ば
か
り
前
」（
一
）
に
音
信
不
通
に
な
っ
た
。
養
父
は
お
く
み
が
女
学
校

入
学
後
間
も
な
く
死
別
し
、
女
学
校
は
退
学
を
余
儀
な
く
さ
れ
、「
手
も
と
が
苦
し

く
」
な
っ
た
養
母
か
ら
は
「
足
手
纏
ひ
」
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
。〈
父
〉
と
は
死

別
し
、〈
母
〉
に
は
不
要
の
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
わ
け
だ
。
そ
の
た
め
か
、
お

く
み
は
養
母
の
手
紙
に
「
近
頃
ひ
ど
く
気
が
弱
く
な
つ
て
ゐ
る
や
う
な
容
子
」
を
読

み
取
っ
て
も
、
心
配
よ
り
も
「
養
母
の
事
を
考
へ
る
と
、
し
ま
ひ
に
は
何
だ
か
自
分

の
か
ら
だ
が
自
分
の
も
の
で
な
い
や
う
な
厭
な
気
」（
十
八
）
が
先
に
立
っ
て
し
ま
う
。

お
く
み
本
人
は
、「
下
町
の
商
品
陳
列
館
の
小
売
部
」
で
の
売
子
や
「
或
小
さ
い
商

会
」
の
給
仕
で
「
僅
の
日
給
」（
一
）
を
稼
い
だ
後
、
お
か
み
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
女
中

代
わ
り
に
入
り
、
更
に
お
か
み
さ
ん
の
紹
介
で
西
洋
人
の
子
守
を
、
養
母
の
つ
て
で

外
務
省
勤
務
の
役
人
の
邸
で
小
間
使
い
を
し
た
。
そ
の
役
人
の
海
外
へ
の
転
任
で
失

職
し
た
た
め
、「
平
河
さ
ん
（
お
か
み
さ
ん
―
論
者
注
）
へ
お
た
の
み
し
て
、
ど
こ

へ
か
身
の
振
り
方
の
つ
く
ま
で
か
う
し
て
当
分
来
て
ゐ
る
」（
二
）
の
で
あ
っ
た
。

奉
公
を
続
け
る
こ
と
は
「
心
も
と
な
い
」
が
「
帰
ら
う
に
も
家
は
な
い
し
、
何
か

し
て
行
か
う
と
言
つ
た
と
こ
ろ
で
身
に
何
一
つ
手
に
入
つ
て
ゐ
る
業
も
な
い
」。
だ

が
、
こ
の
カ
ッ
フ
エ
ー
で
も
、「
今
で
は
ゐ
て
も
ゐ
な
く
て
も
い
ゝ
や
う
な
」
存
在
に

な
っ
て
し
ま
い
、
お
く
み
は
次
の
よ
う
に
思
い
悩
む
。

ど
う
せ
ず
つ
と
こ
こ
に
ゐ
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
何
と
か
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
養
母
が
い
ふ
や
う
に
、
ま
た
ど
こ
か
の
お
邸
へ
上
る

と
い
ふ
の
も
も
う
気
が
塞
が
る
や
う
で
進
ま
な
い
。
水
仕
事
の
や
う
な
こ
と
を

し
て
も
い
ゝ
か
ら
、
の
ん
び
り
し
た
と
こ
ろ
に
ゐ
た
い
や
う
な
、
我
儘
な
心
持

も
動
く
の
で
あ
る
。
ミ
シ
ン
を
教
は
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
そ
こ
へ
這
入
ら
う

か
と
思
つ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
お
か
み
さ
ん
が
拙
ら
な
い
と
言
は
れ
る
。
何
を

す
る
と
言
て
も
今
か
ら
で
は
も
う
遅
い
し
、
ど
こ
と
て
取
り
つ
く
と
こ
ろ
も
な

い
や
う
な
気
が
す
る
。
／
出
来
る
こ
と
な
ら
、
此
ま
ゝ
こ
ゝ
の
家
の
も
の
に
し

て
戴
い
て
、
い
つ
ま
で
も
お
か
み
さ
ん
を
頼
り
に
し
て
暮
し
て
行
つ
た
ら
と
思

つ
た
り
す
る
の
だ
け
れ
ど
、
自
分
に
は
何
と
て
嵌
つ
た
用
事
も
な
い
。
お
安
さ

ん
が
し
て
ゐ
る
や
う
な
こ
と
が
出
来
た
ら
、
あ
ゝ
し
た
全
く
の
他
人
を
置
い
た

よ
り
も
お
く
み
が
働
け
ば
丁
度
い
ゝ
の
だ
け
れ
ど
、
あ
ゝ
し
た
、
お
客
の
気
心

に
合
は
し
て
笑
つ
た
り
相
手
に
な
つ
た
り
す
る
こ
と
は
お
く
み
に
は
出
来
な
い

し
、
も
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
と
し
た
ら
情
な
い
。
や
つ
ぱ
り
ま
た

ど
こ
か
へ
奉
公
に
上
ら
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
か
―
。 

（
二
）
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お
く
み
の
悩
み
は
、
堂
々
巡
り
で
あ
る
。
現
状
を
打
破
し
た
い
が
、
行
動
に
移
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
奉
公
は
し
た
く
な
い
が
、
職
業
訓
練
の
試
み
は
お
か
み
さ
ん
に

否
定
さ
れ
、
だ
が
強
い
て
通
う
ほ
ど
の
意
思
も
な
い
。
平
河
家
に
お
く
み
の
望
む
仕

事
は
な
い
。
現
実
的
な
選
択
肢
と
し
て
再
浮
上
す
る
奉
公
は
、
や
は
り
避
け
た
い
。

お
く
み
に
生
ま
れ
る
「
の
ん
び
り
し
た
と
こ
ろ
に
ゐ
た
い
」
と
い
う
「
我
儘
な
心
持
」

は
、
い
わ
ば
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
へ
の
願
望
で
あ
る
。
画
家
の
青
木
の
家
に
「
手
伝
ひ
」

に
行
く
の
は
、「
行
く
と
こ
ろ
が
極
る
ま
で
の
間
、
か
た
〴
〵
自
分
に
取
つ
て
も
都
合

が
い
ゝ
」（
三
）
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。

実
際
、
青
木
家
は
仕
事
の
し
や
す
い
家
だ
っ
た
。
青
木
は
掃
除
や
買
い
物
を
協
力

し
、
青
木
の
弟
で
入
試
の
た
め
に
一
時
滞
在
し
て
い
る
洗
吉
も
お
使
い
に
出
て
く
れ

る
。「
み
な
の
方
が
何
で
も
お
く
み
の
す
る
だ
け
の
事
で
辛
棒
」
し
、
四
歳
に
な
る
青

木
の
息
子
の
久
男
は
「
す
べ
て
に
聞
分
の
よ
い
お
子
さ
ん
で
、
少
し
も
無
理
を
お
言

ひ
に
な
ら
な
い
」
た
め
、
お
く
み
は
「
延
ん
び
り
し
て
用
事
」（
九
）
を
済
ま
せ
る
。

青
木
は
「
二
年
ば
か
り
フ
ラ
ン
ス
に
行
つ
て
」（
三
）
い
た
画
家
で
、
お
か
み
さ
ん

曰
く
「
お
と
な
し
い
、
い
ゝ
方
」（
三
）
で
あ
る
。
妻
と
は
帰
国
し
て
間
も
な
く
離
婚

し
て
久
男
と
二
人
家
族
だ
が
、
久
男
は
妻
の
不
倫
相
手
の
子
供
と
い
う
疑
惑
が
あ
る

せ
い
か
、「
荷
厄
介
」（
四
）
だ
と
言
い
、
冷
淡
な
態
度
を
取
る
。
収
入
は
不
定
期
で
、

経
済
的
に
豊
か
で
は
な
い
よ
う
だ
。
お
く
み
か
ら
は
「
つ
ま
し
く
寂
し
く
暮
ら
し
て

ゐ
ら
れ
る
や
う
」（
三
）
に
思
わ
れ
て
い
る
。
帰
国
し
て
か
ら
「
怠
け
る
癖
が
つ
い
て

一
寸
も
実
の
あ
る
も
の
を
画
」
い
て
お
ら
ず
、「
自
分
自
身
が
淋
し
い
」、「
色
ん
な
こ

と
で
く
し
や
〳
〵
す
る
せ
い
か
と
き
〴
〵
画
な
ん
か
画
く
よ
り
も
、
茫
ん
や
り
寝
こ

ろ
ん
で
空
で
も
見
て
る
方
が
い
ゝ
心
持
の
と
き
が
あ
り
ま
す
よ
。」（
四
）
と
語
っ
て

い
る
。
こ
ち
ら
も
、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
へ
の
願
望
を
持
っ
た
人
物
だ
。

