
尾
崎
翠
に
お
け
る
食

―
―
記
号
化
あ
る
い
は
物
語
と
の
相
関
関
係
を
め
ぐ
っ
て

加
藤
明
日
菜

は
じ
め
に

尾
崎
翠
は
寡
作
な
作
家
で
あ
っ
た
が
、
初
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
一
貫
し

て
見
ら
れ
る
の
が
食
に
纏
わ
る
表
象
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
尾
崎
翠
作
品
の
食

物
描
写
は
、「
途
上
に
て
」（
一
九
三
一
）
の
き
ん
つ
ば
や
辛
子
を
塗
っ
た
黒

パ
ン
、「
第
七
官
界
彷
徨
」（
一
九
三
一
）
の
蜜
柑
、「
歩
行
」（
一
九
三
一
）

の
柿
、
お
萩
、「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」（
一
九
三
二
）
の
パ
ン
な
ど
が
主
に
議
論
の

対
象
と
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
ら
に
関
す
る
指
摘
の
多
く
は
示
唆
に
富
む
も
の

で
あ
る
が
、
初
期
か
ら
後
期
の
全
期
に
わ
た
っ
て
食
に
纏
わ
る
描
写
が
頻
出

す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
議
論
は
後
期
作
品
に
集
中
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、

本
稿
で
は
初
期
か
ら
後
期
の
作
品
に
お
け
る
食
モ
チ
ー
フ
を
検
討
し
、
作
品

ご
と
の
特
色
を
抽
出
し
な
が
ら
、
初
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
食
モ
チ
ー
フ
が

単
な
る
小
道
具
的
存
在
か
ら
物
語
内
容
そ
の
も
の
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
ゆ

く
様
子
を
検
討
す
る
。
同
時
に
そ
れ
ら
が
持
つ
同
時
代
と
の
符
合
性
／
差
異

性
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
食
モ
チ
ー
フ
と

い
う
言
葉
は
食
物
そ
の
も
の
／
食
行
動
の
双
方
を
指
す
も
の
と
し
て
本
稿
で

は
用
い
る
。

一
．
胡
瓜
と
烏
賊
漁
―
―
「
青
い
く
し
」「
夏
逝
く
こ
ろ
」「
花
束
」

尾
崎
作
品
に
お
け
る
注
目
に
値
す
る
食
モ
チ
ー
フ
で
最
も
早
い
も
の
は
一

八
歳
の
時
に
発
表
し
た
「
青
い
く
し
」（
一
九
一
四
）
で
あ
る
。
胡
瓜
が
包

丁
に
よ
っ
て
櫛
型
に
刻
ま
れ
て
ゆ
く
様
子
を
「
丁
度
美
し
い
女
の
前
髪
に
挿

す
や
う
な
、
青
く
ふ
ち
取
ら
れ
た
櫛
が
幾
つ
も
〳
〵
生
れ
て
く
る
」
と
櫛
が

生
ま
れ
る
情
景
に
見
立
て
た
短
文
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
食
物
で
あ
る
胡
瓜
は
櫛
に
見
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
味
わ
う
も
の
／
体
を
養
う
も
の
と
し
て
の
意
味
を
剥
奪
さ
れ
、〈
物
〉

の
位
相
に
置
か
れ
て
い
る
。食
物
の
記
号（
１
）化は

後
の
「
香
り
か
ら
呼
ぶ
幻
覚
」

（
一
九
二
七
）
や
「
ア
ツ
プ
ル
パ
イ
の
午
後
」（
一
九
二
九
）
以
降
、
顕
著

と
な
っ
て
い
く
が
、
そ
の
原
初
の
感
覚
が
こ
の
作
品
に
見
出
せ
る
。

初
期
の
食
モ
チ
ー
フ
で
顕
著
な
も
の
は
、
故
郷
鳥
取
県
の
風
景
と
思
わ
れ

る
漁
、特
に
烏
賊
漁
の
様
子
で
あ
る
。「
冬
に
わ
か
れ
て
」（
一
九
一
五
）、「
宵
」

（
一
九
一
五
）、「
夏
逝
く
こ
ろ
」（
一
九
一
六
）
に
漁
の
描
写
が
見
ら
れ
る
。
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「
冬
に
わ
か
れ
て
」
に
お
け
る
「
銀
色
に
光
る
新
ら
し
い
魚
は
ひ
と
つ
ひ
と

つ
砂
の
上
へ
と
落
さ
れ
て
い
つ
た
」、
ま
た
「
宵
」
に
お
け
る
「
い
か
捕
り

船
の
灯
が
沖
を
く
ま
ど
つ
て
に
ほ
や
か
に
う
か
ん
で
ゐ
た
」
と
い
う
描
写

は
、
漁
を
食
の
営
み
と
し
て
よ
り
も
美
的
な
情
景
と
し
て
感
受
し
て
い
る
。

「
夏
逝
く
こ
ろ
」
の
主
人
公
は
か
つ
て
漁
師
と
し
て
働
い
て
い
た
が
現
在

は
病
床
に
伏
す
青
年
で
あ
り
、
午
前
の
明
る
い
太
陽
と
青
空
と
を
見
た
彼
は

「
村
の
漁
夫
達
は
そ
の
空
の
下
に
昨
夜
の
漁
物
を
持
つ
て
浜
へ
帰
つ
て
来
る

頃
」
だ
と
思
う
と
同
時
に
、「
病
ん
で
居
る
自
分
を
認
め
て
呉
れ
る
者
は
一

人
も
な
い
」
と
病
に
伏
し
、
い
ず
れ
死
に
ゆ
く
運
命
で
あ
る
身
の
上
を
嘆
き

な
が
ら
、
か
つ
て
烏
賊
漁
に
参
加
し
て
い
た
頃
を
回
想
し
て
い
る
。

烏
賊
漁
と
い
う
営
み
は
、
漁
と
い
う
重
労
働
に
耐
え
う
る
健
康
な
肉
体
を

持
っ
た
人
々
が
生
き
て
い
る
烏
賊
を
捕
り
、
殺
し
、
そ
れ
で
以
て
自
ら
の
体

を
養
っ
て
い
く
営
為
で
あ
る
。
病
故
に
烏
賊
漁
に
従
事
で
き
ず
床
に
伏
す
青

年
の
様
子
は
、
漁
師
と
い
う
村
で
の
居
場
所
を
失
う
と
同
時
に
、
こ
の
生
の

営
み
か
ら
は
じ
き
だ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
様
子
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
か
つ
て

漁
師
で
あ
っ
た
頃
、
共
に
働
き
、
彼
が
思
い
を
寄
せ
る
な
み
と
い
う
女
性
は

今
も
烏
賊
漁
の
仕
事
を
し
て
お
り
、
彼
亡
き
後
も
皆
が
「
働
く
こ
と
ば
か
り

を
思
つ
て
ゐ
る
」
中
で
「
俯
向
い
て
烏
賊
を
干
し
て
ゐ
」
た
。
彼
女
は
悲
し

み
に
暮
れ
な
が
ら
も
烏
賊
の
死
体
を
干
し
、
自
ら
の
、
あ
る
い
は
他
者
の
体

を
養
っ
て
い
く
も
の
を
作
り
続
け
る
。
烏
賊
を
食
す
行
為
で
は
な
く
、
そ
の

漁
労
を
描
く
作
品
で
あ
る
が
、
烏
賊
漁
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
死
に
ゆ
く
青
年

の
病
／
健
康
、
現
在
／
過
去
の
落
差
を
際
だ
た
せ
、
ま
た
生
／
死
の
連
続
性

を
示
す
も
の
と
し
て
、
一
人
の
青
年
の
死
と
い
う
主
題
を
効
果
的
に
演
出
し

て
い
る
。

こ
れ
以
降
、烏
賊
漁
が
登
場
す
る
の
は
、実
質
的
な
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
「
無

風
帯
か
ら
」（
一
九
二
〇
）、「
松
林
」（
一
九
二
〇
）、
そ
の
他
多
く
の
少
女

小
説
を
執
筆
し
た
後
に
書
か
れ
た
「
花
束
」（
一
九
二
四
）
で
あ
る
。
小
学

校
の
教
員
を
し
て
い
る
「
私
」
は
、
あ
る
日
生
徒
と
川
下
り
を
し
た
先
で
烏

賊
漁
に
参
加
す
る
は
ず
の
曳
船
が
一
艘
停
泊
し
て
い
る
の
に
出
会
い
、
乗
船

し
て
い
た
一
人
の
青
年
と
淡
い
恋
愛
的
交
感
を
楽
し
む
。
し
か
し
、
青
年
と

は
再
会
す
る
こ
と
な
く
、た
だ
そ
の
甘
い
記
憶
の
み
が
残
る
こ
と
と
な
っ
た
、

と
い
う
の
が
物
語
概
要
で
あ
る
。「
私
」
は
青
年
に
何
度
誘
わ
れ
て
も
彼
の

漁
船
に
は
乗
り
こ
ま
ず
、
二
人
は
違
う
船
に
乗
り
な
が
ら
ひ
と
時
の
交
情
を

楽
し
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
漁
船
は
「
私
」
と
青
年
の
淡
い
恋
愛
の

舞
台
装
置
と
な
り
、
烏
賊
漁
と
い
う
食
の
営
み
は
そ
の
内
実
を
剥
落
し
、
漁

に
出
る
べ
き
は
ず
が
参
加
し
て
い
な
い
船
／
青
年
と
い
う
非
日
常
性
を
演
出

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
食
物
の
生
産
に
関
わ
る
も
の
が
物
語
の
舞
台
と

し
て
設
定
さ
れ
、
物
語
に
一
風
変
わ
っ
た
雰
囲
気
を
付
与
す
る
と
い
う
図
式

は
「
第
七
官
界
彷
徨
」
に
お
け
る
二
十
日
大
根
を
栽
培
す
る
室
内
農
園
へ
と

繋
が
っ
て
い
く
も
の
だ
ろ
う
。

以
上
の
四
作
品
で
は
漁
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
美
的
な
視
覚
イ
メ
ー
ジ
と
し

て
、
主
題
を
形
象
化
す
る
も
の
と
し
て
、
浪
漫
的
／
幻
想
的
雰
囲
気
を
演
出

す
る
装
置
と
し
て
種
々
の
位
相
を
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
故
郷
鳥
取

の
漁
村
の
風
景
を
作
品
に
落
と
し
込
ん
で
ゆ
く
過
程
で
あ
る
と
同
時
に
、
以

後
、
特
に
後
期
の
代
表
作
に
お
け
る
食
モ
チ
ー
フ
の
巧
妙
な
取
り
込
み
を
生

み
出
す
基
礎
と
な
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

二
．
身
体
性
の
付
与
―
―
少
女
小
説

尾
崎
翠
の
少
女
小
説
は
、
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
二
九
年
の
約
一
二
年
に
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わ
た
っ
て
書
き
続
け
ら
れ
た
。
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
「
無
風
帯
か
ら
」
以
前
が

前
期
、
一
九
二
二
年
以
降
に
発
表
さ
れ
た
も
の
が
後
期
で
あ
り
、
前
期
か
ら

後
期
に
か
け
て
の
変
化
と
し
て
分
量
の
増
加
と
物
語
の
複
雑
化
が
挙
げ
ら
れ

（
２
）る。尾

崎
翠
著
・
稲
垣
眞
美
編
『
定
本
尾
崎
翠
全
集
』
下
巻
（
筑
摩
書
房
、
一

九
九
八
年
一
〇
月
）
に
収
録
さ
れ
た
『
少
女
世
界
』
掲
載
の
少
女
小
説
は
前

期
十
三
篇
、
後
期
二
〇
篇
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
内
に
食
に
関
す
る
描
写

