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永
井
荷
風
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
は
、
一
九
三
一
年
十
月
に
『
中

央
公
論
』
第
四
十
六
年
第
十
号
の
「
創
作
」
欄
に
発
表
さ
れ
た
作
品

で
あ
る
。『
中
央
公
論
』
で
の
発
表
時
に
は
「×
」
印
で
伏
せ
ら
れ
た

部
分
が
多
く
、
同
年
十
一
月
に
中
央
公
論
社
か
ら
『
つ
ゆ
の
あ
と
さ

き
』
と
し
て
発
行
さ
れ
た
際
に
は
伏
字
も
あ
る
程
度
埋
め
ら
れ
た

が
、
新
た
に
伏
字
と
な
っ
た
表
現
も
多
い
。
こ
の
作
品
は
作
者
の
生

涯
の
中
で
は
後
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
作
品
で
あ
り
、
荷
風
作
品
の

特
徴
と
も
言
え
る
「
女
給
」
を
主
人
公
と
し
て
い
る
。
作
者
の
永
井

荷
風
は
、
大
正
末
頃
か
ら
銀
座
の
「
カ
ッ
フ
ェ
ー
」
に
頻
繁
に
通
っ

て
い
た
記
録
が
残
さ
れ
て
お
り
、
荷
風
の
実
生
活
で
の
「
好
色
ぶ
り
」

は
非
常
に
有
名
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
今
日
ま
で
の
先
行
研
究
で
「
他
の
女
給
と
は
異
な
る

女
給
」
だ
と
指
摘
さ
れ
続
け
て
き
た
主
人
公
・
君
江
の
読
解
を
中
心

に
、
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
鶴
子
が
、
君
江
と
対
照
的
な
女
性
と

し
て
描
写
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
発
見
し
、
従
来
の
『
つ
ゆ

の
あ
と
さ
き
』
研
究
と
は
異
な
る
視
座
で
の
作
品
読
解
を
目
指
し

た
。
そ
の
中
で
、
筆
者
は
先
行
論
文
に
お
い
て
散
見
さ
れ
た
「
永
井

荷
風
は
女
性
に
対
し
て
侮
蔑
的
な
作
家
で
あ
っ
た
」
と
い
う
旧
来
の

作
家
像
に
は
疑
問
を
抱
い
た
。

荷
風
作
品
の
題
材
と
な
っ
て
き
た
「
娼
婦
」、
性
を
売
る
女
性
に
つ

い
て
は
、〈
型
〉
が
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
荷
風
作
品

に
お
い
て
娼
婦
た
ち
は
、
男
性
か
ら
一
方
的
に
搾
取
さ
れ
る
存
在
で

あ
り
、
結
果
と
し
て
「
永
井
荷
風
は
女
性
に
対
し
て
侮
蔑
的
」「
女
性

蔑
視
作
家
」
と
い
っ
た
作
家
像
が
今
日
に
至
る
ま
で
形
成
さ
れ
て
き

語
る 〈
女
〉 と
語
ら
れ
る 〈
女
た
ち
〉

金

田

み

か

―
永
井
荷
風
『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
に
お
け
る
語
り
論
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た
の
で
あ
る
。
荷
風
作
品
を
読
み
解
く
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
娼
婦
た

ち
の
存
在
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
筆
者
も
異
論
が
な
い
が
、『
つ
ゆ

の
あ
と
さ
き
』
の
君
江
は
、
女
給
で
あ
り
な
が
ら
従
来
の
〈
型
〉
か

ら
逸
脱
し
た
存
在
で
あ
り
、
鶴
子
は
不
倫
歴
が
あ
る
上
、
清
岡
に
対

し
て
敬
愛
の
念
を
一
切
抱
か
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
良
妻
賢
母
」
型
の
女

性
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
彼
女
た
ち
の
よ
う
な
女
性
を
も
作
品
の

モ
チ
ー
フ
と
し
た
荷
風
は
、
本
当
に
女
性
に
対
し
て
侮
蔑
的
な
作
家

で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
対
す
る
疑
問
を
解
決
に
導

く
一
助
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
筆
者
は
本
稿
を
執
筆
す
る
次
第

で
あ
る
。

『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
に
お
け
る
先
行
研
究
で
は
、
谷
崎
潤
一
郎
が