青
木
と
お
く
み
は
、
大
人
し
い
性
質
だ
が
家
族
へ
の
情
が
薄
い
と
い
う
点
、
モ
ラ

ト
リ
ア
ム
へ
の
願
望
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
二

人
は
〈
寂
し
さ
〉
と
い
う
感
情
を
媒
介
に
し
て
、
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。

青
木
家
は
「
小
造
り
な
、
建
つ
て
間
も
な
い
明
る
い
綺
麗
な
家
」
で
、
お
く
み
を

「
す
っ
と
」
さ
せ
る
が
（
四
）、
ま
も
な
く
青
木
家
の
家
庭
の
事
情
が
判
明
し
、
お
く

み
は
家
に
「
陰
気
な
色
」（
十
一
）
を
感
じ
る
。
だ
が
、
お
く
み
は
家
を
出
た
く
な
る

ど
こ
ろ
か
、「
い
つ
そ
こ
の
儘
、
こ
ゝ
に
置
い
て
貰
ひ
た
く
も
あ
る
や
う
な
、
は
な
れ

難
い
心
」（
十
二
）
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
お
く
み
の
態
度
は
彼
女
を
「
実
に
す

な
ほ
な
、
純
の
純
な
る
心
」（
本
間
久
雄
「
鈴
木
三
重
吉
論
」「
文
章
世
界
」
大
３
・

３
）
の
持
ち
主
だ
と
理
解
さ
せ
る
に
十
分
な
の
だ
が
、
こ
の
同
情
を
寄
せ
る
過
程
を

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

お
く
み
は
、
青
木
の
家
庭
の
事
情
を
「
自
分
の
事
の
や
う
に
う
ら
寂
し
く
心
に
繰

り
返
」（
十
）
す
う
ち
、
青
木
に
〈
寂
し
さ
〉
を
読
み
込
み
、
そ
の
感
情
に
共
鳴
す
る

よ
う
に
な
る
。

お
く
み
は
さ
う
い
ふ
、
こ
の
お
家
の
こ
と
を
聞
い
て
か
ら
は
、
当
分
は
こ
ち
ら

の
気
の
せ
い
か
、
何
だ
か
淋
し
い
人
た
ち
の
間
に
来
て
お
世
話
を
し
て
ゐ
る
自

分
だ
と
い
ふ
や
う
な
心
持
が
そ
れ
と
な
く
考
へ
ら
れ
た
。
／
さ
つ
き
も
青
木
さ

ん
が
坊
ち
ゃ
ん
を
外
の
湯
へ
つ
れ
て
行
か
れ
て
、
も
う
と
つ
ぷ
り
と
日
も
く
れ

か
け
た
、
雨
も
よ
ひ
ら
し
い
夕
方
を
、
浮
か
な
い
顔
を
し
て
と
ぼ
〳
〵
手
を
引

い
て
帰
つ
て
来
ら
れ
た
と
き
に
で
も
、
青
木
さ
ん
が
ど
ん
な
こ
と
を
考
へ
て
ゐ

ら
れ
た
続
き
か
と
い
ふ
事
が
、
お
く
み
に
は
ち
や
ん
と
解
る
や
う
な
気
が
し
て
、

自
分
ま
で
が
さ
び
し
い
や
う
な
心
持
が
す
る
の
で
あ
つ
た
。 

（
十
二
）

お
く
み
は
、
夕
方
の
ぐ
ず
つ
い
た
天
気
と
い
う
情
景
と
、
青
木
へ
の
「
淋
し
い
人
」

と
い
う
認
識
に
基
づ
き
、
青
木
の
内
面
の
〈
寂
し
さ
〉
を
読
み
取
り
、
そ
れ
を
〈
理

解
〉
し
、
自
分
の
感
情
に
反
映
さ
せ
て
い
る
。「
こ
ち
ら
の
気
の
せ
い
」
と
い
う
誤
読

の
可
能
性
を
踏
ま
え
て
な
お
読
解
し
生
成
し
た
〈
寂
し
さ
〉
を
仲
立
ち
に
し
て
、
自

他
の
区
別
が
曖
昧
に
な
る
ほ
ど
、
強
く
青
木
に
共
感
す
る
の
で
あ
る
。

自
他
の
区
別
が
曖
昧
に
な
る
の
は
、
感
情
だ
け
で
は
な
い
。
お
く
み
は
、
精
神
的

に
病
ん
だ
青
木
の
妻
の
こ
と
な
ど
、
青
木
家
の
人
間
に
つ
い
て
「
あ
れ
こ
れ
と
取
り
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と
め
も
な
い
こ
と
を
考
へ
て
居
た
あ
と
の
気
分
」
も
「
何
だ
か
人
の
こ
と
で
は
な
く

て
、
自
分
の
こ
れ
か
ら
先
の
事
を
そ
れ
と
な
く
自
分
に
教
へ
ら
れ
で
も
す
る
や
う
に
」

（
十
二
）
思
う
よ
う
に
な
る
。
青
木
家
の
事
情
が
無
条
件
に
お
く
み
の
将
来
と
重
ね
合

わ
さ
れ
、
お
く
み
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

 

お
く
み
は
さ
う
し
た
心
持
か
ら
、
自
分
が
さ
き
〴
〵
ど
ん
な
こ
と
に
な
つ
て

行
く
だ
ら
う
か
と
云
ふ
こ
と
を
考
へ
て
、
心
細
い
思
ひ
に
目
を
開
い
て
ゐ
た
。

あ
つ
て
な
い
や
う
な
自
分
の
養
母
の
こ
と
も
考
へ
ら
れ
た
。（
略
）
／
お
く
み
は

自
分
の
家
と
云
ふ
も
の
が
な
い
こ
と
や
、
だ
れ
一
人
し
ん
み
り
し
た
血
つ
ゞ
き

の
人
も
居
て
く
れ
な
い
事
な
ぞ
が
、
あ
じ
き
な
く
考
へ
つ
め
ら
れ
た
。
山
の
手

に
居
た
と
き
に
は
、
よ
く
そ
ん
な
事
を
思
つ
て
一
人
寝
床
の
中
で
泣
い
て
居
た

り
し
た
事
が
い
く
ど
も
あ
つ
た
。
／
お
く
み
は
い
つ
し
か
自
分
の
小
さ
か
つ
た

と
き
か
ら
今
日
ま
で
の
事
を
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
考
へ
返
し
て
、
言
ひ
知
ら
な