が
見
ら
れ
る
の
は
前
期
四
篇
、
後
期
一
四
篇
で
あ
り
、
後
期
少
女
小
説
の
う

ち
半
数
以
上
が
食
に
関
す
る
何
ら
か
の
描
写
を
含
ん
で
い
る
。

ま
ず
前
期
作
品
で
あ
る
が
、「
浜
豌
豆
の
咲
く
頃
」
で
は
浜
豌
豆
が
、
そ

れ
を
花
と
し
て
楽
し
む
裕
福
な
少
女
／
そ
の
豆
を
生
活
の
足
し
と
し
て
採
取

し
た
い
貧
し
い
少
女
と
い
う
経
済
的
な
差
を
表
し
つ
つ
も
、「
絵
葉
書
」
と

「
莢
豆
」
が
交
換
さ
れ
る
こ
と
で
二
人
の
絆
を
媒
介
す
る
モ
チ
ー（
３
）フと
さ

れ
、「
美
し
い
貝
が
ら
」
で
は
動
物
園
の
猿
に
や
る
た
め
の
餌
と
し
て
じ
ゃ

が
い
も
や
人
参
が
登
場
し
、「
お
礼
の
花
束
」
で
は
「
朝
御
飯
を
食
べ
」
る

こ
と
が
生
活
の
一
風
景
と
し
て
語
ら
れ
る
。
ま
た
、
女
学
校
の
浜
辺
へ
の
遠

足
風
景
を
描
い
た
「
浜
出
の
日
」
で
は
「
お
母
様
の
心
尽
し
の
お
弁
当
」
を

昼
食
に
食
べ
る
様
子
と
、
お
や
つ
に
持
っ
て
行
っ
た
菓
子
と
浜
辺
に
い
た
小

さ
な
少
年
が
持
っ
て
い
た
栄
螺
と
を
交
換
し
、
家
に
持
ち
帰
っ
て
食
し
た
こ

と
が
描
か
れ
る
。「
浜
豌
豆
の
咲
く
頃
」
や
「
浜
出
の
日
」
は
筋
自
体
が
非

常
に
簡
単
で
あ
り
、
食
物
を
め
ぐ
っ
て
複
雑
な
物
語
が
生
起
す
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
食
物
と
雑
貨
の
交
換
に
よ
る
交
情
や
栄
螺
を
手
に
入
れ
た
遠
足
の

楽
し
さ
が
作
品
主
題
で
あ
る
以
上
、
食
モ
チ
ー
フ
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
る
と
言
っ
て
良
い
。
ま
た
、
双
方
と
も
美
味
し
い
と
い
う
味
覚
体
験
が
一

言
な
が
ら
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、味
覚
体
験
そ
の
も
の
を
看
過
す
る
か
、

味
覚
体
験
を
書
い
て
も
不
味
さ
ば
か
り
が
語
ら
れ
る
尾
崎
作
品
に
お
い
て
は

珍
し
い
。

こ
れ
に
対
し
、
後
期
作
品
で
は
食
描
写
が
頻
出
す
る
も
の
の
、
一
家
団
欒

的
な
夕
食
風
景
と
し
て
（「
秋
の
宵
」「
銀
の
燭
台
」「
赤
い
ス
リ
ツ
パ
」）、

弱
っ
た
少
女
な
い
し
は
高
齢
者
や
病
人
の
世
話
／
彼
ら
へ
の
慈
し
み
を
表
す

も
の
と
し
て
（「
暖
い
家
」「
指
環
」「
肖
像
画
」「
秋
二
題

母
の
声
」）、
日

常
の
一
風
景
と
し
て
（「
秋
の
宵
」「
泉
の
ほ
と
り
」「
暖
い
家
」「
肖
像
画
」

「
銀
の
燭
台
」「
ア
ベ
マ
リ
ア
」「
さ
く
ら
貝
」「
秋
二
題

影
」）、
女
学
校

に
お
け
る
誕
生
日
会
の
華
や
か
さ
を
演
出
す
る
も
の
と
し
て
（「
指
輪
」）、

動
物
の
餌
と
し
て
（「
孤
り
描
く
」「
博
多
人
形
」）
登
場
し
、
ま
た
全
集
未

収
録
作
品
で
あ
る
が
、
発
表
時
期
が
「
無
風
帯
か
ら
」
以
降
に
あ
た
る
「
郵

便
箱
」（
一
九
二
一
）
で
は
感
謝
の
し
る
し
の
贈
答
品
と
し
て
、「
雪
の
上
」

（
一
九
二（
４
）二）
で
は
生
活
の
一
部
と
し
て
食
が
登
場
し
て
い
る
と
い
っ
た
よ

う
に
単
な
る
小
道
具
的
な
領
域
を
出
な
い
も
の
が
多
い
。『
少
女
の
友
』
に

掲
載
さ
れ
た
「
少
女
ラ
ラ
よ
」（
一
九
二
七
年
）
で
も
「
無
花
果
や
野
葡
萄

の
叢
」
や
「
葉
」
が
登
場
す
る
が
こ
れ
も
作
品
を
美
的
に
演
出
す
る
も
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
尾
崎
の
後
期
少
女
小
説
に
登
場
す
る
食
は
「
夕
飯
」
な
ど
の
食

事
が
多
く
、
ま
た
漁
や
麦
刈
り
、
保
存
食
作
り
、
麦
畑
や
大
根
畑
な
ど
日
々

の
糧
を
得
る
た
め
の
営
み
が
描
か
れ
る
。
同
時
期
に
人
気
を
博
し
た
吉
屋
信

子
『
花
物
語
』（
一
九
一
六
〜
一
九
二
六
）
の
少
女
た
ち
が
「
消
化
や
排
泄
、

あ
る
い
は
性
に
か
か
わ
る
下
半
身
を
持
た
ず
」「
口
は
食
物
の
摂
取
に
奉
仕

し
な（
５
）い」
存
在
で
あ
り
、ま
た
「
少
女
が
摂
食
す
る
描
写
は
一
つ
も
な
」
く
、

「
「花
物
語
」
の
世
界
に
お
い
て
少
女
の
摂
食
や
旺
盛
な
食
欲
と
い
う
の
は

禁
忌
で（
６
）あ」

り
、
た
と
え
食
に
ま
つ
わ
る
描
写
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
多
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く
が
嗜
好
品
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
尾
崎
の
後
期
少
女
小
説
に
お
け
る

食
描
写
は
〈
食
べ
る
〉
と
い
う
生
の
営
み
が
な
さ
れ
て
い
る
世
界
に
少
女
が

生
き
て
い
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
、少
女
ら
に
〈
食
物
で
養
わ
れ
る
べ
き
身
体
〉

の
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
中
で
も
「
三
人
の
落
し
も

の
」（
一
九
二
五
）
で
は
、
Ｂ
子
と
い
う
少
女
が
好
物
で
あ
る
「
海
苔
巻
を

一
つ
つ
ま
み
上
げ
て
、
今
大
き
い
口
へ
入
れ
や
う
と
し
て
ゐ
る
」
様
子
が
描

か
れ
る
。
Ｂ
子
は
叔
父
か
ら
そ
の
時
の
写
真
を
渡
さ
れ
て
強
い
羞
恥
心
を
感

じ
、
家
の
引
き
出
し
に
仕
舞
い
込
ん
で
お
く
こ
と
を
決
意
す
る
も
の
の
、
家

に
帰
る
途
中
写
真
を
落
と
し
、
そ
れ
を
拾
っ
た
友
人
の
少
女
Ｃ
子
に
笑
わ
れ

て
し
ま
い
、
食
欲
に
忠
実
な
少
女
の
様
子
は
秘
匿
す
べ
き
も
の
、
滑
稽
な
も

の
と
描
か
れ
て
い
る
が
、
最
終
的
に
は
三
人
の
少
女
が
恥
ず
か
し
く
思
う
物

を
互
い
に
見
せ
合
っ
て
友
情
を
深
め
て
い
る
。

と
は
い
え
、「
三
人
の
落
し
も
の
」
を
含
め
後
期
作
品
群
で
は
、
食
モ
チ

ー
フ
は
あ
く
ま
で
日
常
風
景
の
一
部
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
少
女
た

ち
の
摂
食
行
為
そ
の
も
の
や
特
定
の
食
物
が
生
々
し
く
前
景
化
さ
れ
た
り
、

物
語
そ
の
も
の
の
動
因
と
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
最
後
の
少
女
小
説

作
品
で
あ
る
「
哀
し
き
桜
草
」（
一
九
二
九
）
で
も
病
床
の
兄
の
看
護
を
続

け
る
少
女
が
兄
に
飲
ま
せ
る
た
め
と
思
わ
れ
る
牛
乳
を
温
め
、
ま
た
退
院
し

故
郷
へ
帰
っ
た
ら
「
い
ろ
ん
な
御
馳
走
を
作
つ
て
あ
げ
る
」
と
兄
に
言
う

が
、
こ
れ
も
少
女
の
甲
斐
甲
斐
し
さ
を
演
出
す
る
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。

尾
崎
の
少
女
小
説
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
食
描
写
の
傾
向
を
整
理
す
れ

ば
、
前
期
作
品
の
「
美
味
し
い
」
と
い
う
味
覚
体
験
描
写
や
、
後
期
に
お
け

る
食
モ
チ
ー
フ
の
頻
度
の
高
さ
及
び
日
々
の
営
み
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て

の
位
置
づ
け
か
ら
、
摂
食
行
為
が
肯
定
的
か
つ
日
常
的
な
も
の
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
傾
向
は
少
女
小
説
以
外
の
作
品
に
お
け
る
食

モ
チ
ー
フ
と
は
比
べ
れ
ば
至
極
単
純
な
も
の
で
あ
る
が
、
摂
食
行
為
が
そ
れ

以
上
の
意
味
を
持
た
な
い
表
象
は
尾
崎
作
品
の
中
で
は
却
っ
て
特
異
な
も
の

と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

三
．
食
物
イ
メ
ー
ジ
の
パ
ロ
デ
ィ
と
記
号
化

―
―
「
香
り
か
ら
呼
ぶ
幻
覚
」「
ア
ツ
プ
ル
パ
イ
の
午
後
」

後
期
少
女
小
説
期
を
経
て
、
代
表
作
「
第
七
官
界
彷
徨
」
に
い
た
る
ま
で

の
期
間
に
お
い
て
、
食
モ
チ
ー
フ
の
観
点
か
ら
特
に
注
目
す
べ
き
は
「
香
り

か
ら
呼
ぶ
幻
覚
」（
一
九
二
七
）
と
「
ア
ツ
プ
ル
パ
イ
の
午
後
」（
一
九
二

九
）
で
あ
る
。

「
香
り
か
ら
呼
ぶ
幻
覚
」
で
は
、
煮
た
て
た
牛
乳
の
香
り
が
煙
草
の
そ
れ

と
合
わ
さ
る
こ
と
で
か
つ
て
恋
し
た
男
性
か
ら
漂
っ
た
香
し
い
匂
い
を
想
起

さ
せ
る
も
の
と
な
り
、
洋
食
屋
の
女
給
で
あ
る
お
洋
は
そ
の
幻
覚
を
楽
し
む

内
に
強
い
煙
草
を
吸
う
「
煙
草
吸
ひ
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
作
中
時
間
は
、

東
京
が
「
あ
の
震
災
で
焼
け
た
翌
年
」
か
ら
数
年
経
っ
た
執
筆
当
時
と
同
じ

一
九
二
七
年
頃
だ
と
考
え
ら
れ
、
当
時
飲
食
店
の
女
給
と
い
う
仕
事
は
庶
民

層
の
女
性
の
職
と
し
て
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
女
性
の
喫
煙
も
一