一
九
五
六
年
に
『
文
藝
』
に
寄
稿
し
た
「「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
を
読

む
」１
が
最
も
著
名
で
あ
り
、
こ
の
谷
崎
の
評
を
引
用
し
た
考
察
も
多

い
。
両
者
に
つ
い
て
は
、
谷
崎
の
『
刺
青
』
を
荷
風
が
絶
賛
し
た
こ

と
か
ら
親
交
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
発
表
当
時
、
否
定
的
に
受

け
止
め
ら
れ
た
『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
を
谷
崎
が
称
賛
す
る
な
ど
、

師
弟
の
よ
う
な
関
係
を
築
い
た
と
す
る
指
摘
も
存
在
す
る
２
。
そ
の

た
め
、
両
者
を
比
較
し
よ
う
と
す
る
先
行
研
究
も
多
く
見
ら
れ
た
。

そ
の
中
で
宮
城
達
郎
は
、
両
者
が
生
育
さ
れ
た
家
庭
環
境
、
特
に
母

親
に
着
目
し
つ
つ

�

荷
風
と
谷
崎
が
対
蹠
的
と
言
っ
て
よ
い
う
ら
は
ら
な
女
性
観

を
抱
い
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
荷
風
は
女
性

に
対
し
て
ま
っ
た
く
侮
蔑
的
で
あ
り
、
谷
崎
は
ま
た
徹
底
し
た

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
る
。３

と
述
べ
た
。
同
じ
東
京
出
身
と
い
え
ど
も
、
小
石
川
区
の
生
ま
れ
で
、

「
山
ノ
手
」
の
中
で
育
っ
た
荷
風
と
、
下
町
の
日
本
橋
で
育
っ
た
谷
崎

と
で
は
、
そ
の
生
育
環
境
に
は
大
き
な
差
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、

衆
議
院
議
員
や
外
交
官
な
ど
を
多
数
輩
出
し
た
名
家
で
の
幼
年
期
の

生
活
や
母
の
存
在
が
、
荷
風
の
女
性
観
に
直
接
作
用
し
た
と
す
る
な

ら
ば
、
荷
風
の
女
性
観
は
、
昔
な
が
ら
の
「
武
家
の
女
」
と
な
っ
た

は
ず
だ
。
当
然
、
荷
風
が
作
品
の
モ
チ
ー
フ
と
し
た
「
娼
婦
」
と
は

か
け
離
れ
て
お
り
、
荷
風
の
女
性
像
は
、
家
庭
の
中
だ
け
で
醸
成
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
荷
風
と
谷
崎
が
対
照
的
で
あ

る
が
た
め
、
荷
風
が
女
性
に
侮
蔑
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
短
絡
的
で

あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
宮
城
の
論
に
筆
者
は
同
意
し
か
ね
る
。

荷
風
が
女
性
に
対
し
て
侮
蔑
的
で
あ
る
、
と
し
た
別
の
論
で
は
奥

野
信
太
郎
の

荷
風
は
し
ば
し
ば
放
蕩
無
頼
と
い
う
こ
と
ば
を
も
つ
て
自
ら
を

評
し
て
い
る
。（
中
略
）
い
か
な
る
女
人
愛
好
の
場
に
お
い
て

も
、
つ
ね
に
自
ら
高
所
に
立
つ
て
女
を
安
易
に
扱
つ
て
ゐ
る
。

娼
婦
も
し
く
は
娼
婦
に
準
ず
る
女
性
と
の
交
渉
に
終
始
し
て
い
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る
の
も
、
こ
う
し
た
女
が
一
種
の
氣
安
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ

る
か
ら
で
あ
る
。４

と
い
う
言
説
が
存
在
す
る
。
奥
野
は
、
荷
風
の
「
好
色
趣
味
が
作
品

を
支
え
て
い
る
重
要
な
柱
の
一
本
」
で
あ
る
と
し
、
荷
風
が
娼
婦
以

外
の
女
性
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
客
と
し
て
女

性
の
「
性
」
を
買
っ
て
い
た
荷
風
は
、
女
性
を
安
易
に
扱
っ
て
い
た

の
か
。
た
だ
安
易
に
扱
う
の
な
ら
、
結
婚
し
て
女
性
を
家
庭
に
入
れ

て
し
ま
っ
た
方
が
良
い
し
、
実
際
に
荷
風
に
は
複
数
の
婚
姻
歴
が
あ

る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
買
う
必
要
の
あ
る
娼
婦
た
ち
を
相
手
と