い
涙
つ
ぽ
い
自
分
を
見
守
つ
た
。
し
ま
ひ
に
は
、
た
ゞ
女
に
生
れ
て
来
た
と
云

ふ
事
そ
れ
自
身
さ
へ
は
か
な
い
や
う
な
心
持
が
し
た
。
／
お
く
み
は
か
う
い
ふ

夜
を
寝
て
目
さ
め
た
朝
な
ぞ
は
、
と
き
と
し
て
、
坊
ち
や
ん
が
暗
い
内
か
ら
も

う
目
を
開
い
て
、（
略
）
た
わ
い
な
い
一
人
言
を
言
つ
て
ゐ
ら
れ
た
り
す
る
の

が
、
何
だ
か
、
も
う
す
つ
か
り
他
人
で
は
な
い
や
う
に
い
ぢ
ら
し
い
に
つ
け
て

は
、
自
分
も
こ
れ
か
ら
ま
た
他
へ
行
つ
て
、
気
の
解
ら
な
い
と
こ
ろ
へ
奉
公
に

上
つ
た
り
す
る
よ
り
も
、
い
つ
そ
こ
の
儘
、
こ
ゝ
に
置
い
て
も
ら
ひ
た
く
も
あ

る
や
う
な
、
は
な
れ
難
い
心
が
す
る
の
で
あ
つ
た
。 

（
十
二
）

お
く
み
は
、
将
来
へ
の
不
安
を
起
点
に
、
現
状
の
孤
独
を
嘆
き
、
過
去
を
悲
し
み
、

自
身
の
存
在
そ
の
も
の
も
儚
く
感
じ
る
。
こ
う
し
た
生
ま
れ
た
頃
か
ら
の
悲
し
み
を

抱
え
、
今
ま
で
一
人
で
堪
え
て
き
た
お
く
み
が
、
自
分
の
生
い
立
ち
の
複
雑
な
事
情

を
「
何
も
お
知
り
に
な
ら
な
い
」「
い
た
は
し
い
」（
十
一
）
久
男
の
無
邪
気
な
さ
ま

を
見
て
「
他
人
で
は
な
い
」
と
感
じ
る
の
は
、
単
な
る
感
情
の
高
ぶ
り
か
ら
だ
け
で

は
な
い
。
こ
こ
で
も
お
く
み
は
、
久
男
の
「
い
ぢ
ら
し
」
さ
を
読
み
込
み
、
自
分
の

「
は
か
な
」
さ
と
共
鳴
さ
せ
る
こ
と
で
、
一
心
同
体
と
言
っ
て
も
い
い
と
こ
ろ
ま
で
、

心
理
的
な
距
離
を
縮
め
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
お
く
み
に
よ
る
〈
寂
し
さ
〉
の
発
見
は
、
彼
女
の
一
方
的
な

思
い
込
み
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
思
い
込
み
は
、
青
木
と
桑
の
実
を
食
べ
、
青

木
の
絵
に
つ
い
て
会
話
す
る
際
に
、
青
木
本
人
か
ら
承
認
さ
れ
て
し
ま
う
。

ま
ず
は
桑
の
実
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。
お
く
み
は
、
青
木
か
ら

庭
の
桑
の
木
か
ら
取
っ
た
実
を
二
人
で
食
べ
る
と
い
う
「
子
供
の
と
き
に
言
ふ
や
う

な
事
」
を
「
真
顔
」（
十
二
）
で
誘
わ
れ
る
。
子
供
の
頃
の
思
い
出
を
語
り
合
い
な
が

ら
二
人
で
桑
の
実
を
食
べ
た
翌
日
、
青
木
は
絵
を
描
き
上
げ
、
お
く
み
に
披
露
し
、

絵
の
感
想
を
尋
ね
る
。

「
こ
れ
を
見
て
る
と
気
分
が
浮
き
〳
〵
す
る
や
う
に
愉
快
に
な
り
ま
す
か
？
」／

青
木
さ
ん
は
微
笑
み
な
が
ら
も
つ
と
砕
い
て
聞
き
直
し
て
下
さ
る
。
／
「
私
の

気
の
せ
い
で
ご
ざ
い
ま
す
か
、
よ
く
見
て
居
り
ま
す
中
に
、
何
だ
か
寂
し
い
や

う
な
気
に
な
つ
て
ま
ゐ
り
ま
す
け
ど
…
…
」 

（
十
四
）

お
く
み
の
答
え
は
正
解
だ
っ
た
。
青
木
が
絵
を
「
寂
し
い
心
持
が
底
を
流
れ
」
る

「
傑
作
」
と
自
画
自
賛
し
、
絵
を
お
く
み
に
贈
る
。

「
お
礼
に
上
げ
る
ん
だ
か
ら
い
ゝ
よ
。」
／
「
ほ
ゝ
ゝ
、
何
の
お
礼
で
ご
ざ
い
ま

せ
う
。」
／「
こ
の
画
の
寂
し
い
と
こ
ろ
が
解
つ
て
く
れ
た
の
と
、
私
の
画
が
一

つ
出
来
た
の
を
悦
ん
で
く
れ
た
か
ら
。」
と
仰
る
。
／「
画
が
ど
こ
と
な
く
寂
し

い
の
は
、
私
が
い
つ
も
寂
し
い
か
ら
な
ん
だ
。
お
く
み
さ
ん
に
は
そ
れ
が
い
つ

も
解
つ
て
ゐ
て
く
れ
る
や
う
な
気
が
し
て
感
謝
し
た
く
な
つ
た
ん
さ
。」
と
青
木

さ
ん
は
つ
と
め
て
笑
ひ
な
が
ら
仰
る
。 

（
十
四
）

青
木
の
絵
は
、「
一
人
で
に
生
え
て
大
き
く
な
つ
た
ら
し
い
」（
十
二
）
桑
の
木
の

実
を
、
家
族
と
の
縁
が
薄
い
お
く
み
と
、
事
情
は
違
う
が
や
は
り
家
庭
を
作
る
こ
と

に
失
敗
し
た
青
木
と
が
、
子
供
の
頃
の
思
い
出
を
共
有
し
な
が
ら
食
べ
た
と
い
う
経

験
の
具
象
化
だ
。
だ
か
ら
、
青
木
が
「
い
つ
も
寂
し
い
」
こ
と
を
「
い
つ
も
解
つ
て
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ゐ
て
く
れ
る
や
う
な
気
」
が
す
る
と
い
う
理
由
で
お
く
み
に
絵
を
贈
っ
た
こ
と
は
、

お
く
み
の
〈
寂
し
さ
〉
の
発
見
を
承
認
し
た
と
い
う
意
味
が
あ
る（
３
）。

絵
と
い
う
言
語
を
用
い
な
い
表
現
手
段
が
使
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
青
木
の
〈
寂

し
さ
〉
の
中
身
は
、
こ
こ
で
は
問
題
に
な
ら
な
い（
４
）。

ま
た
、
お
く
み
の
〈
寂
し
さ
〉

が
青
木
に
理
解
さ
れ
る
必
要
も
な
い
。
桑
の
実
を
食
べ
た
こ
と
で
、
既
に
お
く
み
は

青
木
の
経
験
を
自
分
の
そ
れ
と
重
ね
合
わ
せ
、
青
木
の
絵
が
完
成
を
「
自
分
の
も
の

が
出
来
で
も
し
た
か
」
の
よ
う
に
話
し
、「
自
分
ま
で
が
何
も
の
か
を
得
た
や
う
に
」

祝
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
幻
想
上
の
〈
一
体
感
〉
が
成
立
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

絵
を
受
け
取
り
「
涙
ぐ
ま
れ
る
」
よ
う
な
「
し
み
〴
〵
し
た
心
持
」（
十
四
）
に
な
る

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
青
木
を
「
自
分
の
血
つ
ゞ
き
の
方
」
と
「
物
恋
し
」（
十
五
）

く
な
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
丁
寧
に
段
階
を
踏
ん
で
お
く
み
と
青
木
が
接
近
し
た
後
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
二
人
の
関
係
は
、
何
故
か
こ
の
状
態
の
ま
ま
固
定
さ
れ
、
お
か
み
さ
ん
が
青

木
家
に
新
し
い
婆
や
を
見
つ
け
て
き
た
こ
と
で
、
突
然
終
わ
り
を
告
げ
る
。

桑
の
実
を
食
べ
た
と
き
「
お
く
み
さ
ん
は
ず
っ
と
こ
の
儘
私
の
家
に
ゐ
て
く
れ
な

い
か
な
あ
。」（
十
三
）
と
発
言
し
た
青
木
は
、
弟
の
洗
吉
が
実
家
に
帰
っ
た
た
め
に

空
い
た
部
屋
を
お
く
み
に
使
わ
せ
る
際
、「
女
が
あ
た
り
を
き
れ
い
に
し
て
物
な
ん
か

縫
つ
て
る
の
は
い
ゝ
も
の
だ
。」（
二
十
）
と
述
べ
て
、
お
く
み
を
異
性
と
し
て
見
て

い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
が
、
青
木
が
実
際
に
取
っ
た
行
動
は
、
お
く
み
に
「
も