般
化
し
て
い（
７
）た。

お
洋
は
女
学
校
を
出
て
お
り
、
出
自
的
に
は
中
流
で
あ
る
。
し
か
し
、
女

給
と
な
り
か
つ
て
恋
し
た
男
性
と
再
会
、
彼
に
妻
が
い
た
た
め
に
失
恋
し
、

牛
乳
と
煙
草
で
彼
の
匂
い
を
再
現
す
る
幻
覚
に
は
ま
る
こ
と
で
、
着
物
や
髪

の
手
入
れ
代
を
倹
約
し
て
ま
で
も
給
金
を
煙
草
に
つ
ぎ
込
む
よ
う
に
な
り
、

か
つ
て
は
琴
を
弾
く
よ
う
な
女
学
生
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
行

動
が
い
わ
ば
中
流
か
ら
庶
民
階
級
の
も
の
へ
〈
没
落
〉
し
て
い
く
。
ま
た
、

牛
乳
は
古
来
よ
り
日
本
に
存
在
し
た
が
、
明
治
期
以
降
酪
農
が
本
格
化
し
た
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こ
と
を
受
け
て
そ
の
飲
用
が
一
般
化
し
て
い
っ
た
。
戦
前
は
主
に
育
児
用
、

滋
養
食
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ（
８
）り、
当
時
牛
乳
は
お
香
の
よ
う
に

香
り
を
楽
し
む
も
の
で
は
な
く
、
体
を
養
う
健
康
食
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
本
作
に
お
い
て
牛
乳
は
特
に
香
し
い
も
の
で
は
な
い
が
〈
健

康
〉、〈
病
を
癒
す
も
の
〉
で
あ
る
と
い
っ
た
世
間
の
イ
メ
ー
ジ
が
転
倒
さ
れ
、

煙
草
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
〈
香
し
い
〉
が
〈
不
健
康
〉、〈
病
み
つ
き

に
さ
せ
る
〉
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
同
時
代
に
お
け
る
牛
乳

イ
メ
ー
ジ
の
パ
ロ
デ
ィ
化
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

戯
曲
形
式
の
「
ア
ツ
プ
ル
パ
イ
の
午
後
」
で
は
、
東
京
で
共
同
生
活
を
し

て
い
る
兄
妹
の
や
り
取
り
が
妹
を
主
人
公
と
し
て
描
か
れ
る
。
兄
は
妹
の
外

見
や
二
〇
歳
過
ぎ
て
も
未
婚
で
あ
る
こ
と
を
反
性
規
範
的
で
あ
る
と
し
て
非

難
す
る
が
、
妹
は
そ
ん
な
兄
の
言
葉
を
軽
や
か
に
か
わ
し
て
い
く
。
実
は
兄

の
心
配
を
よ
そ
に
妹
は
兄
の
友
人
・
松
村
と
既
に
恋
仲
に
あ
り
、
ア
ッ
プ
ル

パ
イ
を
手
土
産
に
訪
れ
た
松
村
と
入
れ
違
い
に
、
松
村
の
妹
・
雪
子
と
の
婚

約
成
立
の
電
報
を
打
つ
た
め
に
兄
は
家
を
出
て
い
き
、
二
人
は
パ
イ
を
食
べ

な
が
ら
束
の
間
の
逢
瀬
を
楽
し
む
。

同
作
に
お
け
る
食
モ
チ
ー
フ
と
し
て
第
一
に
着
目
す
べ
き
は
、
あ
る
事
柄

を
示
す
た
め
に
食
物
を
用
い
た
比
喩
が
頻
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
分
を
打

擲
す
る
兄
は
「
唐
辛
子
の
は
い
つ
た
ソ
オ
ダ
水
」、
恋
人
・
雪
子
に
対
し
て

は
甘
い
態
度
を
と
る
兄
の
様
子
は
「
お
砂
糖
の
す
ぎ
た
チ
ヨ
コ
レ
エ
ト
」、

そ
し
て
そ
の
時
吐
か
れ
る
溜
息
は
「
杏
子
畑
の
匂
ひ
」
と
称
さ
れ
、
ま
た

「
言
語
学
は
塩
も
お
砂
糖
も
な
い
学
問
」、「
哲
学
は
（
…
）
塩
と
砂
糖
で
か

く
し
化
粧
を
し
て
」
い
る
と
学
問
の
性
格
を
表
す
の
に
調
味
料
の
比
喩
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
北
川
扶
生
子
は
、
こ
う
し
た
食
物
を
用
い
た
も
の
を
始
め
、

様
々
比
喩
を
駆
使
す
る
妹
の
言
葉
は
現
実
世
界
の
対
象
を
言
い
表
す
も
の
で

は
な
く
、「
様
々
な
比
喩
と
見
立
て
に
よ
っ
て
、
言
葉
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー

ジ
へ
と
読
者
を
導
く
」
の
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い（
９
）る。
す
な
わ
ち
、
こ

れ
ら
妹
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
る
食
物
は
既
存
の
意
味
を
解
体
さ
れ
て
活
用
さ

れ
て
お
り
、
実
体
を
伴
わ
な
い
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え

よ
う
。

食
物
に
関
す
る
比
喩
の
一
つ
に
「
ソ
オ
ダ
水
」
が
あ
る
が
、
一
九
三
二
年

に
出
版
さ
れ
た
『
趣
味
の
飲
食
物
史
料
』（
公
立
社
書
店
）
で
は
、
様
々
な

果
物
香
料
の
つ
い
た
ソ
ー
ダ
水
が
「
高
位
の
貴
族
」（
レ
モ
ン
）
や
「
モ
ダ

ン
ガ
ー
ル
」（
ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
）、「
才
気
あ
る
実
業
青
年
」（
サ
イ
ダ
ー
）
と

い
っ
た
瑞
々
し
い
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
プ
レ
ー
ン

ソ
ー
ダ
水

炭
酸
水
」
は
「
白
髪
痩
身
の
仙
人
み
た
い
だ
」
と
い
わ
ば
無
味

乾
燥
的
な
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い（

１０
）る。
兄
の
傍
若
無
人
ぶ
り
を
皮
肉
っ

た
「
唐
辛
子
の
は
い
つ
た
ソ
オ
ダ
水
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
果
物
の
香
り
の

無
い
炭
酸
水
が
味
気
な
い
も
の
と
い
う
同
時
代
的
イ
メ
ー
ジ
と
符
合
す
る
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
フ
レ
ー
バ
ー
が
唐
辛
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
炭
酸

水
の
弾
け
る
泡
が
生
み
出
す
あ
る
種
の
辛
さ
が
唐
辛
子
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、「
唐
辛
子
の
は
い
つ
た
ソ
オ
ダ
水
」
と
は
世
間
的
な
常

識
ば
か
り
を
振
り
回
す
人
間
的
つ
ま
ら
な
さ
と
、
妹
の
頭
を
殴
る
と
い
う
よ

う
な
行
為
に
及
ぶ
兄
の
暴
力
性
を
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
記
号
で
あ
る
ソ
ー
ダ

（
１１
）水を

用
い
て
巧
み
に
表
現
し
た
比
喩
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
に
本
作
の
食
モ
チ
ー
フ
で
重
要
な
も
の
は
「
ア
ツ
プ
ル
パ
イ
」
で
あ

る
。
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
と
い
う
洋
菓
子
は
既
に
一
九
〇
四
年
に
は
村
井
弦
斎

『
食
道
楽
（
冬
の
巻
）』
に
登
場
、
一
九
〇
七
年
に
は
洋
菓
子
店
・
凮
月
堂

の
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
「
コ
ン
ポ
ー
ト
ポ
ム
（
コ
ン
ポ
ー
ド
ポ
ン
ム
）」
の
名

で
販
売
さ
れ
て
い（

１２
）た。

一
九
二
〇
年
六
月
刊
行
の
『
緑
な
き
衆
生
』（
聚
英
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閣
）
に
「
大
正
九
年
一
月
作
」
と
記
さ
れ
収
録
さ
れ
て
い
る
中
戸
川
吉
二

「
ア
ツ
プ
ル
パ
イ
、ワ
ン
‼
」
で
は
カ
フ
ェ
・
パ
ウ
リ
ス
タ
の
支
店
の
メ
ニ
ュ

ー
と
し
て
登
場
し
、
一
九
二
五
年
八
月
六
日
付
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊

に
掲
載
さ
れ
た
記
事
で
は
「
シ
ユ
ー
ク
リ
ー
ム
は
ど
こ
が
好
い
の
ア
ツ
プ
ル

パ
イ
は
あ
す
こ
が
い
ゝ
の
と
い
ふ
此
頃
の
人（

１３
）達」
の
存
在
が
言
及
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
頃
に
は
凮
月
堂
の
み
な
ら
ず
多
く
の
店
が
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
を
販
売

し
、
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
一
九
二
六
〜
一

九
二
八
年
頃
の
家
庭
向
け
料
理
本
に
は
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
の
名
称
で
レ
シ
ピ
が

掲
載
さ
れ
て
い（

１４
）る。「
コ
ン
ポ
ー
ト
ポ
ム
（
コ
ン
ポ
ー
ド
ポ
ン
ム
）」
や
家
庭

向
け
料
理
本
に
掲
載
さ
れ
た
レ
シ
ピ
で
は
林
檎
の
砂
糖
煮
を
パ
イ
生
地
で
包

ん
で
焼
い
て
お
り
、
作
品
に
登
場
す
る
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
は
現
代
の
も
の
と
そ

う
隔
た
っ
て
い
な
い
味
だ
と
解
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
一
九
二
六
年
当

時
、
和
菓
子
屋
と
洋
菓
子
屋
の
比
率
は
不
明
だ
が
「
三
十
三
軒
で
一
軒
」
程

度
の
割
合
で
都
市
部
に
は
菓
子
屋
が
存
在
し
、「
お
客
用
の
お
茶
菓
子
は
も

と
よ
り
、
十
時
三
時
の
お
や
つ
ま
で
、
殆
ん
ど
皆
な
菓
子
屋
か
ら
買
ふ
と
い

う
有（

１５
）様」

で
あ
り
、
先
の
朝
日
新
聞
で
言
及
さ
れ
た
状
況
も
併
せ
て
考
え
れ

ば
松
村
が
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
を
手
土
産
に
購
入
す
る
こ
と
は
特
異
な
こ
と
で
な

く
、
い
た
っ
て
一
般
的
な
行
為
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、本
作
の
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
は
恋
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

恋
と
林
檎
の
結
び
つ
き
を
描
い
た
著
名
な
作
品
と
し
て
は
島
崎
藤
村
「
初

恋
」（
一
八
九
六
）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
川
崎
賢
子
は
本
作
と
「
初
恋
」
に

お
い
て
林
檎
が
男
女
の
恋
の
媒
介
と
さ
れ
る
共
通
性
に
注
目
し
、
本
作
は

「
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
知
恵
の
木
の
実
、
性
愛
の
象
徴
で
あ
る
林
檎
を
モ
ダ
ン

に
調
理
し
変
形
し
」、
林
檎
が
「
初
恋
」
の
よ
う
に
女
か
ら
男
へ
で
は
な
く
、

男
か
ら
女
へ
贈
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
「
近
代
の
黎
明
期
の
文
学
的
意
匠
の
モ
ダ

ニ
ズ
ム
的
変（

１６
）奏」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

ア
ッ
プ
ル
パ
イ
と
は
名
の
通
り
、
林
檎
の
菓
子
で
あ
る
。
林
檎
は
明
治
初

期
に
受
容
、
国
内
栽
培
が
開
始
さ
れ
た
西
洋
林
檎
の
こ
と
を
指
し
、
そ
れ
ま

で
日
本
に
存
在
し
て
い
た
和
り
ん
ご
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
九