し
た
荷
風
が
、「
女
を
安
易
に
扱
」
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
女
性

を
家
庭
に
入
れ
る
こ
と
な
ど
容
易
だ
っ
た
は
ず
の
荷
風
が
、
家
庭
の

外
に
い
る
女
性
と
関
係
を
持
ち
続
け
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
も
、

「
永
井
荷
風
＝
女
性
侮
蔑
作
家
」
と
い
う
通
説
に
は
疑
問
が
生
じ
て

く
る
。

岩
波
書
店
出
版
の
文
庫
版
に
お
い
て
解
説
を
執
筆
し
た
中
村
真
一

郎
は

生
涯
の
大
部
分
を
独
身
で
過
し
た
荷
風
は
、
日
本
人
離
れ
し
た

西
欧
的
合
理
主
義
か
ら
、
定
期
的
な
性
的
欲
求
を
満
す
た
め
に

だ
け
、
常
に
一
定
の
女
性
と
契
約
を
結
ん
で
い
た
。（
中
略
）

�

性
的
交
渉
を
す
る
相
手
は
、
絶
対
に
玄
人
に
限
り
、
素
人
の

女
性
に
は
手
を
つ
け
な
い
。
つ
ま
り
、
女
性
は
金
で
買
う
べ
き

で
あ
っ
て
、
同
じ
階
級
の
女
性
と
対
等
の
恋
愛
を
す
る
こ
と

は
、
罪
悪
で
あ
る
と
い
う
、
今
日
の
モ
ラ
ル
と
は
正
反
対
の
倫

理
感
５

を
抱
い
て
い
た
と
指
摘
し
た
。
こ
の
中
村
の
論
か
ら
は
、「
玄
人
」
の

女
性
と
の
み
関
係
を
持
っ
た
荷
風
は
、
女
性
に
「
ま
っ
た
く
侮
蔑
的
」

な
の
か
と
い
う
疑
問
が
起
こ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
荷
風
に
は

婚
姻
や
内
縁
期
間
な
ど
、
金
銭
を
介
さ
ず
に
女
性
の
「
性
」
を
手
に

入
れ
ら
れ
る
期
間
が
長
か
っ
た
。
そ
の
上
で
、
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
女
性
た
ち
と
の
関
係
を
続
け
た
姿
勢
か
ら
は
、「
客
」
と
し
て
の

立
場
を
弁
え
、
金
銭
と
い
う
報
酬
を
授
与
す
る
形
で
娼
婦
た
ち
を
尊

重
し
て
い
た
と
思
え
て
な
ら
な
い
。

一
方
で
、「
同
じ
階
級
の
女
性
と
対
等
の
恋
愛
」
を
し
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
倫
理
観
に
つ
い
て
は
、
荷
風
が
そ
の
よ
う
な
女
性
と
関
係

を
持
た
な
か
っ
た
事
実
か
ら
も
概
ね
同
意
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
じ

階
級
で
は
な
い
女
性
と
の
婚
姻
期
間
中
も
、
荷
風
の
視
線
は
常
に
家

庭
の
外
の
娼
婦
の
女
性
に
注
が
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
荷
風
に
と
っ

て
は
、
家
庭
の
外
に
い
る
女
性
で
あ
る
こ
と
も
必
要
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
こ
れ
ら
の
荷
風
が
女
性
に
対
し
て
求
め
た
条
件
は
、
当
時

の
価
値
基
準
と
は
か
け
離
れ
た
、
か
な
り
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
同

時
に
、
一
人
の
男
に
操
を
立
て
る
こ
と
が
美
徳
と
さ
れ
た
時
代
、
そ

の
枠
か
ら
逸
脱
す
る
女
性
た
ち
を
描
き
続
け
た
荷
風
は
、
女
性
を
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「
侮
蔑
」
し
た
と
い
う
よ
り
、「
尊
重
」
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
え
て
く
る
。

小
野
祥
子
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
荷
風
が
描
く
女
性
は
そ
の
殆