う
し
ば
ら
く
面
倒
を
見
て
貰
ふ
訳
に
は
行
か
な
い
か
」（
二
十
五
）
と
お
か
み
さ
ん
へ

頼
む
と
こ
ろ
ま
で
で
、「
御
裁
可
」
が
下
り
な
け
れ
ば
「
僕
は
お
く
み
さ
ん
が
行
つ
て

し
ま
ふ
の
は
何
だ
か
厭
だ
ね
。」（
二
十
六
）
と
不
満
を
述
べ
る
だ
け
で
、
お
く
み
と

の
別
れ
を
受
け
入
れ
る
。

お
く
み
は
「
こ
れ
で
こ
ゝ
か
ら
一
応
す
ぐ
平
河
さ
ん
の
方
へ
帰
る
と
し
て
、
そ
れ

か
ら
先
を
ど
う
し
た
ら
い
ゝ
も
の
か
と
考
へ
る
と
、
自
分
な
が
ら
心
も
と
な
い
気
が

す
る
。（
略
）
お
く
み
は
こ
の
や
う
な
事
を
相
談
す
べ
き
人
が
だ
れ
一
人
と
て
無
い
の

で
あ
つ
た
。」（
二
十
五
）
と
い
う
、
青
木
家
に
手
伝
い
に
行
く
前
と
全
く
同
じ
悩
み

を
抱
え
た
ま
ま
、「
青
木
さ
ん
た
ち
に
よ
く
し
て
戴
い
て
、
自
分
の
家
か
な
ぞ
の
や
う

に
心
安
く
置
い
て
戴
い
た
こ
の
二
月
ば
か
り
の
間
の
こ
と
」
を
「
自
分
の
一
番
恋
し

い
頃
の
や
う
に
思
ひ
返
さ
れ
る
」
予
感
を
胸
に
し
て
、
青
木
家
を
立
ち
去
る
準
備
を

す
る
。

青
木
家
で
の
二
ヶ
月
間
は
、
お
く
み
に
と
っ
て
人
生
の
一
時
的
な
避
難
所
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
け
で
、
小
説
は
閉
じ
ら
れ
る
の
だ
。

三

「
桑
の
実
」
が
、
青
木
と
お
く
み
が
〈
寂
し
さ
〉
を
媒
介
に
接
近
し
た
後
も
、
そ
れ

以
上
関
係
が
変
わ
ら
ず
、
ま
た
お
く
み
の
将
来
の
見
通
し
も
立
た
ず
、
結
果
的
に
た

だ
お
く
み
が
青
木
家
に
行
っ
て
帰
っ
て
く
る
だ
け
の
小
説
に
な
っ
た
理
由
は
、
三
点

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
番
大
き
な
問
題
は
、
お
く
み
に
考
察
し
た
り
、
心
情
を
言
語
化
す
る
能
力
が
ほ

ぼ
欠
如
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
一
章
で
、
お
か
み
さ
ん
に
「
い
つ
ま
で
も
こ
こ
に
こ
ん
な
に
し
て
る
の
も
拙
ら

な
い
わ
ね
。」
と
言
わ
れ
た
お
く
み
は
、
次
の
よ
う
に
反
応
し
て
い
る
。

お
く
み
は
さ
う
い
ふ
得
手
勝
手
な
わ
け
か
ら
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
か
う
し
て

何
こ
そ
お
か
み
さ
ん
の
足
し
に
も
な
ら
な
い
の
が
済
ま
な
い
か
ら
色
々
に
考
へ
る

の
で
あ
つ
た
。
／「
私
が
も
つ
と
何
か
出
来
ま
す
と
い
ゝ
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
、

か
う
い
ふ
調
子
で
一
寸
も
物
の
間
に
は
合
ひ
ま
せ
ん
し
、」／
お
く
み
は
さ
う
い

ふ
と
き
に
も
、
自
分
の
心
持
は
こ
れ
だ
け
し
か
得
言
は
な
か
つ
た
。 

（
一
）

お
く
み
は
、
自
分
の
中
で
明
確
に
な
っ
て
い
る
簡
単
な
「
自
分
の
心
持
」
す
ら
説

明
で
き
な
い
。

青
木
に
絵
の
感
想
を
求
め
ら
れ
た
際
も
、
最
初
は
「
自
分
の
感
じ
る
心
持
を
ど
う

に
も
纏
め
て
得
う
言
は
な
い
」（
十
四
）
の
で
、
解
ら
な
い
と
答
え
て
い
る
。
寂
し
さ
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を
指
摘
す
る
の
は
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
青
木
に
愉
快
な
気
持
ち
に
な
る
か

と
半
ば
誘
導
す
る
よ
う
に
尋
ね
ら
れ
て
か
ら
だ
。

ま
た
、
問
題
解
決
に
向
け
た
検
討
も
で
き
な
い
。
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
自

分
の
将
来
の
悩
み
は
、
堂
々
巡
り
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
直
近
の
問
題
で
も
同
じ
で
、

青
木
家
に
い
つ
ま
で
い
る
の
か
、
い
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
も
思
考
を
整
理
で
き

ず
、
突
然
考
え
る
の
を
止
め
て
違
う
用
事
を
し
始
め
る
。

お
く
み
は
ず
つ
と
置
い
て
貰
ふ
の
な
ら
貰
ふ
や
う
に
、
お
か
み
さ
ん
に
そ
の
事

を
言
つ
て
置
か
な
い
で
は
落
ち
附
か
な
い
や
う
な
気
も
す
る
。
そ
れ
も
、
青
木

さ
ん
が
、
洗
吉
さ
ん
が
こ
ゝ
に
お
出
で
に
な
る
内
に
お
か
み
さ
ん
に
さ
う
言
つ

て
下
さ
ら
な
い
と
、
二
人
に
な
つ
て
か
ら
で
は
何
と
な
く
変
な
や
う
で
極
り
が

悪
い
。／
そ
れ
と
も
い
つ
そ
代
り
の
人
が
早
く
出
来
れ
ば
何
に
も
片
附
い
て
い
ゝ

の
だ
が
と
も
思
つ
て
見
る
。
お
く
み
は
青
木
さ
ん
に
は
つ
き
り
と
相
談
し
て
見

た
い
と
思
ふ
け
れ
ど
、
そ
ん
な
事
を
自
分
か
ら
は
言
ひ
出
し
悪
い
。
お
く
み
は

そ
の
や
う
な
纏
ま
ら
な
い
心
持
を
し
て
洗
吉
さ
ん
の
お
机
に
坐
つ
て
、
思
ひ
立

つ
た
序
に
、
養
母
へ
の
見
舞
の
手
紙
を
書
く
と
、
丁
度
青
木
さ
ん
が
坊
ち
や
ん

を
つ
れ
て
お
湯
へ
お
出
か
け
に
な
る
の
で
序
に
出
し
て
戴
い
た
。 

（
十
八
）

お
く
み
は
、
事
後
承
諾
の
よ
う
に
青
木
家
に
居
続
け
る
の
が
落
ち
着
か
な
い
の
で

弟
の
洗
吉
が
い
る
う
ち
に
青
木
か
ら
言
っ
て
ほ
し
い
が
、
自
分
か
ら
青
木
に
は
切
り

出
し
に
く
い
の
で
、
何
の
行
動
も
取
れ
な
い
。
右
の
引
用
の
波
線
部
の
理
由
が
明
ら

か
で
な
い
の
で
、
検
討
す
べ
き
内
容
自
体
が
漠
然
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
お
く
み

は
考
え
も
ま
と
め
ら
れ
な
い
し
、
思
考
の
断
片
も
明
確
な
も
の
が
な
い
。

お
く
み
の
言
表
能
力
や
思
考
能
力
の
不
足
は
、
物
語
の
展
開
に
重
大
な
影
響
を
及

ぼ
す
。
小
説
の
語
り
手
が
、
お
く
み
に
寄
り
添
っ
て
い
る
た
め
、
第
一
節
で
挙
げ
た

「
事
件
的
の
発
展
」
や
「
暗
示
」、「
濃
厚
な
色
」
が
い
く
ら
提
示
さ
れ
て
い
て
も
、
お

く
み
が
気
づ
い
た
り
解
釈
で
き
な
い
以
上
、
そ
れ
ら
は
描
写
さ
れ
る
だ
け
に
と
ど
ま

る
か
ら
だ
。
右
の
引
用
で
も
、
例
え
ば
「
何
と
な
く
変
」
は
、
青
木
と
お
く
み
の
仲

が
恋
愛
に
発
展
し
た
と
お
か
み
さ
ん
に
思
わ
れ
る
か
ら
、
と
い
う
推
測
が
可
能
だ
が
、

青
木
に
相
談
し
づ
ら
い
理
由
は
確
定
で
き
な
い
。
小
説
内
で
説
明
さ
れ
な
い
以
上
、

そ
れ
ら
の
表
現
は
空
白
の
ま
ま
、
回
収
さ
れ
ず
、
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