二
六
年
に
は
豊
作
に
よ
る
価
格
暴
落
が
あ
り
、
そ
れ
を
契
機
と
し
生
食
用
の

果
物
と
し
て
一
般
庶
民
の
間
に
も
普
及
し
、
戦
前
の
有
力
品
種
は
酸
味
の
強

い
「
紅
玉
」
や
「
国
光
」
で
あ
っ（

１７
）た。
す
な
わ
ち
、
林
檎
と
い
え
ば
〈
酸
味

の
強
い
、
甘
酸
っ
ぱ
い
果
物
〉
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ

る
。現

在
、
恋＝

甘
酸
っ
ぱ
い
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
る
が
、

甘
み
と
酸
味
が
混
在
す
る
乳
酸
飲
料
で
あ
る
カ
ル
ピ
ス
に
コ
ピ
ー
が
「
初
恋

の
味
」
と
定
め
ら
れ
た
の
は
一
九
二
〇
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
ル
ピ
ス
の

こ
ま
き

生
み
の
親
で
あ
る
三
島
海
雲
の
後
輩
で
あ
る
驪
城
卓
爾
が
あ
る
日
、「
三
島

さ
ん
甘
く
て
す
っ
ぱ
い
カ
ル
ピ
ス
は
〝
初
恋
の
味
〞
だ
。
こ
れ
で
売
り
出
し

な
さ
い
」
と
勧
め
て
き
た
。
三
島
は
「
大
正
九
年
当
時
と
い
え
ば
、
初
恋
と

い
う
こ
と
ば
を
口
に
す
る
こ
と
さ
え
は
ば
か
る
よ
う
な
時
代
」
と
し
て
一
旦

は
断
っ
た
が
、
驪
城
の
再
三
の
勧
め
に
よ
り
採
用
、「
当
時
は
第
一
次
世
界

大
戦
に
よ
る
好
景
気
で
、
世
の
中
は
明
る
く
、
こ
の
モ
ダ
ン
な
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
は
世
情
に
マ
ツ
チ
し
、歓
迎
さ
れ
、ま
た
た
く
ま
に
日
本
中
に
広
ま
っ

た
」
と
三
島
は
当
時
を
回
想
し
て
い（

１８
）る。

驪
城
の
言
葉
を
見
る
限
り
、
初
恋

＝
甘
酸
っ
ぱ
い
も
の
と
い
う
感
覚
は
当
時
既
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

カ
ル
ピ
ス
の
コ
ピ
ー
は
そ
れ
を
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
定
着
さ
せ
た
の
で

あ
ろ
う
。

「
ア
ツ
プ
ル
パ
イ
の
午
後
」
に
お
い
て
、
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
は
「
も
う
ア
ツ

プ
ル
パ
イ
に
も
逢
へ
な
い
か
と
思
つ
て
」
の
よ
う
に
恋
人
を
表
す
比
喩
と
し
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て
、
次
に
松
村
か
ら
包
み
を
受
け
取
っ
た
妹
が
「
ア
ツ
プ
ル
パ
イ
。
怒
ら
な

か
つ
た
の
ね
」
と
言
う
よ
う
に
二
人
の
恋
の
暗
号
と
し
て
、
そ
し
て
兄
に
は

内
緒
の
逢
引
き
で
共
食
す
る
菓
子
と
し
て
描
か
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
本
作
に

お
け
る
恋
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
は
、「
初
恋
」
に
お
け
る

林
檎
が
調
理
さ
れ
、
男
か
ら
女
へ
贈
ら
れ
る
洋
菓
子
と
い
う
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム

的
変
奏
」（
川
崎
）
で
あ
る
と
同
時
に
、〈
初
恋＝

甘
酸
っ
ぱ
い
〉
と
い
う
カ

ル
ピ
ス
が
作
り
上
げ
た
イ
メ
ー
ジ
の
変
奏
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
口
づ
け
し
た
い
気
持
ち
に
な
っ
た
と
い
う
松
村
の
言
葉
を
聞
い
た

妹
が
パ
イ
を
食
べ
て
い
た
口
を
慌
て
て
拭
く
と
「
何
て
惜
し
い
こ
と
を
す
る

ん
で
す
。
甘
い
ほ
ど
好
い
ん
だ
」
と
松
村
が
嘆
く
よ
う
に
、
ア
ッ
プ
ル
パ
イ

は
「
甘
い
」
と
い
う
味
覚
を
前
景
化
さ
れ
、
塚
本
靖
代
が
述
べ
る
よ
う
に

「
松
村
と
妹
の
接
吻
を
媒
介
す
る
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
で
エ
ロ
チ
ッ
ッ
ク
な
食
べ

物
」
と
し
て
も
描
か
れ（

１９
）る。
こ
の
よ
う
に
、「
ア
ツ
プ
ル
パ
イ
の
午
後
」
で

は
、
ま
る
で
収
穫
さ
れ
爽
や
か
な
酸
味
と
甘
味
を
放
っ
て
い
た
林
檎
が
砂
糖

に
よ
っ
て
甘
く
こ
っ
て
り
と
煮
詰
め
ら
れ
、
バ
タ
ー
の
香
り
立
ち
込
め
る
濃

厚
な
洋
菓
子
へ
と
変
貌
し
て
い
く
よ
う
に
、
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
の
イ
メ
ー
ジ
も

物
語
の
進
行
に
つ
れ
て
甘
酸
っ
ぱ
い
も
の
か
ら
官
能
的
な
も
の
へ
と
変
貌
し

て
ゆ
く
。

本
作
に
お
け
る
食
表
象
の
特
色
は
、
様
々
な
食
物
が
そ
の
実
体
を
離
れ
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
浮
遊
し
、〈
甘
酸
っ
ぱ
い
〉
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
を
恋
の
モ
チ
ー

フ
と
す
る
こ
と
で
、
同
時
期
に
人
口
に
膾
炙
し
つ
つ
あ
っ
た
カ
ル
ピ
ス
の
コ

ピ
ー
に
対
す
る
パ
ロ
デ
ィ
的
性
格
を
帯
び
つ
つ
、
林
檎
が
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
へ

と
変
貌
し
て
ゆ
く
過
程
と
恋
の
進
行
と
が
呼
応
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
香
り
か
ら
呼
ぶ
幻
覚
」
や
「
ア
ツ
プ
ル
パ
イ
の
午
後
」
に
お
け
る
食
モ

チ
ー
フ
は
、
あ
る
食
物
に
関
す
る
世
間
の
イ
メ
ー
ジ
を
時
に
転
倒
し
、
時
に

別
の
食
物
へ
と
ず
ら
す
と
い
う
パ
ロ
デ
ィ
的
性
格
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
牛
乳
の
匂
い
や
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
の
甘
さ
は
登
場
人
物
の
身
体
的
経
験

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
煙
草
と

組
み
合
わ
さ
れ
た
牛
乳
の
匂
い
が
も
た
ら
す
失
恋
相
手
の
幻
覚
、
ま
た
ア
ッ

プ
ル
パ
イ
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
恋
そ
の
も
の
で
あ
り
、
食
物
は
記
号
化
さ

れ
て
い
る
と
言
え
る
。
食
物
を
記
号
化
す
る
操
作
は
後
期
の
作
品
で
よ
り
徹

底
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

四
．
結
節
点
、
恋
へ
の
奉
仕
、
食
の
記
号
化
不
可
能
性

―
―
「
途
上
に
て
」「
第
七
官
界
彷
徨
」「
歩
行
」「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」

尾
崎
の
作
家
的
成
熟
期
で
あ
る
と
同
時
に
後
期
に
あ
た
る
こ
の
時
期
に
発

表
さ
れ
た
作
品
群
に
お
い
て
、
食
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
物
語
を
演
出
す
る
と

い
う
手
法
は
こ
れ
ま
で
の
様
々
な
試
み
を
経
て
大
き
な
結
実
を
見
せ
て
い

る
。「

第
七
官
界
彷
徨
」
の
二
回
に
わ
た
る
発
表
に
挟
ま
れ
る
形
で
発
表
さ
れ

た
「
途
上
に
て
」（
一
九
三
一
）
は
時
空
間
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
抽

象
的
な
作
品
で
あ
る
が
、「
私
」
が
図
書
館
か
ら
の
帰
り
、
駅
を
降
り
帰
宅

す
る
ま
で
を
物
語
の
現
在
地
点
と
し
、
失
恋
を
嘆
い
て
い
た
「
友
だ
ち
」
と

の
思
い
出
、
図
書
館
で
読
ん
で
き
た
カ
ラ
バ
ン
の
少
年
の
物
語
、
中
世
紀
氏

と
の
二
年
ぶ
り
の
再
会
が
語
ら
れ
る
。
太
田
路
枝
は
「
私
」
が
読
ん
だ
物
語

に
登
場
し
た
カ
ラ
バ
ン
の
少
年
と
中
世
紀
氏
と
の
類
似
性
を
着
目
し
、
図
書

館
帰
り
に
再
会
し
た
中
世
紀
氏
は
二
年
前
に
会
っ
た
と
い
う
思
い
出
も
含

め
、「
私
」
の
幻
想
だ
と
指
摘
し
て
い（

２０
）る。
太
田
は
そ
の
根
拠
と
し
て
、「
私
」

が
二
つ
持
っ
て
い
た
き
ん
つ
ば
の
包
み
の
一
つ
を
中
世
紀
氏
に
渡
し
た
は
ず

な
の
に
、
帰
宅
す
る
と
や
は
り
き
ん
つ
ば
の
包
み
が
二
つ
あ
っ
た
こ
と
を
挙

― 359 ―



げ
、
冷
た
く
、
油
の
匂
い
が
漂
う
き
ん
つ
ば
を
味
わ
う
体
験
は
「
現
と
幻
の

あ
わ
い
」
に
存
在
す
る
「
私
」
を
現
実
に
繋
ぎ
と
め
る
も
の
で
あ
る
と
し

て
、
き
ん
つ
ば
と
い
う
食
物
の
役
割
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
溝
部
優
実
子

は
挿
話
の
語
ら
れ
る
順
序
、
カ
ラ
バ
ン
の
少
年
と
中
世
紀
氏
の
身
体
的
類
似

性
、「
私
」
と
「
友
だ
ち
」
と
の
食
嗜
好
の
同
質
性
に
着
目
し
、
二
年
前
に

会
っ
た
中
世
紀
氏
は
現
実
に
存
在
し
た
が
再
会
し
た
彼
は
「
私
」
の
幻
想
で

あ
り
、
ま
た
「
友
だ
ち
」
は
二
年
前
に
中
世
紀
氏
に
失
恋
し
た
「
私
」
の
分

身
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い（

２１
）る。
そ
し
て
、
本
作
の
食
モ
チ
ー
フ
に
関
し
て
は
、

「
チ
ヨ
コ
レ
エ
ト
玉
」
か
ら
「
黒
パ
ン
に
辛
子
」
へ
の
嗜
好
変
化
を
失
恋
の

象
徴
と
し
て
、
ま
た
「
私
」
が
「
友
だ
ち
」
に
送
ろ
う
と
す
る
も
時
空
間
を

隔
て
た
共
食
を
避
け
、
二
人
分
の
き
ん
つ
ば
を
一
人
で
食
し
た
こ
と
を
、
か

つ
て
恋
を
し
た
自
分
へ
の
決
別
と
し
て
読
ん
で
い
る
。

太
田
や
溝
部
の
解
釈
に
従
え
ば
、
本
作
に
お
い
て
食
物
は
抽
象
的
な
物
語

の
具
体
的
理
解
を
可
能
に
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
食
物
と
い