ど
が
娼
婦
で
あ
る
６
。
小
説
内
に
は
、
多
く
の
娼
婦
が
登
場
し
て
い

る
。
し
か
し
、
鶴
子
は
「
良
家
の
子
女
」
で
、
理
想
的
な
貞
操
観
を

持
つ
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
清
岡
を
残
し
て
洋
行
す
る
。
荷
風

が
描
い
た
女
性
の
中
で
、
鶴
子
の
存
在
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る
が
、

直
接
登
場
す
る
場
面
が
二
カ
所
の
み
で
あ
る
た
め
か
、
鶴
子
へ
の
言

及
は
従
来
の
研
究
で
は
殆
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
菅
聡
子
７
、

多
田
蔵
人
８
、
戸
松
泉
９
ら
が
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
娼
婦
〈
型
〉
か

ら
逸
脱
し
た
君
江
も
ま
た
異
質
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
筆
者

は
君
江
と
鶴
子
に
着
目
し
、『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
を
考
察
す
る
こ
と

が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

一　

君
江
が
語
る
君
江

君
江
は
こ
の
年
月
随
分
み
だ
ら
な
生
活
は
し
て
来
た
も
の
ゝ
、

し
か
し
そ
れ
ほ
ど
人
か
ら
怨
を
受
け
る
や
う
な
悪
い
こ
と
を
し

た
覚
え
は
、
ど
う
考
え
て
見
て
も
な
い
。（
本
文
八
十
一
頁
）

結
局
、
貸
間
の
代
と
髪
結
銭
さ
へ
あ
れ
ば
、
強
い
て
男
か
ら
金

な
ど
貰
ふ
必
要
が
な
い
。
金
な
ど
は
も
ら
は
ず
に
、
随
分
男
の

い
ふ
ま
ま
に
な
っ
て
や
っ
た
事
も
あ
る
ほ
ど
な
の
で
、
君
江
は

今
ま
で
い
か
ほ
ど
淫
恣
な
生
活
を
し
て
来
て
も
、
人
か
ら
左
程

怨
を
受
け
る
や
う
な
筈
は
な
い
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
る
。（
本
文

八
十
五
頁
）

「
君
江
さ
ん
。
あ
ん
た
、
何
と
も
な
い
事
。
そ
ん
な
も
の
見
て
。

わ
た
し
な
ら
破
ひ
て
し
ま
い
た
く
な
る
わ
。」
と
写
真
の
上
に

南
京
豆
を
打
ち
つ
け
た
の
は
、
も
と
歯
医
者
の
妻
で
生
活
難
か

ら
女
給
に
な
っ
た
鉄
子
で
あ
る
。

「
あ
な
た
。
随
分
焼
餅
や
き
ね
え
。」
と
君
江
は
却
っ
て
驚
い
た

や
う
に
鉄
子
の
顔
を
見
返
し
て
、「
い
ゝ
じ
ゃ
な
い
の
。
奥
様
な

ら
奥
様
で
。
気
に
し
な
い
だ
っ
て
。」（
本
文
九
十
七
頁
）

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
君
江
は
「
淫
恣
」
な
生
活
を
送
っ
て
き
た

こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
後
ろ
め
た
く
感
じ
る
様
子
は
一

切
な
く
、
他
者
か
ら
「
怨
」
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
は
何
一
つ
な
い

と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
「
淫
恣
」
な
生
活
を
送
る
理
由
は
好

奇
心
か
ら
で
あ
り
、
関
係
を
持
っ
た
男
性
た
ち
に
は
取
り
立
て
て
興

味
を
示
さ
な
い
。
彼
女
の
女
給
と
し
て
気
ま
ま
に
生
き
る
ポ
リ
シ
ー

が
読
み
取
れ
る
。

ま
た
、
君
江
の
恋
愛
観
に
つ
い
て
、
彼
女
は
「
生
れ
つ
い
て
の
浮

気
者
」
で
あ
り
、「
今
以
っ
て
小
説
な
ど
で
見
る
よ
う
な
恋
愛
」
を
し



62語る 〈女〉 と語られる 〈女たち〉

た
こ
と
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
嫉
妬
を
抱
く
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。