ま
た
、
青
木
の
離
婚
の
原
因
が
妻
に
あ
り
、
久
男
は
不
義
の
子
で
、
青
木
は
完
全

な
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
固
ま
っ
た
過
程
も
、
こ
の
お
く
み
の
特
徴
と
無
関

係
で
は
な
い
。

お
く
み
は
久
男
を
「
目
も
と
だ
け
は
青
木
さ
ん
に
似
て
ゐ
ら
れ
る
や
う
」（
五
）
と

感
じ
て
い
た
。
ま
た
青
木
の
学
生
時
代
か
ら
雇
わ
れ
「
青
木
さ
ん
の
洋
行
中
は
奥
さ

ん
と
二
人
で
」（
三
）
留
守
番
を
し
て
い
た
婆
や
は
、
妻
に
同
情
し
て
、
青
木
に
内
緒

で
妻
と
面
会
し
て
い
る
。
お
か
み
さ
ん
の
説
明
も
「
奥
さ
ん
は
（
略
）
や
つ
ぱ
り
た

う
と
ど
う
も
あ
れ
だ
も
の
だ
か
ら
」、「
詳
し
く
言
へ
ば
も
つ
と
あ
る
ん
だ
け
ど
、
ま

あ
そ
う
言
つ
た
や
う
な
ご
た
〳
〵
し
た
事
で
い
ろ
〳
〵
何
し
て
」（
十
一
）
と
具
体
性

に
欠
け
る
。

だ
が
お
く
み
は
情
報
を
そ
れ
ぞ
れ
比
較
せ
ず
、「
お
か
み
さ
ん
の
目
の
色
を
読
む
や

う
に
見
た
だ
け
で
、
自
分
か
ら
は
そ
れ
以
上
に
ほ
じ
つ
て
は
得
う
聞
か
」
な
い
ま
ま
、

元
々
寂
し
そ
う
に
見
え
て
い
た
青
木
を
「
お
気
の
毒
」（
十
一
）
と
同
情
し
て
、
そ
の

ま
ま
信
じ
て
し
ま
う
。
信
じ
た
た
め
、
久
男
の
顔
の
こ
と
や
婆
や
の
こ
と
は
、
作
中

で
は
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
。
お
か
み
さ
ん
に
は
口
止
め
さ
れ
、
婆
や
は
青
木
家
を
去

り
、
妻
も
実
家
で
か
つ
精
神
的
な
病
に
冒
さ
れ
て
い
る
た
め
、
新
た
な
情
報
が
追
加

さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
青
木
が
「
淋
し
い
人
」（
十
二
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の

は
、
反
証
の
材
料
が
放
置
さ
れ
、
当
事
者
が
小
説
の
表
舞
台
に
上
が
る
機
会
を
失
っ

た
結
果
だ
と
言
え
る
。
お
く
み
の
言
表
能
力
の
欠
如
は
、
小
説
の
「
事
件
的
の
発
展
」

を
阻
み
、
青
木
と
お
く
み
の
接
近
と
固
定
の
原
因
と
な
っ
た
の
だ
。

次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
性
へ
の
規
範
意
識
で
あ
る
。
ま
ず
、
お
く
み
は
性
に
対

し
て
潔
癖
で
、
社
会
的
倫
理
や
立
場
を
重
視
す
る
性
格
の
持
ち
主
と
し
て
設
定
さ
れ

て
い
る
。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
カ
ッ
フ
エ
ー
の
接
客
も
「
情
な
い
」（
二
）
と
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避
け
る
。
ま
た
、
お
か
み
さ
ん
と
青
木
の
関
係
に
つ
い
て
噂
が
立
っ
た
際
も
、「
お
か

み
さ
ん
の
気
質
を
知
つ
て
ゐ
る
お
く
み
に
は
、
も
と
よ
り
そ
ん
な
こ
と
は
信
ぜ
ら
れ

る
筈
も
な
か
つ
た
。（
略
）
根
も
な
い
こ
と
を
言
ひ
た
が
つ
た
の
に
極
つ
て
ゐ
る
。
青

木
さ
ん
に
し
た
つ
て
、
あ
ゝ
し
た
堅
い
方
で
あ
る
上
に
、
そ
の
と
き
に
は
、
ち
や
ん

と
、
お
貰
ひ
に
な
つ
た
ば
か
り
の
奥
さ
ん
が
お
あ
り
に
な
つ
た
。」（
三
）
と
、
頭
か

ら
否
定
し
て
い
る（
５
）。
ま
た
、
青
木
の
妻
の
不
倫
疑
惑
に
つ
い
て
も
、「
一
通
り
以
上
に

立
派
な
お
家
か
ら
お
出
で
に
な
つ
た
方
が
、
人
の
奥
さ
ん
と
し
て
、
ど
う
し
て
、
さ

う
い
ふ
ふ
し
だ
ら
な
事
が
出
来
る
の
だ
ら
う
と
思
ふ
と
、
そ
れ
は
自
分
の
か
ん
ち
が

ひ
ぢ
や
な
い
か
と
い
ふ
気
も
す
る
の
で
あ
つ
た
。」（
十
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
身
分

に
付
帯
す
る
行
動
規
範
が
、
現
実
に
適
用
さ
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。

「
桑
の
実
」
が
「
地
の
文
に
敬
語
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
た
文
章
」（「
第
六
章　

永
遠

の
少
年
と
「
桑
の
実
」
―
三
重
吉
の
求
め
る
女
―
」『
永
遠
の
童
話
作
家　

鈴
木

三
重
吉
』
高
文
堂
出
版
社
、
平
10
・
10
）
で
書
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
半
田
淳
子

は
、
こ
の
敬
語
表
現
に
お
く
み
と
青
木
の
接
近
を
妨
害
す
る
原
因
を
求
め
て
い
る
。

だ
が
、
も
し
敬
語
表
現
が
理
由
に
な
る
な
ら
ば
、
青
木
か
ら
絵
を
受
け
取
る
と
い
う
、

「
青
木
さ
ん
が
自
分
を
一
人
前
の
女
の
よ
う
に
扱
つ
て
下
さ
る
の
に
馴
れ
て
、
い
ゝ
気

に
な
つ
て
ゐ
で
も
す
る
や
う
に
見
え
さ
う
」（
二
十
四
）
な
こ
と
は
起
き
な
い
だ
ろ

う
。
敬
語
表
現
は
、
お
く
み
の
社
会
的
な
立
場
の
反
映
で
あ
り
、
二
人
の
関
係
が
固

定
さ
れ
た
原
因
は
、
む
し
ろ
そ
の
立
場
に
対
し
て
要
求
さ
れ
る
性
の
規
範
に
あ
る
と

考
え
る
。

そ
も
そ
も
、
お
か
み
さ
ん
が
お
く
み
を
青
木
家
へ
派
遣
を
許
可
し
た
要
因
は
、
弟

の
存
在
だ
っ
た
。

青
木
さ
ん
が
た
つ
た
一
人
で
ゐ
ら
つ
し
や
る
の
だ
つ
た
ら
、
若
い
女
が
つ
い
て

ゐ
る
と
い
ふ
事
が
何
だ
か
世
間
の
手
前
な
ぞ
に
対
し
て
も
変
な
や
う
な
気
も
す

る
け
れ
ど
、
そ
れ
に
は
ち
や
ん
と
弟
さ
ん
も
入
ら
つ
し
や
る
の
だ
し
す
る
か
ら
、

そ
ん
な
に
何
も
心
配
し
な
く
て
も
い
ゝ
し
と
、
お
か
み
さ
ん
は
お
く
み
の
身
に

な
つ
て
か
う
仰
る
。 

（
三
）

二
十
歳
そ
こ
そ
こ
の
未
婚
女
性
で
あ
る
お
く
み
が
、
成
人
男
性
の
家
に
住
み
込
み
、

家
事
を
す
る
こ
と
は
「
変
」
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
十
五
章
で
「
い
き
な
造
り
」
の
向