う
も
の
は
、
あ
る
一
つ
の
も
の
と
し
て
具
体
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、

同
時
に
日
常
的
な
食
物
は
特
定
の
意
味
合
い
を
帯
び
る
こ
と
な
い
抽
象
化
さ

れ
た
記
号
と
も
な
り
う
る
。
き
ん
つ
ば
は
江
戸
時
代
か
ら
存
在
し
、
ま
た
黒

パ
ン
も
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
あ
る
程
度
一
般
化
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

食
物
で
あ
り
、
双
方
と
も
特
定
の
文
化
や
地
域
、
店
な
ど
と
結
び
つ
い
て
い

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
き
ん
つ
ば
と
黒
パ
ン
は
、
一
つ
の
食
物
で
あ
る
具
象
性
お
よ

び
一
般
化
し
た
日
常
食
と
い
う
抽
象
性
の
た
め
に
物
語
の
具
体
的
理
解
を
支

え
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
食
モ
チ
ー
フ
は
い

わ
ば
抽
象
世
界
と
具
象
世
界
を
結
ぶ
結
節
点
で
あ
り
、
き
ん
つ
ば
を
あ
げ
る

／
が
残
る
と
い
う
行
為
は
幻
と
現
を
行
き
来
す
る
行
為
な
の
で
あ
る
。

「
黒
パ
ン
」
と
言
っ
た
場
合
、
精
製
度
の
低
い
粉
を
用
い
る
が
た
め
に
黒

い
パ
ン
と
、
ラ
イ
麦
パ
ン
の
二
系
統
が
考
え
ら
れ
る
が
、
本
作
発
表
前
後
の

レ
シ
ピ
な
ど
を
見
る
と
、
黒
い
砂
糖
や
カ
ラ
メ
ル
で
着
色
し
た
も
の
、
穀
物

の
外
皮
で
あ
る
ふ
す
ま
を
混
ぜ
た
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
併
用
し
た
も

の
な
ど
を
指
し
た
よ
う
で
あ（

２２
）る。
た
だ
し
、
大
正
期
の
レ
シ
ピ
で
は
主
に
ラ

イ
麦
パ
ン
を
意
味
し
て
お（

２３
）り、
作
中
で
「
バ
タ
」
や
「
塩
」、「
辛
子
」
を
つ

け
て
食
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
ラ
イ
麦
パ
ン
と
解
す
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。

黒
パ
ン
の
食
べ
方
の
中
で
前
景
化
さ
れ
る
の
は
「
黒
パ
ン
に
辛
子
」
と
い

う
食
べ
方
で
あ
り
、
そ
れ
は
酸
っ
ぱ
く
、
辛
い
食
べ
物
で
あ
る
。
一
方
、「
友

だ
ち
」
は
恋
を
し
て
い
た
時
は
「
半
年
だ
け
」「
チ
ヨ
コ
レ
エ
ト
玉
」
に

「
道
よ
り
」
し
た
が
、
失
恋
に
よ
っ
て
「
黒
パ
ン
に
辛
子
」
へ
と
嗜
好
を
変

化
さ
せ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
食
物
の
味
は
恋
の
楽
し
さ
と
失
恋
の
苦
し
さ
を

比
喩
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
失
恋
し
た
「
私
」＝

「
友
だ

ち
」
が
「
黒
パ
ン
に
辛
子
」
と
い
う
失
恋
の
苦
し
さ
と
響
き
合
う
酸
っ
ぱ

さ
、
辛
さ
を
持
っ
た
食
物
を
食
べ
る
こ
と
は
、
傷
つ
い
た
内
面
を
外
在
化
さ

せ
る
行
為
で
あ
る
と
読
め
る
の
で
あ
り
、「
黒
パ
ン
に
辛
子
」
は
失
恋
の
儀

礼
的
食
事
な
の
で
あ
る
。

「
途
上
に
て
」
に
お
け
る
食
モ
チ
ー
フ
は
「
香
り
か
ら
呼
ぶ
幻
覚
」
や

「
ア
ツ
プ
ル
パ
イ
の
午
後
」
と
比
べ
記
号
性
が
よ
り
強
ま
り
、
ま
た
物
語
の

具
体
的
理
解
の

と
し
て
物
語
内
容
に
密
接
に
結
び
付
い
た
も
の
だ
と
言
え

よ
う
。

さ
て
、「
途
上
に
て
」
を
間
に
挟
ん
で
発
表
さ
れ
た
「
第
七
官
界
彷
徨
」

は
、
小
野
町
子
が
兄
た
ち
の
東
京
の
下
宿
で
炊
事
係
を
し
な
が
ら
第
六
感
を

超
え
た
「
第
七
官
」
に
響
く
よ
う
な
詩
を
書
こ
う
と
「
第
七
官
界
」
を
求
め
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て
ま
さ
し
く
「
彷
徨
」
す
る
物
語
で
あ
る
。

本
作
に
お
け
る
食
モ
チ
ー
フ
と
し
て
よ
く
言
及
さ
れ
る
の
が
、
小
野
家
の

垣
根
に
植
わ
っ
て
い
る
蜜
柑
で
あ
る
。
狩
野
啓
子
は
「
秋
か
ら
冬
に
か
け
て

の
蜜
柑
の
変
化
と
し
て
外
部
の
時
間
の
流
れ
が
示
さ
れ（

２４
）る」
と
指
摘
す
る

が
、
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
三
五
郎
が
町
子
に
接
吻
す
る
頃
に
は
「
垣
根
の
蜜

柑
も
い
く
ら
か
う
ま
く
な
つ
た
」、
そ
し
て
三
五
郎
と
隣
家
の
少
女
が
蜜
柑

の
共
食
の
習
慣
を
持
っ
た
こ
ろ
に
は
「
垣
根
の
蜜
柑
は
色
づ
く
だ
け
色
づ
い

て
し
ま
」
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
熟
し
て
ゆ
く
様
子
が
三
五
郎
と
町
子
／
隣
家

の
少
女
と
の
親
密
性
の
深
化
と
対
応
し
、
三
人
の
恋
が
成
就
せ
ず
に
終
わ
っ

た
時
に
は
家
主
に
よ
っ
て
蜜
柑
が
収
穫
さ
れ
、
そ
の
後
「
ひ
と
つ
の
恋
」
と

語
ら
れ
る
町
子
の
浩
六
へ
の
恋
が
始
ま
る
と
い
う
よ
う
に
物
語
内
容
の
比

喩
、
節
目
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
と
言
え
る
。

共
食
と
い
う
観
点
も
ま
た
本
作
に
お
け
る
食
モ
チ
ー
フ
を
検
討
す
る
上
で

重
要
で
あ
る
。
尾
崎
作
品
に
お
け
る
「
共
食
は
、
と
り
わ
け
男
女
の
語
ら
い

を
密
な
も
の
に
す
る
い
と
な
み
と
し
て
官
能
の
文
脈
と
わ
か
ち
が
た
く
絡
ま

り
あ
っ
て
い（

２５
）る」

と
い
う
川
崎
の
指
摘
通
り
、
恋
愛
感
情
を
互
い
に
抱
く
町

子
と
三
五
郎
は
蜜
柑
や
遅
い
朝
食
を
共
に
食
べ
て
お
り
、
互
い
に
想
い
合
っ

て
い
た
三
五
郎
と
隣
の
少
女
も
「
六
度
ば
か
り
」「
い
つ
も
半
分
づ
つ
」
蜜

柑
を
食
べ
て
い
た
。
一
方
、
町
子
と
浩
六
の
間
に
親
密
性
が
成
立
し
な
が
ら

も
そ
れ
が
立
ち
消
え
て
し
ま
う
の
は
、
親
密
性
を
媒
介
す
る
も
の
が
赤
毛
の

女
性
詩
人
と
い
う
一
つ
の
事
柄
で
あ
り
、
町
子
が
残
し
た
塩
せ
ん
べ
い
を
後

か
ら
や
っ
て
き
た
浩
六
が
と
っ
て
食
べ
る
と
い
う
、
一
つ
の
皿
に
乗
っ
て
い

る
食
物
を
共
有
し
な
が
ら
も
同
時
に
は
食
べ
な
い
共
食
の
絶
妙
な
不
成
立
の

た
め
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
男
女
関
係
に
お
い
て
共
食
は
親
密
性
を

深
化
／
発
展
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
逆
に
共
食
の
機
会
を
逃
し
た
親
密
性
は

雲
散
霧
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

共
食
は
蘚
た
ち
に
と
っ
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
二
助
は
蘚
の
鉢
に
そ

れ
ぞ
れ
「
高
温
度
」「
中
温
度
」「
次
中
温
度
」「
低
温
度
」
の
肥
料
を
遣
り
、

恋
の
様
子
を
実
験
観
察
し
て
い
る
が
、
二
助
の
育
て
る
蘚
は
「
机
の
う
へ
に

四
つ
な
ら
ん
で
」
お
り
、
恋
す
る
蘚
た
ち
は
同
じ
鉢
に
植
え
ら
れ
、
同
じ
肥

料
を
糧
に
し
て
い
る
。
蘚
た
ち
も
恋
愛
を
す
る
に
あ
た
っ
て
一
種
の
共
食
を

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、蘚
や
人
間
の
男
女
の
間
で
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
共
食
で
あ
る
が
、

血
縁
関
係
で
あ
る
四
人
が
揃
っ
て
食
事
を
す
る
様
子
は
作
中
で
は
一
度
も
語

ら
れ
な（

２６
）い。

複
数
人
で
食
事
を
し
て
い
る
の
は
三
五
郎
と
町
子
が
遅
い
朝
御

飯
を
昼
前
に
食
べ
る
場
面
、
夕
食
の
時
間
帯
に
な
っ
て
も
一
助
が
柳
浩
六
と

一
人
の
患
者
の
こ
と
で
揉
め
て
帰
宅
せ
ず
、
二
助
と
三
五
郎
が
町
子
の
給
仕

で
夕
御
飯
を
食
べ
て
い
る
場
面
の
み
で
あ
り
、
三
五
郎
と
二
助
の
夜
食
も
恐

ら
く
共
食
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
家
庭
の
構
成
員
が
必
ら
ず
一
人
か

二
人
欠
け
て
い
る
。

借
家
に
は
「
茶
の
間
」
が
あ
り
、そ
こ
に
は
「
食
卓
」
が
置
か
れ
て
い
る
。

町
子
の
髪
型
を
め
ぐ
る
価
値
観
か
ら
作
中
時
間
を
「
作
品
発
表
か
ら
そ
れ
ほ

ど
遠
く
な
い
時
期
」
と
見
做
す
峯
村
至
津
子
の
見（

２７
）解に

倣
う
な
ら
ば
、
町
子

が
兄
や
従
兄
弟
た
ち
と
共
同
生
活
を
し
て
い
た
時
期
は
都
市
部
に
お
い
て
食

卓
の
形
式
が
個
別
式
食
卓
で
あ
る
銘
々
膳
か
ら
共
用
の
食
卓
で
あ
る
ち
ゃ
ぶ

台
へ
と
移
行
し
て
い
た
時
期
と
重
な
り
、
ま
た
ち
ゃ
ぶ
台
は
明
治
期
以
降
都

市
の
住
居
か
ら
広
ま
っ
て
い
っ
た
畳
敷
き
の
「
茶
の
間
」
を
中
心
と
す
る

「
都
市
の
小
市
民
的
住
居
空
間
と
結
合
す
る
食
卓
」
で
あ
っ（

２８
）た。
小
野
家
の

「
食
卓
」
は
お
そ
ら
く
ち
ゃ
ぶ
台
で
あ
り
、
そ
の
食
事
様
式
が
「
共
同
の
食

卓
で
家
族
一
同
が
そ
ろ
っ
て
食
事
を
す（

２９
）る」

も
の
な
ら
ば
、
仮
に
「
家
庭
で
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は
家
族
が
そ
れ
ぞ
れ
朝
飯
の
時
間
を
異
に
し
て
ゐ
た
」
と
し
て
も
「
こ
の
日