草
間
八
十
雄
は
女
給
の
職
業
と
私
生
活
に
つ
い
て
「
常
に
性
的
の
對

象
と
な
り
幾
多
の
男
性
に
笑
ひ
を
賣
る
女
、
其
反
動
と
し
て
濃
厚
な

る
戀
愛
に
陥
る
の
は
當
然
で
あ
る
。」 10
と
述
べ
て
い
る
。「
濃
厚
な
る

戀
愛
」
に
陥
り
や
す
い
点
は
君
江
も
同
様
だ
が
、
君
江
の
恋
愛
感
情

が
長
期
間
同
一
人
物
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
自
分
が

「
浮
気
者
」
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
事
実

が
他
人
か
ら
「
怨
」
を
買
っ
て
い
る
と
思
い
至
ら
な
い
君
江
は
、
女

給
と
い
う
客
商
売
に
従
事
し
て
い
な
が
ら
、
周
囲
の
人
物
へ
向
け
る

関
心
が
薄
い
。
こ
れ
は
客
だ
け
で
な
く
、
か
つ
て
同
じ
店
で
働
い
て

い
た
同
性
の
松
子
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
す
べ
て
の
他
人
に
興
味
を
示
さ
な
い
の
で
は
な
く
、
京

子
の
元
旦
那
の
川
島
や
昔
な
じ
み
の
松
崎
に
対
し
て
は
好
意
的
に
接

し
て
お
り
、
舞
踊
家
の
木
村
に
対
し
て
は
（
君
江
が
新
し
い
男
に
対

し
て
抱
く
興
味
も
あ
る
だ
ろ
う
が
）「
こ
の
ま
ま
別
れ
る
の
が
物
足

り
な
く
て
し
ょ
う
が
な
い
。」
と
ま
で
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
自
身
を

女
給
へ
誘
っ
た
京
子
に
対
し
て
も
、
友
好
的
に
接
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
君
江
に
と
っ
て
他
人
と
は
、
自
身
の
「
淫
恣
」
な
生
活
や
性
的

趣
向
を
包
み
隠
さ
ず
、
性
に
奔
放
で
あ
る
と
い
う
「
秘
密
」
を
共
有

す
る
人
物
た
ち
と
、
性
に
奔
放
な
生
活
を
秘
匿
に
す
る
人
物
た
ち
と

に
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
、
君
江
の
心
情
の
内
側
に
入

る
こ
と
を
許
さ
れ
た
人
物
た
ち
で
あ
り
、
後
者
は
君
江
か
ら
心
情
の

内
側
に
入
る
こ
と
を
拒
ま
れ
、
そ
の
外
側
に
位
置
付
け
ら
れ
る
人
物

た
ち
で
あ
る
。
川
島
や
松
崎
、
木
村
は
前
者
で
あ
り
、
君
江
の
恋
人

で
あ
る
清
岡
、
客
の
矢
田
、
君
江
に
怪
我
を
負
わ
せ
る
円
タ
ク
運
転

手
の
男
た
ち
は
後
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
君
江
は
す
べ
て
の

「
男
」
に
対
し
て
一
概
に
興
味
を
抱
か
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

君
江
は
肉
体
関
係
を
持
つ
男
性
に
つ
い
て
、「
初
め
て
逢
っ
た
男

に
対
し
て
は
、
た
び
た
び
馴
染
を
重
ね
た
男
に
対
す
る
時
よ
い
も
か

え
っ
て
一
倍
の
興
味
を
覚
え
、
思
う
さ
ま
男
を
悩
殺
し
て
見
な
け
れ

ば
、
気
が
す
ま
な
く
な
る
。（
中
略
）
美
男
子
に
対
す
る
時
よ
り
も
、

醜
い
老
人
や
ま
た
は
最
初
い
や
だ
と
思
っ
た
男
を
相
手
に
し
て
、
こ

う
い
う
場
合
（
＝
性
行
為
）
に
立
到
る
と
、
君
江
は
な
お
更
烈
し
く

い
つ
も
の
癖
が
増
長
」（
小
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
注
）
す
る
と
感
じ
て
い

る
。
君
江
が
容
姿
や
年
齢
で
男
性
を
選
ぶ
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、

君
江
は
後
者
の
心
情
の
内
側
に
入
る
こ
と
を
拒
む
人
物
た
ち
と
肉
体

関
係
を
持
つ
こ
と
も
多
く
、
ま
た
関
係
を
持
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
相

手
を
即
座
に
前
者
の
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
た

め
、
君
江
の
心
情
の
内
側
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
人
物
、
そ
れ
を