か
い
の
家
の
奥
さ
ん
に
「
さ
つ
き
か
ら
、
そ
れ
と
な
く
お
く
み
の
方
を
ま
じ
〳
〵
と

見
て
」
い
る
の
は
、「
世
間
」
か
ら
の
ま
な
ざ
し
だ
と
言
え
る
。

そ
の
た
め
、
お
く
み
は
「
変
」
な
こ
と
を
意
識
し
、
自
分
の
行
動
を
制
限
す
る
。

桑
の
実
を
食
べ
た
と
き
に
青
木
に
ず
っ
と
家
に
い
て
く
れ
と
頼
ま
れ
る
と
、
自
分
に

行
く
と
こ
ろ
は
な
い
が
と
「
言
ひ
か
け
た
が
、
あ
と
は
得
言
は
な
い
で
顔
を
赤
ら
め
」

る
。
青
木
家
で
働
き
続
け
る
こ
と
に
な
れ
ば
「
自
分
も
出
来
る
だ
け
働
い
て
行
く
け

れ
ど
、
平
河
さ
ん
で
ど
う
お
言
ひ
に
な
る
か
、
何
だ
か
自
分
か
ら
は
お
か
み
さ
ん
に

言
ふ
の
が
変
だ
し
と
思
っ
て
見
」（
十
三
）
る
と
、
請
け
合
う
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
。
十
八
章
で
は
、
お
か
み
さ
ん
に
相
談
す
る
な
ら
ば
弟
が
い
る
う
ち
に
し
て
ほ
し

い
が
、
自
分
か
ら
は
青
木
に
言
え
な
い
と
逡
巡
し
、
絵
を
も
ら
っ
た
の
が
「
お
か
み

さ
ん
の
前
に
気
が
咎
め
る
」（
二
十
四
）
の
だ
。

た
だ
、
お
く
み
は
青
木
と
の
距
離
を
保
と
う
と
し
続
け
る
訳
で
は
な
い
。
桑
の
実

を
食
べ
、
翌
日
青
木
か
ら
絵
を
も
ら
っ
た
お
く
み
は
、
青
木
が
二
時
間
だ
け
出
か
け

た
夜
、
左
の
よ
う
に
彼
を
強
く
慕
う
。

口
に
こ
そ
言
ひ
得
ぬ
け
れ
ど
、
昨
日
今
日
は
、
ど
う
し
て
も
青
木
さ
ん
が
自
分

の
血
つ
ゞ
き
の
方
で
ゞ
も
あ
る
や
う
に
物
恋
し
い
。
あ
の
戴
い
た
絵
に
ど
の
や

う
な
額
縁
が
つ
け
ら
れ
る
か
と
い
ふ
事
も
子
供
の
や
う
に
楽
し
み
で
も
あ
る
し
、

そ
の
や
う
な
事
が
、
此
頃
の
た
つ
た
一
つ
の
物
嬉
し
さ
で
あ
る
自
分
が
、
考
へ

れ
ば
い
つ
ま
で
も
頼
り
な
い
身
の
上
の
や
う
に
小
寂
し
く
も
あ
る
。 

（
十
五
）

間
も
な
く
青
木
が
帰
っ
て
き
て
か
ら
、
二
人
で
話
し
て
い
る
と
、
三
味
線
の
話
題

が
出
て
、
お
く
み
は
昔
の
奉
公
先
の
奥
方
が
義
太
夫
を
語
っ
た
こ
と
を
話
し
か
け
、

「
何
だ
か
そ
ん
な
事
で
な
く
て
、
ほ
か
に
何
か
言
ひ
た
い
事
が
あ
る
や
う
な
気
」
が
す

る
。「
そ
れ
が
堀
川
と
か
野
崎
と
か
い
ふ
も
の
を
聞
か
せ
て
貰
つ
た
と
き
の
物
悲
し
い
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心
持
に
似
て
ゐ
る
や
う
に
も
思
は
れ
る
。」（
十
六
）
と
考
え
る
。

青
木
は
お
く
み
の
「
血
つ
ゞ
き
の
方
」
で
は
な
い
か
ら
、
青
木
を
身
近
に
感
じ
て

い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
お
く
み
の
比
喩
が
説
明
さ
れ
な
い
の

で
、
彼
女
の
心
情
は
こ
れ
以
上
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
し
か
も
青
木
へ
の
物
恋
し
さ

に
続
い
て
、
子
供
の
よ
う
な
無
邪
気
な
期
待
や
、
将
来
へ
の
不
安
と
寂
寥
が
次
々
に

表
れ
、
ど
の
感
情
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い
る
の
か
も
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

三
味
線
の
話
題
で
も
、「
言
ひ
た
い
事
」
の
内
容
は
不
明
瞭
だ
。
手
が
か
り
は
堀
川

（『
近
頃
河
原
の
達
引
』
の
堀
川
猿
廻
し
の
段
）
や
野
崎
（『
新
版
歌
祭
文
』
の
野
崎
村

の
段
）
と
い
っ
た
義
太
夫
の
内
容
だ
が
、
比
喩
と
し
て
の
効
果
は
薄
い
。
ど
ち
ら
も

心
中
す
る
二
人
を
身
内
が
黙
っ
て
見
送
る
場
面
だ
が
、
お
く
み
が
ど
の
登
場
人
物
に

感
情
移
入
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
漠
然
な
印
象
を
抱
い
て
い
る
の
か
も
、
わ
か

ら
な
い
か
ら
だ
。
顔
を
赤
ら
め
た
お
く
み
が
そ
の
場
を
去
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
場

面
が
終
わ
り
、
次
の
章
で
は
季
節
も
移
る
。
こ
の
日
の
感
情
は
、
そ
の
後
の
日
常
の

描
写
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
う（
６
）。

こ
の
よ
う
に
性
へ
の
規
範
意
識
は
、
お
く
み
の
言
表
能
力
の
欠
如
が
加
わ
る
こ
と

で
、
お
く
み
と
青
木
と
の
距
離
を
一
定
の
と
こ
ろ
で
保
つ
効
果
を
生
ん
で
い
る
と
言

え
る
。

最
後
は
、
お
く
み
に
将
来
の
こ
と
や
当
面
の
問
題
を
相
談
す
る
相
手
と
機
会
が
与

え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
お
く
み
は
自
分
の
頼
り
な
さ
と
将
来
の
不
安
を
折
々
漏

ら
す
が
、
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

お
か
み
さ
ん
は
お
く
み
の
将
来
を
考
え
て
く
れ
て
い
る
人
物
だ
が
、
相
談
は
結
論

ま
で
辿
り
着
か
な
い
。
青
木
家
に
行
く
前
、
お
く
み
は
お
か
み
さ
ん
に
「
自
分
の
こ

れ
か
ら
の
振
り
方
に
つ
い
て
惑
ふ
心
持
」
を
話
す
が
、
自
分
の
心
情
を
説
明
し
き
れ

ぬ
う
ち
に
、「
い
ゝ
か
ら
ま
あ
当
分
こ
の
家
の
子
に
な
つ
て
入
ら
つ
し
や
い
」
と
積
極

的
に
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
勧
め
ら
れ
、「
そ
れ
よ
か
一
寸
」
と
話
を
飛
ば
さ
れ
、
お
く
み

も
何
故
か
「
こ
れ
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
？
」（
一
）
と
同
調
し
て
話
題
を
変
え
て
し
ま

う
。
青
木
家
か
ら
お
く
み
を
戻
す
こ
と
も
、「
ち
や
ん
と
し
た
女
の
人
に
附
い
て
色
々

教
は
つ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
も
あ
る
」
か
ら
「
一
応
帰
つ
た
方
が
い
ゝ
」

（
二
十
五
）
と
い
う
、
不
明
瞭
な
理
由
し
か
挙
げ
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
経
済
的
に