は
夕
飯
の
時
間
に
な
つ
て
も
一
助
が
勤
め
か
ら
帰
つ
て
来
な
か
つ
た
の
で
、

食
卓
に
集
つ
た
の
は
二
助
と
三
五
郎
と
私
と
で
あ
つ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
夕

食
を
共
に
す
る
習
慣
自
体
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
家
族
と
し
て
の
共
食
場
面
が
な
い
こ
と
は
共
食
の
習
慣
そ
の

も
の
が
小
野
家
に
無
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
存
在

す
る
が
徹
底
的
に
看
過
さ
れ
、
共
食
と
い
う
行
為
が
親
密
な
感
情
を
抱
く
男

女
間
の
行
為
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
限
定
に
よ
っ
て
共
食
と

い
う
行
為
は
親
密
性
を
高
め
る
も
の
と
し
て
純
化
さ
れ
、
男
女
の
共
食
が
官

能
的
な
も
の
と
し
て
感
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
作
の
食
に
纏
わ
る
特
異
な
場
面
と
し
て
、
町
子
が
肥
や
し
の
煮

え
る
音
を
聞
き
、祖
母
の
煮
る
あ
ん
こ
を
連
想
す
る
場
面
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
「
肥
料
と
は
排
泄
物
を
い
わ
ば
植
物
の
糧
に
転
化
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
読
者
に
想
い
出
さ
せ（

３０
）る」。
町
子
の
連
想
は
煮
え
る
音
の
類
似
性
か

ら
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
つ
つ
も
、
人
間
／
植
物
の
身
体
を
養
う
も
の
で
あ

る
あ
ん
こ
と
肥
や
し
を
結
び
つ
け
る
想
像
力
は
、
人
間
と
植
物
を
同
じ
位
相

に
置
く
も
の
で
あ
る
。
作
品
結
末
部
、
町
子
は
浩
六
の
も
と
へ
お
使
い
に
出

さ
れ
る
が
、
道
し
る
べ
と
し
て
順
に
登
場
す
る
「
バ
ナ
ナ
の
夜
店
」、「
大
根

畠
」、
肥
や
し
を
購
入
す
る
「
鶏
小
舎
」
は
そ
れ
ぞ
れ
収
穫
し
た
農
作
物
の

販
売
、
農
作
物
の
生
産
、
農
作
物
を
育
て
る
た
め
の
肥
や
し
の
提
供
を
行
う

場
所
で
あ
り
、
こ
の
道
順
は
農
作
物
の
原
初
へ
と
辿
っ
て
い
く
道
の
り
と

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
辿
り
着
い
た
柳
家
で
、
町
子
は
二
助
に
頼
ま
れ
た
肥

や
し
を
携
え
て
浩
六
に
恋
を
す
る
が
、
そ
の
姿
は
肥
料
を
糧
と
し
恋
を
す
る

蘚
の
姿
に
似
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
町
子
に
と
っ
て
、
肥
や
し
と
は
自
身
の
摂
食
行
為
の
内
で
忌

避
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
隣
接
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
恋
を
阻
害
す
る
も

の
で
も
な
く
、
携
え
た
ま
ま
浩
六
に
会
っ
て
恋
に
落
ち
、
帰
り
に
「
く
び
ま

き
」
を
買
っ
て
も
ら
う
と
い
う
よ
う
な
恋
愛
行
為
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
も

の
な
の
で
あ
る
。「
人
類
の
恋
愛
は
蘚
苔
類
か
ら
の
遺
伝
」
で
あ
る
と
一
助

が
語
る
が
、
そ
の
遺
伝
は
単
に
人
間
を
恋
愛
行
動
に
促
す
の
み
な
ら
ず
、
肥

や
し
を
恋
の
糧
と
す
る
と
い
う
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ

ば
、
肥
や
し
を
携
え
な
が
ら
恋
を
す
る
町
子
は
正
し
く
蘚
苔
類
の
子
孫
で
あ

る
。そ
し
て
、家
庭
の
構
成
員
の
中
で
三
五
郎
は
最
も
肥
や
し
の
臭
い
を
嫌
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
臭
い
に
最
も
敏
感
に
反
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
肥
や
し
を
臭
が
り
な
が
ら
も
二
助
の
研
究
に
付
き
合
い
、
ま
た
肥

や
し
の
臭
い
漂
う
生
活
の
中
で
町
子
と
隣
の
少
女
に
恋
を
す
る
と
い
う
挙
動

は
町
子
と
同
様
に
「
蘚
苔
類
か
ら
の
遺
伝
」
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
第
七
官
界
彷
徨
」
で
は
こ
れ
ま
で
の
作
品
の
よ
う
に
あ
る
食
物
が
何
か

の
役
割
を
担
う
の
で
は
な
く
、
食
行
動
が
物
語
を
生
み
出
し
て
い
る
と
言
え

る
。
共
食
は
家
族
間
の
も
の
は
極
力
排
さ
れ
る
こ
と
で
蘚
も
含
め
た
男
女
の

恋
愛
と
強
く
結
び
つ
き
、
肥
や
し
と
あ
ん
こ
を
結
び
つ
け
る
町
子
の
特
異
な

感
性
は
肥
や
し
を
携
え
な
が
ら
恋
を
す
る
と
い
う
蘚
と
類
似
す
る
恋
愛
行
動

を
導
く
。
こ
こ
に
お
い
て
、
食
べ
る
こ
と
は
恋
す
る
こ
と
に
奉
仕
す
る
も
の

で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
が
食
物
を
作
る
／
食
物
を
消
化
し
排
泄
し
た
も
の
で
あ

る
肥
や
し
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
本
作
に
お
け
る
食
モ
チ
ー
フ
の

最
大
の
特
色
で
あ
ろ
う
。

「
歩
行
」（
一
九
三
一
）
に
お
い
て
も
ま
た
柿
が
男
女
の
恋
の
媒
介
と
し

て
機
能
す
る
。「
第
七
官
界
彷
徨
」
の
小
野
町
子
を
彷
彿
さ
せ
る
女
主
人
公

「
私
」
は
、
分
裂
心
理
学
を
研
究
す
る
幸
田
当
八
の
実
験
の
た
め
に
、
柿
を

食
べ
な
が
ら
戯
曲
の
恋
の
台
詞
を
彼
と
読
み
合
う
が
、
近
藤
裕
子
は
こ
の
こ
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と
を
「
台
詞
は
、
そ
れ
自
体
が
戯
曲
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
上
に
、

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
い
う
点
で
も
二
重
に
虚
構
な
の
だ
が
、
声
に
置
き
替
え

ら
れ
、
柿
の
実
と
分
か
ち
が
た
く
体
内
に
摂
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
身

体
化
さ
れ
、
感
情
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
醸
成
し
て
ゆ（

３１
）く」
と
指
摘
す
る
。
こ
こ

で
も
ま
た
、
食
物
／
摂
食
行
為
は
男
女
の
恋
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
歩
行
」
に
お
い
て
も
う
一
つ
重
要
な
食
物
は
お
萩
で
あ
る
。物
語
冒
頭
、

「
私
」
は
「
幸
田
当
八
氏
の
お
も
か
げ
を
忘
れ
る
た
め
」
に
歩
い
て
い
る

が
、「
こ
ん
な
目
的
に
副
は
な
い
歩
行
」
な
ら
ば
い
っ
そ
帰
宅
し
よ
う
と
考

え
、
家
に
帰
り
つ
い
た
頃
に
手
に
携
え
た
お
萩
を
思
い
出
し
て
歩
行
を
再
開

す
る
。
彼
女
の
歩
行
の
目
的
は
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

３２
）が、

お
萩

を
松
木
家
ま
で
運
び
が
て
ら
運
動
す
る
、
お
萩
を
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
と
共
に

土
田
九
作
の
も
と
ま
で
運
ぶ
、
九
作
の
頭
痛
薬
を
買
い
に
行
き
、
ま
た
お
萩

を
食
べ
す
ぎ
た
九
作
の
た
め
に
再
度
胃
薬
を
買
い
に
行
く
こ
と
な
ど
そ
の
目

的
の
多
く
は
お
萩
に
纏
わ
っ
て
い
る
。
柿
が
食
さ
れ
る
こ
と
で
虚
構
の
台
詞

の
恋
情
を
具
現
化
す
る
も
の
な
ら
ば
、
お
萩
は
失
恋
を
癒
す
と
い
う
漫
然
と

し
た
歩
行
に
具
体
的
な
行
路
／
目
的
地
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、ま
た
「
私
」

が
お
使
い
を
し
な
が
ら
も
決
し
て
お
萩
を
口
に
入
れ
な
い
こ
と
は
共
食
と
い

う
営
み
や
「
私
」
の
摂
食
行
為
を
恋
愛
の
文
脈
に
限
定
す
る
。
幸
田
当
八
へ

の
未
練
を
抱
え
る
「
私
」
に
と
っ
て
お
萩
を
食
べ
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
以

上
、
そ
れ
は
運
搬
さ
れ
、
他
者
に
食
べ
て
も
ら
う
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
本

作
で
は
虚
構
の
も
の
、
漫
然
と
し
た
も
の
に
リ
ア
リ
テ
ィ
や
輪
郭
を
与
え
る

も
の
と
し
て
柿
や
お
萩
と
い
っ
た
食
物
が
機
能
し
つ
つ
、
恋
／
失
恋
の
状
態

が
摂
食
／
食
物
の
運
搬
と
い
う
行
為
に
具
象
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
作
品
で
摂
食
行
為
／
食
物
は
記
号
的
に
展
開
さ
れ
て
き
た

が
、「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」（
一
九
三
二
）
で
は
食
べ
る
こ
と
へ
の
切
実
さ
が
描
か

れ
る
。
本
作
は
「
私
た
ち
」
と
い
う
語
り
手
に
よ
っ
て
、
幸
田
当
八
の
研
究

及
び
「
ゐ
り
あ
む
・
し
や
あ
ぷ
氏
」
と
「
ふ
い
お
な
・
ま
く
ろ
お
ど
嬢
」
の

恋
物
語
を
交
え
な
が
ら
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
と
い
う
女
性
に
つ
い
て
語
ら
れ
る

物
語
で
あ
る
。

本
作
に
お
け
る
食
モ
チ
ー
フ
は
結
末
部
に
登
場
す
る
「
パ
ン
」
で
あ
る
。

都
市
部
で
詩
人
を
目
指
す
単
身
者
で
あ
る
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
は
「
年
中
電
報
で
阿

母
を
驚
か
」
し
て
仕
送
り
を
受
け
て
お
り
、「
産
婆
学
の
暗
記
者
」
と
い
う

経
済
的
自
立
を
目
指
す
女
性
の（

３３
）姿を
見
て
「
パ
ン
」
の
こ
と
を
考
え
て
し
ま

う
程
度
に
は
彼
女
は
自
分
の
生
活
に
不
安
を
抱
い
て
い
る
。
し
か
し
、「
チ

ヨ
コ
レ
エ
ト
の
あ
ん
こ
」
の
つ
い
た
「
ね
ぢ
パ
ン
」
は
、
そ
ん
な
経
済
不
安

を
抱
え
な
が
ら
も
、
人
類
に
「
大
き
い
声
で
歌
を
ど
な
る
と
か
、
会
話
を
す

る
と
か
、
或
は
パ
ン
を
喰
べ
た
く
」
さ
せ
る
「
五
月
の
糠
雨
」
に
遭
遇
し
た

が
た
め
に
買
い
、図
書
館
で
遭
遇
し
た
悲
し
い
出
来
事
を
も
忘
れ
て
「
没
頭
」

し
て
食
べ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
ね
ぢ
パ
ン
」
は
近

藤
が
指
摘
す
る
よ
う
に
不
安
定
に
な
っ
た
精
神
を
慰
め
る
「
精
神
安
定
剤
」

の
役
割
を
持
つ
も
の
、「
「余
剰
」
の
食
べ（

３４
）物」

な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、「
産
婆
学
の
暗
記
者
」
を
見
遣
り
な
が
ら
自
身
の
生
活
を