拒
ま
れ
た
人
物
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
区
分
に
は
、
肉
体
関
係
の
有

無
は
関
与
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
初
め
て
逢
っ
た

男
」
に
対
し
て
、
よ
り
強
い
興
味
を
抱
く
と
描
写
さ
れ
る
君
江
の
様
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子
か
ら
、
君
江
の
心
情
の
内
側
に
入
る
こ
と
を
当
初
は
許
さ
れ
た

が
、
後
に
そ
れ
を
拒
ま
れ
る
男
性
も
お
り
、
そ
の
代
表
例
が
清
岡
で

あ
る
。
そ
の
逆
の
パ
タ
ー
ン
も
想
定
さ
れ
、
両
者
の
区
分
の
中
で
の

位
置
づ
け
が
変
動
し
て
い
く
男
性
た
ち
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
君

江
は
恋
愛
関
係
に
な
い
男
性
と
も
関
係
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
男
性

の
〈
性
〉
に
強
い
興
味
を
持
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
即
ち
恋
愛
感
情
が

発
生
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
以
上
の
事
柄
か
ら
、
君
江
に

と
っ
て
、
恋
愛
感
情
に
結
び
付
く
相
手
へ
の
興
味
関
心
と
性
的
欲

求
、
肉
体
関
係
は
互
い
に
伴
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。二　

男
性
た
ち
が
語
る
君
江

『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
内
の
登
場
人
物
か
ら
君
江
は
ど
の
よ
う
に

語
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
男
性
の
登
場
人
物
に
絞
っ

て
分
析
す
る
。

▽
清
岡

�
�

清
岡
は
丁
度
そ
の
頃
、
一
時
妾
に
し
て
ゐ
た
映
画
女
優
の
玲

子
と
や
ら
を
人
に
奪
わ
れ
、
代
り
の
女
を
物
色
し
て
い
た
矢

先
、
君
江
が
身
も
心
も
捧
げ
尽
く
し
た
や
う
な
濃
厚
な
態
度

に
、
す
っ
か
り
迷
い
込
み
、
ど
ん
な
贅
沢
な
生
活
で
も
望
む

通
り
に
さ
せ
て
や
る
か
ら
、
女
給
を
や
め
る
よ
う
に
と
勧
め

た
。（
本
文
百
十
七
頁
）

�
�

間
も
な
く
入
梅
が
あ
け
て
夏
に
な
り
、
土
用
の
半
か
ら
そ
ろ

〳
〵
秋
風
の
立
ち
初
め
る
頃
ま
で
、
清
岡
は
何
一
つ
疑
う
所

も
な
く
、
心
か
ら
君
江
に
愛
さ
れ
て
い
る
も
の
と
ば
か
り
思

込
ん
で
い
た
。（
本
文
百
十
七
頁
）

清
岡
の
君
江
に
対
す
る
感
情
は
大
別
し
て
二
つ
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
第
一
に
、
前
の
妾
と
別
れ
た
ば
か
り
の
清
岡
は
君
江
の

「
濃
厚
な
」
態
度
に
ほ
だ
さ
れ
、「
君
江
に
愛
さ
れ
て
い
る
」
と
思
い

込
む
感
情
で
あ
る
。
君
江
が
、
他
の
女
給
と
同
じ
よ
う
に
「
老
人
に

身
を
寄
せ
て
平
気
」
で
い
る
の
は
、「
ひ
た
す
ら
生
活
の
安
定
を
得
よ

う
が
た
め
」
と
思
い
込
み
、
女
給
の
仕
事
を
続
け
る
理
由
は
「
カ
ッ

フ
ェ
ー
を
出
し
た
い
か
ら
」
だ
と
信
じ
て
い
た
。
君
江
に
自
分
の

「
専
有
物
」
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
欲
望
を
抱
く
が
、「
君
江
に
愛

さ
れ
て
い
る
」
時
点
の
清
岡
は
、
他
の
客
と
関
係
を
持
っ
て
も
、
彼

女
の
愛
は
自
分
の
「
専
有
物
」
だ
と
信
じ
込
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
君
江
が
京
子
も
交
え
、
松
崎
と
思
わ
れ
る
老
人
と
「
遊
」