脆
弱
な
彼
女
を
お
く
み
が
頼
る
こ
と
は
、
現
実
的
で
は
な
い
。

養
母
は
、
十
二
章
で
お
く
み
に
将
来
の
こ
と
を
手
紙
で
尋
ね
た
こ
と
が
あ
り
、
お

く
み
の
こ
と
を
気
に
し
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
も
頼
り
に
な
ら
な
い
。
お
く
み
が
手
紙

で
「
一
寸
こ
ち
ら
に
も
代
り
が
な
い
の
で
私
も
い
つ
そ
当
分
し
ば
ら
く
こ
ゝ
に
置
い

て
戴
か
う
か
と
も
思
ふ
が
と
、
相
談
の
や
う
に
言
つ
て
や
つ
た
の
に
、
何
と
も
返
事

を
く
れ
」
ず
、
後
に
届
い
た
返
事
は
全
く
要
領
を
得
な
い
内
容
で
、
し
か
も
「
こ
の

ま
ゝ
こ
ゝ
に
ゐ
る
ゐ
な
い
に
つ
い
て
は
何
に
も
言
つ
て
は
な
か
つ
た
。」（
十
八
）
か

ら
だ
。

青
木
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
相
談
が
た
め
ら
わ
れ
る
相
手
だ
。
ま
た
、
相
談
に

足
る
相
手
と
も
言
え
な
い
。
青
木
は
お
く
み
の
派
遣
延
長
を
断
ら
れ
れ
ば
「
厭
に
」

な
り
「
一
人
で
ど
こ
か
へ
下
宿
」
す
る
こ
と
を
望
み
、
久
男
を
「
だ
れ
か
貰
つ
て
く

れ
な
い
も
の
か
知
ら
。」
と
嘆
く
。
お
く
み
に
再
婚
を
提
案
さ
れ
て
も
、
家
事
の
担
い

手
が
い
な
い
こ
と
を
困
る
と
肯
定
す
る
も
の
の
、「
妻
君
な
ん
て
い
ゝ
加
減
な
も
の
だ

か
ら
ね
。
ま
た
変
な
も
の
に
来
ら
れ
た
ら
大
変
だ
。
―
御
覧
よ
、
今
時
分
蝶
々
が

二
匹
あ
そ
こ
を
飛
ん
で
ら
。」
と
「
考
へ
た
く
な
い
事
を
考
へ
さ
せ
ら
れ
で
も
な
す
つ

た
や
う
に
、
他
の
事
を
」（
二
十
六
）
言
い
、
現
実
と
向
き
合
う
の
を
避
け
る
か
ら

だ
。
こ
れ
は
、
十
八
章
で
お
く
み
が
思
案
を
止
め
て
手
紙
を
書
い
た
こ
と
と
酷
似
し

て
い
る
。
相
談
に
入
る
前
に
、
話
が
逸
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

青
木
家
を
出
る
こ
と
が
決
ま
り
、
お
く
み
は
「
今
度
は
も
う
平
河
さ
ん
の
お
家
へ

も
さ
う
長
く
御
厄
介
に
な
つ
て
ゐ
た
く
な
い
。」
と
思
う
よ
う
に
な
る
が
、「
こ
の
や

う
な
事
を
相
談
す
べ
き
人
が
だ
れ
一
人
と
て
無
い
」（
二
十
五
）
の
は
変
わ
ら
な
い
。

し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
お
く
み
に
一
人
で
思
考
を
ま
と
め
て
結
論
を
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
お
く
み
に
で
き
た
の
は
、
無
断
で
青
木
の
夏
布
団
を
作
ろ
う
と



－16－

決
め
た
こ
と
だ
け
だ
っ
た
。

お
く
み
が
関
わ
る
人
間
に
、
彼
女
の
未
来
へ
の
道
筋
を
示
し
う
る
者
、
経
済
力
の

あ
る
者
は
い
な
い
。
こ
の
小
説
に
お
い
て
、
未
来
は
心
も
と
な
い
も
の
で
し
か
な
い
。

逆
に
、「
青
木
さ
ん
た
ち
に
よ
く
し
て
戴
い
て
、
自
分
の
家
か
な
ぞ
の
や
う
に
心
安
く

置
い
て
戴
い
た
こ
の
二
月
ば
か
り
の
間
の
こ
と
」
は
、「
こ
の
先
い
つ
ま
で
も
自
分
の

一
番
恋
し
い
頃
」（
二
十
五
）
と
い
う
、
い
わ
ば
幸
福
な
過
去
と
し
て
の
特
権
的
な
地

位
を
占
め
る
。
懐
か
し
が
る
た
め
の
時
間
に
、「
事
件
的
の
発
展
」
や
「
暗
示
」、「
濃

厚
な
色
」
は
必
要
と
さ
れ
な
い
の
で
あ
る（
７
）。

四

三
重
吉
は
、「
作
家
と
し
て
世
に
立
て
か
ら
」（「
中
央
文
学
」
大
６
・
９
）
で
、
お

く
み
を
「
私
が
自
分
の
好
き
な
一
種
の
女
を
空
想
的
に
拵
へ
た
」
と
述
べ
、「
実
際
的

に
考
へ
て
見
る
と
、
ず
ゐ
ぶ
ん
理
想
的
に
出
来
上
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
作
品
の
上
で
は
、

こ
れ
で
も
そ
ん
な
に
ひ
ど
く
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
ふ
意
味
に
於
て
多
少
真

実
性
を
帯
び
て
ゐ
る
と
自
信
」
を
抱
い
て
い
る
。「
不
自
然
」
の
な
い
よ
う
、
三
重
吉

は
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
入
念
に
作
っ
た
設
定
を
守
り
、
描
写
を
配
分
し
た
。
お

く
み
と
青
木
の
関
係
も
「
い
つ
ま
で
も
、
同
じ
平
面
の
上
を
同
じ
感
情
の
濃
度
で
、

同
じ
距
離
を
保
つ
て
平
行
線
的
に
進
」
ま
せ
る
た
め
の
「
か
な
り
苦
し
い
努
力
」
を

し
て
、
幸
福
な
過
去
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

赤
木
桁
平
は
「
桑
の
実
」
を
「
無
自
覚
な
詠
嘆
」（
前
掲
）
と
評
し
、
本
間
久
雄
は

「
生
活
内
容
の
豊
富
と
、
鮮
明
と
、
複
雑
と
を
、
お
く
み
に
附
け
加
へ
た
一
個
の
新
人

生
を
ク
リ
エ
ー
ト
す
る
折
の
あ
る
こ
と
を
、
私
か
に
待
ち
設
け
て
ゐ
る
。」（「
鈴
木
三

重
吉
論
」「
文
章
世
界
」
大
３
・
３
）
と
期
待
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
評
価
は
三
重
吉
に

と
っ
て
は
不
本
意
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

三
重
吉
は
彼
曰
く
「
そ
れ
相
当
の
理
由
」
を
持
っ
て
「
今
の
い
は
ゆ
る
悪
い
意
味

に
於
て
の
新
し
い
女
は
、
絶
対
的
に
嫌
ひ
」
と
放
言
し
た
が
、
一
方
で
お
く
み
が
「
今

日
迄
」「
出
逢
つ
た
こ
と
は
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
も
出
逢
は
れ
な
い
」
と
思
う
程
度
に

「
デ
ツ
チ
上
げ
」（「
感
じ
の
宜
い
女
」「
新
小
説
」
大
３
・
９
）
の
性
格
だ
と
い
う
こ

と
も
自
覚
し
て
い
た
。
当
時
の
小
説
が
評
価
さ
れ
る
基
準
と
な
る
「
事
件
的
の
発
展
」

や
「
暗
示
」、「
濃
厚
な
色
」
が
、
お
く
み
の
「
デ
ツ
チ
上
げ
」
と
両
立
し
な
い
こ
と

も
理
解
し
て
い
た
。
裏
を
返
せ
ば
、
三
重
吉
は
「
桑
の
実
」
を
書
く
こ
と
で
、
お
く

み
と
い
う
自
分
の
理
想
の
女
性
像
を
葬
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
。「
桑
の
実
」