顧
み
て
「
や
は
り
、
パ
ン
は
要
る
ん
で
す
」「
で
も
、
あ
ま
り
度
々
パ
ン
！

パ
ン
！

パ
ン
！

て
騒
ぎ
た
か
な
い
ん
で
す
」
と
切
実
な
語
り
口
で
語
ら

れ
る
パ
ン
は
嗜
好
品
で
は
な
く
、
生
活
の
糧
そ
の
も
の
で
あ
ろ（

３５
）う。

す
な
わ

ち
、「
パ
ン
」
は
、
そ
の
入
手
に
も
不
安
を
覚
え
て
し
ま
う
よ
う
な
経
済
的

困
窮
に
生
き
な
が
ら
も
、
な
ん
と
な
く
感
じ
た
憂
鬱
を
慰
め
る
た
め
に
菓
子

パ
ン
を
買
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
経
済
的
／
精
神
的
不
安
定
さ

を
象
徴
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
歩
行
」
の
お
萩
は
食
べ
る
こ
と
で
精
神
を
癒
す
も
の
と
さ
れ
な
が
ら
、
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食
べ
ず
に
そ
れ
に
纏
わ
る
お
使
い
に
よ
っ
て
辿
り
着
い
た
先
で
失
恋
の
癒
し

方
を
示
唆
す
る
よ
う
な
詩
に
出
会
う
の
で
あ
る
が
、「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
に
お

い
て
は
「
ね
ぢ
パ
ン
」
を
食
べ
る
と
い
う
具
体
的
な
食
物
／
摂
食
行
為
が
こ

ほ
ろ
ぎ
嬢
に
癒
し
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
は
女
性
詩

人
を
目
指
す
不
安
定
な
生
活
の
根
本
的
な
解
決
策
を
と
し
て
、
そ
の
解
消
で

は
な
く
、「
霞
を
吸
つ
て
人
の
い
の
ち
を
つ
な
ぐ
方
法
」
を
志
向
し
て
い
る
。

非
現
実
的
な
生
命
維
持
の
方
法
が
空
想
さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
〈
食
べ
る
〉

と
い
う
営
み
が
生
き
る
上
で
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
痛
切
な
認
識
が
あ
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
作
に
お
い
て
食
は
生
の
営
み
と
は
切
り
離
さ

れ
た
記
号
に
は
決
し
て
成
り
得
な
い
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
幻
想
的
に
語
ら
れ
る
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
置
か
れ
た
状
況
に
具
象
性
を
附
す

も
の
な
の
で
あ（

３６
）る。

お
わ
り
に

尾
崎
翠
は
寡
作
な
作
家
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
作
品
世
界
は
独
特
の
豊
饒
さ

を
湛
え
て
い
る
。
そ
の
一
端
を
担
う
も
の
と
し
て
初
期
か
ら
後
期
ま
で
一
貫

し
て
、
し
か
し
様
々
に
形
を
変
え
な
が
ら
食
に
纏
わ
る
モ
チ
ー
フ
が
登
場
す

る
。
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
作
品
、
少
女
小
説
に
お
い
て
は
食
モ
チ
ー

フ
は
そ
れ
に
先
行
す
る
物
語
内
容
に
添
え
ら
れ
た
小
道
具
的
存
在
で
あ
り
、

ま
た
作
家
的
成
熟
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
発
表
さ
れ
た
「
香
り
か
ら
呼

ぶ
幻
覚
」
や
「
ア
ツ
プ
ル
パ
イ
の
午
後
」
で
は
同
時
代
に
お
け
る
牛
乳
イ
メ

ー
ジ
や
カ
ル
ピ
ス
の
コ
ピ
ー
の
パ
ロ
デ
ィ
的
性
格
を
帯
び
、
物
語
内
容
の
重

要
な
一
部
を
担
う
も
の
の
や
は
り
食
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
で
物
語
が
展
開
す

る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
九
三
一
年
以
降
の
作
品
に
お
け
る
食
モ
チ
ー
フ
は
抽

象
的
な
物
語
の
具
体
的
理
解
を
促
し
、
物
語
の
中
心
に
位
置
す
る
恋
愛
模
様

に
奉
仕
し
、
そ
し
て
幻
想
的
な
主
人
公
の
逼
迫
し
た
生
活
を
暗
示
す
る
。
こ

こ
に
お
い
て
、
食
モ
チ
ー
フ
は
物
語
内
容
と
強
く
結
び
つ
き
、
そ
の
理
解
や

展
開
を
支
え
て
い
る
。

食
が
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
る
時
、
食
べ
る
快
楽
や
美
食
と
い
っ
た
形
で

登
場
し
や
す
い
が
、
そ
こ
に
お
い
て
食
物
は
た
だ
食
べ
る
対
象
と
し
て
、
摂

食
行
為
は
食
す
と
い
う
快
楽
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
美
味
を
楽
し
む
手
段
と

し
て
描
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
尾
崎
翠
作
品
に
お
け
る
食
描
写
は

食
物
が
生
々
し
い
味
覚
や
食
感
を
伴
わ
な
い
記
号
的
な
も
の
で
あ
る
。
食
に

対
す
る
こ
の
禁
欲
的
な
態
度
こ
そ
が
尾
崎
作
品
に
お
い
て
食
モ
チ
ー
フ
の

様
々
な
展
開
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
古
谷
鏡
子
は
「
日
常
の
中
の
非
日
常
空
間
・
物
の
位
置
―
―
尾
崎
翠

『
第
七
官
界
彷
徨
』」（『
新
日
本
文
学
』
第
三
七
巻
第
一
号
、
新
日
本
文

学
会
、
一
九
八
二
年
一
月
）
に
お
い
て
、
尾
崎
作
品
に
お
け
る
様
々
な
モ

チ
ー
フ
の
記
号
的
性
格
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
２
）
黒
澤
亜
里
子
「
尾
崎
翠
と
少
女
小
説
―
―
新
し
く
発
見
さ
れ
た
一
群
の

テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（
尾
崎
翠
著
・
稲
垣
眞
美
編
『
定
本
尾
崎

翠
全
集
』
下
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
一
〇
月
）、
四
四
三
〜
四
四

四
頁
。

（
３
）
久
米
依
子
は
、「
少
年
少
女
雑
誌
が
つ
く
る
近
代
―
―
尾
崎
翠
の
新
発

見
少
女
小
説
に
触
れ
な
が
ら
―
―
」（『
日
本
近
代
文
学
館
年
誌

資
料
探

索
』
第
一
一
号
、
日
本
近
代
文
学
館
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
に
お
い
て
、

「
浜
豌
豆
の
咲
く
頃
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
登
場
人
物
の
心
情
が
、
何
か

美
し
い
〈
物
〉
に
託
さ
れ
て
形
に
な
る
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
、
尾
崎
作
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品
に
度
々
見
ら
れ
る
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
あ
る
表
現
」（
五
六
頁
）
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
４
）
「
雪
の
上
」「
郵
便
箱
」
は
尾
崎
翠
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委
員
会
『
尾
崎

翠
を
読
む

新
発
見
資
料
・
親
族
寄
稿
・
論
文
編
』（
今
井
出
版
、
二
〇

一
六
年
三
月
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
本
田
和
子
『
異
文
化
と
し
て
の
子
ど
も
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年

一
二
月
）、
二
〇
九
頁
。
同
書
の
初
刊
は
一
九
八
二
年
六
月
、
紀
伊
國
屋

書
店
よ
り
刊
行
。

（
６
）
百
瀬
瑞
穂
「
氷
室
冴
子
の
『
ク
ラ
ラ
白
書
』
と
吉
屋
信
子
の
『
花
物

語
』」（『
成
蹊
人
文
研
究
』
第
一
一
号
、
成
蹊
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、

二
〇
〇
三
年
三
月
）、
二
四
〜
二
五
頁
。

（
７
）
舘
か
お
る
「
女
性
の
喫
煙
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

規
範
―
―
大
正
・
昭
和
戦
前
期
を
中
心
に
」（
舘
か
お
る
編
『
女
性
と
た

ば
こ
の
文
化
誌
―
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
と
表
象
』、
世
織
書
房
、
二
〇
一

一
年
三
月
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
二
年
に
女
性
向
け
煙
草
「
麗
」
が
発
売

さ
れ
、「
専
売
局
が
新
た
に
婦
人
向
け
煙
草
を
発
売
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
、

女
性
の
喫
煙
は
増
加
し
て
「
昭
和
期
に
入
る
と
、
女
性
の
喫
煙
に
関
す
る

デ
ィ
ス
ク
ー
ル
は
が
ぜ
ん
ふ
え
て
く
る
。
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
に
発

売
さ
れ
た
婦
人
向
け
煙
草
「
麗
」
を
め
ぐ
っ
て
の
攻
防
に
よ
る
こ
と
も
大

き
な
要
因
で
あ
る
が
、
専
売
局
が
新
た
に
婦
人
向
け
煙
草
を
発
売
し
よ
う

と
す
る
ほ
ど
、
女
性
の
喫
煙
は
増
加
し
て
お
り
、
そ
れ
は
風
俗
現
象
と
し

て
、
か
な
り
の
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
た
」（
六
一
頁
）
と
い
う
。
舘
が

紹
介
す
る
一
九
二
九
年
頃
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
コ
ラ
ム

で
は
「
良
家
」
の
娘
た
ち
が
煙
草
を
吸
う
姿
を
街
中
で
よ
く
見
か
け
る
と

書
か
れ
て
い
る
（
六
一
頁
）。
お
り
、
そ
れ
は
風
俗
現
象
と
し
て
、
か
な

り
の
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
。

（
８
）
石
毛
直
道
『
日
本
の
食
文
化
史
―
―
旧
石
器
時
代
か
ら
現
代
ま
で
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
）、
一
八
九
頁
。「
夏
逝
く
こ
ろ
」
や

「
哀
し
き
桜
草
」
に
も
牛
乳
は
登
場
す
る
が
、
こ
れ
ら
で
滋
養
食
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
９
）
北
川
扶
生
子
「
尾
崎
翠
『
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
の
午
後
』
に
お
け
る
パ
ロ

デ
ィ
の
方
法
―
―
世
界
を
解
体
す
る
〈
少
女
の
言
葉
〉
―
―
」（『
解
釈
』

第
四
八
巻
一
・
二
月
号
、
解
釈
学
会
、
二
〇
〇
二
年
二
月
）、
二
〇
頁
。

（
１０
）
趣
味
の
飲
食
物
史
料
研
究
会
著
『
趣
味
の
飲
食
物
史
料
』（
公
立
社
書

店
、
一
九
三
二
年
一
〇
月
）、
三
二
九
〜
三
三
〇
頁
。
こ
れ
ら
の
寸
評
は

日
本
香
料
株
式
会
社
の
橋
田
八
太
郎
に
よ
る
も
の
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
１１
）
垂
水
千
恵
「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
」（
垂
水
千
恵
編
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
モ