を
期
に
「
自
分
の
作
の
あ
ら
ゆ
る
欠
点
が
目
に
つ
」
き
、「
厭
な
も
の
を
、
無
理
に
書

い
て
行
く
根
気
」
を
失
っ
て
「
休
息
」（「
作
家
と
し
て
世
に
立
て
か
ら
」）
を
決
め
た

と
い
う
三
重
吉
の
発
言
は
、
自
分
の
理
想
と
当
時
の
文
学
的
評
価
の
乖
離
が
決
定
的

な
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た（
８
）。

注

（
１
）  

徳
田
秋
聲
は
「
近
来
で
の
傑
作
だ
と
思
ふ
。」（「
本
年
の
文
壇　

創
作
界
を
顧

み
て
（
下
）」「
時
事
新
報
」
大
２
・
12
・
14
）
と
例
外
的
に
激
賞
し
た
。
秋
聲

は
「
桑
の
実
」
を
「
人
生
の
底
へ
〳
〵
と
突
込
ん
で
行
く
、
三
重
吉
氏
の
作
物

の
深
さ
」
と
し
て
捉
え
た
が
、
着
目
し
た
の
は
「
あ
ゝ
し
た
女
性
と
、
其
女
性

を
取
り
か
こ
ん
だ
周
囲
の
人
た
ち
と
の
、
毎
日
々
々
の
生
活
の
間
に
起
つ
て
来

る
あ
の
瑣
事
」
で
あ
り
、
三
重
吉
や
赤
木
の
読
解
枠
組
を
越
え
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。

（
２
）  

お
く
み
に
つ
い
て
は
、
三
重
吉
自
身
が
「
少
し
く
理
想
化
が
過
ぎ
」
て
「
単

純
な
性
質
」
に
な
っ
た
め
「
人
が
あ
の
作
を
評
す
る
場
合
に
は
、
こ
ゝ
に
欠
点

を
置
か
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
ふ
。」（
三
重
吉
、
前
掲
）
と
予
想
し
て
お
り
、

実
際
「
余
り
に
空
霊
的
、
理
想
的
で
あ
つ
て
、
人
間
的
、
現
実
的
で
な
い
」
お

く
み
と
、
彼
女
を
理
想
の
女
性
と
し
た
「
作
者
の
懐
抱
す
る
女
性
観
そ
の
も
の
」

に
対
し
て
「
最
も
大
な
る
不
満
」（
本
間
久
雄
「
鈴
木
三
重
吉
論
」「
文
章
世
界
」

大
３
・
３
）
を
持
た
れ
た
。
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（
３
）  

飯
田
祐
子
は
、
明
治
四
〇
年
代
の
雑
誌
の
投
稿
欄
に
お
け
る
〈
寂
し
さ
〉
と

い
う
「
文
学
的
感
情
」
に
基
づ
く
同
性
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
を
指
摘
し
て

い
る
（「
彼
ら
の
独
歩
―『
文
章
世
界
』
に
お
け
る
「
寂
し
さ
」
の
瀰
漫
―
」

「
日
本
近
代
文
学
」
平
10
・
10
、「
愛
読
者
の
文
学
的
欲
望
― 『
女
子
文
壇
』
と

い
う
教
室
―
」「
日
本
文
学
」
平
10
・
11
、「〈
告
白
〉
を
微
分
す
る
―
明
治

四
〇
年
代
に
お
け
る
異
性
愛
と
同
性
愛
と
同
性
社
会
性
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
成
」

「
現
代
思
想
」
平
11
・
１
）。
実
際
は
非
対
称
で
あ
る
に
せ
よ
、
青
木
と
お
く
み

の
間
に
擬
似
的
な
共
同
体
が
構
築
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
４
）  

〈
寂
し
さ
〉
の
内
実
の
説
明
は
、
感
情
の
共
有
を
妨
げ
る
可
能
性
が
あ
る
の

で
、
逆
に
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
青
木
の
妻
は
女
学
校
を
出
て
、

「
少
し
ば
か
り
物
を
お
書
き
」
に
な
る
セ
ミ
プ
ロ
作
家
だ
っ
た
が
、「
女
と
し
て

は
其
や
う
な
事
を
な
さ
る
の
は
お
好
き
に
な
ら
な
い
」
青
木
に
「
い
や
み
」
を

言
わ
れ
て
筆
を
折
っ
た
。
そ
の
後
体
調
を
崩
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
「
ヒ
ス

テ
リ
ー
の
や
う
な
風
に
」（
十
一
）
な
る
。
こ
の
小
説
で
は
、
内
面
を
秩
序
立
て

て
表
象
し
う
る
人
物
は
登
場
し
な
い
。

（
５
）  

現
実
に
は
、
青
木
が
重
要
な
相
談
事
を
お
か
み
さ
ん
に
だ
け
持
ち
か
け
た
り
、

お
か
み
さ
ん
が
彼
女
に
だ
け
書
け
る
「
温
か
い
手
紙
」（
十
一
）
を
青
木
に
書
く

な
ど
、
特
別
な
関
係
を
匂
わ
せ
る
手
が
か
り
は
あ
る
。
だ
が
、
お
く
み
は
全
く

疑
わ
な
い
。

（
６
）  

二
十
三
章
で
蒸
し
暑
い
夜
、
二
人
は
眠
れ
ず
に
言
葉
を
交
わ
し
、
お
く
み
は

唐
紙
を
開
け
て
膝
を
突
く
が
、
同
様
に
す
ぐ
に
場
面
転
換
が
行
わ
れ
、
何
が
あ
っ

た
の
か
は
語
ら
れ
な
い
。

（
７
）  

大
正
二
年
当
時
も
女
中
は
払
底
し
て
お
り
（
清
水
美
知
子
「
第
三
章　

社
会

問
題
化
す
る
女
中
」『〈
女
中
〉
イ
メ
ー
ジ
の
家
庭
文
化
史
』
世
界
思
想
社
、
平

16
・
６
）、
お
く
み
は
奉
公
で
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
経
済
問
題

が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
将
来
へ
の
不
安
を
抱
き
続
け
る
だ
ろ
う
し
、
自
分
の
悩

み
を
言
語
化
で
き
な
い
た
め
、
孤
独
は
つ
い
て
回
る
。
大
正
三
年
九
月
に
は
、

生
田
花
世
が
「
食
べ
る
こ
と
と
貞
操
と
」（「
反
響
」）
を
発
表
し
、「
私
た
ち
女

に
財
産
と
職
業
と
が
な
い
事
は
本
当
に
忘
れ
ぬ
事
の
出
来
ぬ
災
害
で
あ
る
」
と

述
べ
る
。
青
木
家
で
の
生
活
は
、
経
済
問
題
と
い
う
「
災
害
」
か
ら
の
一
時
的

な
避
難
と
い
う
点
で
も
、「
一
番
恋
し
い
頃
」
と
さ
れ
る
に
値
す
る
の
で
あ
る
。

（
８
）  

中
村
孤
月
は
「「
赤
い
鳥
」
や
「
桑
の
実
」
や
「
女
」
の
如
な
作
品
を
幾
つ
創

作
し
て
も
、
今
の
時
代
に
は
何
等
の
深
い
影
響
を
も
与
へ
な
い
（
略
）
自
分
は

作
家
が
其
敏
感
に
よ
つ
て
斯
う
い
ふ
美
し
い
空
想
に
の
み
憧
憬
れ
る
こ
と
な
く
、

何
故
に
現
実
に
目
を
向
け
な
い
か
と
思
ふ
も
の
で
あ
る
。」（「
現
代
作
家
論
」「
文

章
世
界
」
大
４
・
１
）
と
述
べ
た
。
な
お
三
重
吉
の
創
作
の
軌
跡
に
つ
い
て
は

拙
論
「
鈴
木
三
重
吉
「
小
鳥
の
巣
」
論
―
新
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
の
関
係
か

ら
」（「
日
本
近
代
文
学
」
平
17
・
10
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

 
 

（「
桑
の
実
」
の
引
用
は
、『
桑
の
実
』（
春
陽
堂
、
大
３
・
１
）
に
拠
り
、
引
用

に
際
し
傍
点
は
略
し
た
。）

（
た
か
の
な
ほ　

日
本
学
研
究
所
研
究
員
）