ダ
ン
都
市
文
化
第
一
六
巻

モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
』、
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇

六
年
五
月
）、
六
八
六
頁
。

（
１２
）
「
原
色
版
写
真

半
世
紀
前
の
洋
菓
子
」（
池
田
文
痴
菴
著
、
日
本
洋

菓
子
史
編
纂
委
員
会
監
修
『
日
本
洋
菓
子
史
』、
日
本
洋
菓
子
協
会
、
一

九
六
〇
年
九
月
）。
当
時
の
レ
シ
ピ
を
再
現
し
た
写
真
で
は
「
コ
ン
ポ
ー

ト
ポ
ム
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
レ
シ
ピ
（
補
七
頁
）
で
は
「
コ
ン
ポ
ー
ド

ポ
ン
ム
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
一
九
〇
七
年
頃
、
凮
月
堂
で
は
「
小
形

で
上
物
（
高
級
材
料
）」
を
「
ガ
ト
ウ
」、「
普
通
物
の
大
形
」
を
「
ケ
ー

キ
」
と
称
し
て
売
り
、「
コ
ン
ポ
ー
ト
ポ
ム
（
コ
ン
ポ
ー
ド
ポ
ン
ム
）」
は

「
ガ
ト
ウ
」
で
あ
っ
た
（
補
三
頁
）。

（
１３
）
「
今
に
の
こ
る
江
戸
の
涼
味
【
七
】
お
菓
子
の
は
な
し
」（『
東
京
朝
日

新
聞
』、
一
九
二
五
年
八
月
六
日
朝
刊
）、
七
頁
。

（
１４
）
婦
人
之
友
社
編
集
局
『
家
庭
で
出
来
る
和
洋
菓
子
』（
婦
人
之
友
社
、

一
九
二
六
年
二
月
）
一
〇
六
〜
一
〇
九
頁
、
主
婦
之
友
社
編
集
局
『
お
菓

子
の
作
り
方
百
卅
種
』（
主
婦
之
友
社
、
一
九
二
八
年
四
月
）
九
二
頁
。

（
１５
）
「
編
纂
者
よ
り
」、
婦
人
之
友
社
編
集
局
『
家
庭
で
出
来
る
和
洋
菓
子
』

（
婦
人
之
友
社
、
一
九
二
六
年
二
月
）、
一
頁
。

（
１６
）
川
崎
賢
子
『
尾
崎
翠

砂
丘
の
彼
方
へ
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年

三
月
）
二
六
三
頁
。
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（
１７
）
四
宮
俊
之
「
り
ん
ご
の
消
費
や
需
要
に
見
る
歴
史
文
化
性
の
差
異
に
つ

い
て
」（『
弘
前
大
学
大
学
院
地
域
社
会
研
究
科
年
報
』
第
四
号
、
弘
前
大

学
大
学
院
地
域
社
会
研
究
科
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
）、
二
七
〜
二
九
頁
。

（
１８
）
三
島
海
雲
『
長
寿
の
日
常
記
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
六
六
年
一

〇
月
）、
一
六
八
〜
一
六
九
頁
。

（
１９
）
塚
本
靖
代
『
尾
崎
翠
論

尾
崎
翠
の
戦
略
と
し
て
の
「
妹
」
に
つ
い

て
』、（
近
代
文
芸
社
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
）、
一
七
五
頁
。

（
２０
）
太
田
路
枝
「
尾
崎
翠
「
途
上
に
て
」
論
」（『
阪
神
近
代
文
学
研
究
』
第

七
号
、
阪
神
近
代
文
学
会
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）。

（
２１
）
溝
部
優
実
子
「
尾
崎
翠
『
途
上
に
て
』
―
―
〈
失
恋
〉
を
め
ぐ
る
物
語

―
―
」（『
国
文
目
白
』
第
五
四
号
、日
本
女
子
大
学
、二
〇
一
五
年
二
月
）。

（
２２
）
岡
沢
多
六
『
理
想
交
配
種
麺
麭
製
造
法
』（
菓
友
会
、
一
九
二
八
年
四

月
）
一
〇
四
〜
一
〇
六
頁
、
阿
久
津
正
蔵
「
菓
子
パ
ン
の
製
法
」（『
パ
ン

の
科
学
』、
糧
友
会
、
一
九
三
三
年
九
月
）
九
頁
、
吉
川
尚
三
『
製
パ
ン

法
全
解
』（
製
菓
実
験
社
、
一
九
三
四
年
一
一
月
）
二
三
〜
二
四
頁
。

（
２３
）
田
邊
玄
平
『
最
新
麵
麭
製
造
法
』（
東
京
割
烹
講
習
会
、
一
九
一
七
年

八
月
）
七
〇
頁
、
吉
田
忠
『
欧
米
各
国
パ
ン
種
及
パ
ン
製
造
法
』（
日
本

パ
ン
種
研
究
所
、
一
九
二
三
年
一
二
月
）
七
六
〜
七
八
頁
、
日
本
製
パ
ン

講
習
会
『
誰
に
も
出
来
る
パ
ン
の
製
造
法
』（
豊
文
社
書
院
、
一
九
二
〇

年
四
月
）
八
五
頁
。

（
２４
）
狩
野
啓
子
「
感
覚
の
対
位
法
―
―
尾
崎
翠
『
第
七
官
界
彷
徨
』」

（『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
へ
の
招
待
―
―
近
代
女
性
文
学
を
読
む
』、
學
藝

書
林
、
一
九
九
五
年
五
月
）、
二
四
五
頁
。

（
２５
）
注
１６
川
崎
前
掲
書
、
九
六
頁
。

ま
た
、
古
谷
鏡
子
は
尾
崎
作
品
に
お
け
る
恋
愛
の
場
面
に
は
必
ず
食
物

が
存
在
し
、
そ
の
食
べ
る
行
為
は
性
的
経
験
に
類
似
す
る
と
し
な
が
ら
、

食
物
は
単
に
物
語
を
演
出
す
る
小
道
具
や
感
情
の
象
徴
で
は
な
く
「
恋
の

実
体
そ
の
も
の
」
だ
と
指
摘
し
て
い
る
（
注
１
古
谷
前
掲
論
文
、
八
四

頁
）。一

方
、
三
浦
恵
美
子
は
、
尾
崎
作
品
に
お
け
る
共
食
は
親
密
性
を
芽
生

え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
性
的
な
も
の
と
結
び
つ
く
と
は
限

ら
な
い
と
古
谷
の
見
解
を
批
判
し
つ
つ
、
身
体
的
接
触
よ
り
も
共
食
や
共

食
さ
れ
る
食
物
に
よ
っ
て
関
係
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
が
尾
崎
作
品
に
お
け

る
恋
愛
の
特
徴
の
一
つ
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。（「
尾
崎
翠
研
究
―
―
恋
と

詩
を
め
ぐ
っ
て
」、『
日
本
文
學
』
一
〇
五
号
、
東
京
女
子
大
学
、
二
〇
〇

九
年
三
月
、
八
〇
〜
八
一
頁
）。

（
２６
）
注
２５
三
浦
前
掲
論
文
、
八
〇
頁
。

（
２７
）
峯
村
至
津
子
「
女
の
髪
と
非
正
常
世
界
―
―
「
第
七
官
界
彷
徨
」
に
於

け
る
町
子
の
髪
の
役
割
―
―
」（『
女
子
大
國
文
』
第
一
二
九
号
、
京
都
女

子
大
学
国
文
学
会
、
二
〇
〇
一
年
六
月
）、
二
〇
頁
。

（
２８
）
石
毛
直
道
『
食
卓
文
明
論
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
五
年
四
月
）、

一
五
八
頁
、
一
八
八
頁
、
一
九
八
頁
。

（
２９
）
西
山
夘
三
『
日
本
の
す
ま
い
（
弐
）』（
勁
草
書
房
、
一
九
七
六
年
六

月
）、
二
六
一
頁
。

（
３０
）
注
１６
川
崎
前
掲
書
、
二
二
八
頁
。

（
３１
）
近
藤
裕
子
「
尾
崎
翠
「
「歩
行
」
の
身
体
性
―
―
風
と
お
萩
と
お
た
ま

じ
ゃ
く
し
」（『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
四
八
巻
第
五
号
、
二

〇
〇
三
年
四
月
）、
八
八
頁
。

（
３２
）
注
３１
近
藤
前
掲
論
文
、
八
七
頁
。

（
３３
）
末
國
善
己
は
「
異
端
・
図
書
館
・
分
身
―
―
尾
崎
翠
『
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
』

試
論
」（『
尾
崎
翠
作
品
の
諸
相
』、
専
修
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
畑
研

究
室
、二
〇
〇
〇
年
六
月
）
に
お
い
て
、当
時
の
助
産
師
の
給
与
か
ら
「
少

な
く
と
も
産
婆
に
な
れ
ば
食
料
に
困
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
産
婆
は
女
性

が
自
立
す
る
た
め
の
数
少
な
い
職
業
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
八

四
頁
）。

（
３４
）
近
藤
裕
子
「
モ
ダ
ン
都
市
の
グ
ル
メ
案
内
記
」（
近
藤
裕
子
編
『
コ
レ
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ク
シ
ョ
ン
・
モ
ダ
ン
都
市
文
化
第
一
三
巻

グ
ル
メ
案
内
記
』、
ゆ
ま
に

書
房
、
二
〇
〇
五
年
一
一
月
）、
六
五
一
頁
。

（
３５
）
末
國
は
産
婆
学
が
日
々
の
糧
を
得
る
た
め
の
実
学
で
あ
る
こ
と
か
ら

「
産
婆
学
の
暗
記
者
」
は
「
パ
ン
」
の
世
界
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る
（
注
３３
末
國
前
掲
論
文
、
八
四
頁
）。

（
３６
）
武
内
佳
代
は
「
町
子
の
ク
ィ
ア
な
物
語
―
―
連
作
と
し
て
の
尾
崎
翠

『
第
七
官
界
彷
徨
』『
歩
行
』『
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
』
―
―
」（『
国
文
』
第
一
一

〇
号
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）
に

お
い
て
、
食
堂
で
出
会
っ
た
女
性
を
「
産
婆
学
の
暗
記
者
」
と
見
做
す
こ

と
を
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
「
非
常
識
」
と
し
、
ま
た
「
第
七
官
界
彷
徨
」「
歩

行
」「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
の
三
作
を
連
作
と
し
て
捉
え
た
上
で
「
嬢
の
唐
突

な
非
常
識
が
「
も
の
が
た
り
」
の
虚
構
性
そ
れ
自
体
の
明
示
だ
と
す
る
な

ら
、
そ
う
し
た
「
も
の
が
た
り
」
を
突
き
破
っ
て
ま
で
表
出
さ
れ
る
切
実

な
る
嬢
の
現
実
感
は
、
語
り
手
町
子
の
置
か
れ
た
現
実
が
い
か
に
彼
女
の

イ
マ
ジ
ナ
リ
ー
な
領
土
を
侵
し
脅
か
す
苦
界
で
あ
る
か
の
顕
示
と
み
な
せ

る
」（
五
八
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

【
付
記
】尾

崎
翠
作
品
の
本
文
引
用
は
尾
崎
翠
著
・
稲
垣
眞
美
編
『
定
本
尾
崎
翠

全
集
』
上
下
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
）
に
拠
る
。
ま
た
、
そ
の
他

の
引
用
は
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
旧
仮
名
遣
い
は
原
文
ま
ま
と
し
た
。

な
お
、
本
稿
は
二
〇
一
八
年
度
立
教
大
学
学
術
推
進
特
別
重
点
資
金
（
立

教
Ｓ
Ｆ
Ｒ
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
か
と
う

あ
す
な

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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