ん
で
い
る
様
子
を
盗
み
聞
き
し
た
清
岡
は
、
君
江
に
対
し
て
「
い
う

に
言
わ
れ
ぬ
憎
悪
の
念
」
を
抱
き
、「
弄
ぶ
だ
け
弄
ん
で
随
意
に
捨
て

て
し
ま
え
ば
そ
れ
で
よ
い
の
だ
と
い
う
よ
う
な
心
持
」
に
変
化
す
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る
。「

君
江
に
愛
さ
れ
て
い
る
」
時
点
の
清
岡
は
、
君
江
を
特
殊
な
存

在
、
自
身
に
対
し
て
特
別
な
愛
情
を
捧
げ
る
女
性
だ
と
思
い
込
ん
で

い
る
の
だ
。
そ
れ
で
は
清
岡
は
、
自
身
が
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
て
ま
で

彼
女
を
専
有
し
よ
う
と
す
る
自
分
か
ら
の
「
愛
情
」
と
等
価
交
換
す

る
形
で
君
江
か
ら
の
「
濃
厚
な
態
度
」、
す
な
わ
ち
彼
女
の
愛
情
を
手

に
入
れ
て
い
た
と
言
え
る
の
か
。

こ
の
疑
問
に
対
し
、
筆
者
は
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
の「
贈
与
論
」 11

を
引
用
し
た
い
。
モ
ー
ス
は
「
招
待
と
い
う
の
は
、
さ
れ
れ
ば
お
返

し
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
」
で
あ
り
、「
招
待
と
い
う
の
は
、

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
し
、
さ
れ
た
ら
受
け
な
く
て
は

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
た
。
こ
の
「
招
待
」
と
は
、
物
の

贈
与
の
こ
と
で
あ
る
。
贈
り
物
と
は
建
前
上
は
自
発
的
に
相
手
に
贈

ら
れ
る
が
、
実
際
は
贈
り
物
を
さ
れ
た
ら
相
手
は
必
ず
受
け
取
り
、

お
返
し
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
だ
。
こ
の
贈
り
物
の

概
念
は
、『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
に
お
け
る
清
岡
の
君
江
へ
の
愛
情
と

一
致
し
て
い
る
。
清
岡
の
思
考
で
は
、
自
分
の
愛
情
を
君
江
が
受
け

取
る
の
は
当
然
で
あ
る
し
、
自
分
か
ら
の
「
愛
情
」
の
贈
与
に
対
し

て
、
君
江
か
ら
も
同
様
の
贈
与
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
、
と
い
う
わ

け
だ
。

し
か
し
、
こ
の
清
岡
の
「
贈
与
」
が
、
老
人
と
の
密
会
と
い
う
「
裏

切
り
行
為
」
を
目
撃
し
て
か
ら
憎
し
み
一
辺
倒
に
な
る
か
と
思
え
ば

そ
う
で
も
な
い
。
以
降
も
清
岡
は
、
君
江
の
パ
ト
ロ
ン
と
な
り
、「
明

日
と
い
わ
ず
即
座
に
カ
ッ
フ
ェ
ー
な
り
酒
場
な
り
開
業
」
さ
せ
る
か

と
考
え
て
い
る
。
君
江
か
ら
の
「
贈
与
」
が
失
わ
れ
て
も
清
岡
か
ら

の
贈
与
は
続
い
て
い
る
の
だ
。
君
江
か
ら
の
「
贈
与
」
が
完
全
に
消

失
し
て
い
る
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
も
の
の
、
君
江
か
ら
の
「
贈
与
」

に
対
し
て
、
清
岡
の
そ
れ
は
不
均
等
な
も
の
に
思
え
る
。
裏
切
ら
れ

て
も
、
君
江
に
「
贈
与
」
す
る
清
岡
の
行
動
か
ら
は
、
自
分
の
贈
与

を
君
江
が
受
け
取
る
こ
と
は
必
然
で
、
ま
た
君
江
か
ら
贈
与
が
返
さ

れ
、
自
分
が
そ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
も
必
然
、
と
い
う
心
理
が
読
み

取
れ
る
。
つ
ま
り
清
岡
は
、
君
江
か
ら
の
贈
与
を
再
び
受
け
よ
う
と

し
て
い
る
の
だ
。

最
も
、
清
岡
は
君
江
の
こ
と
を
「
捨
て
て
し
ま
え
ば
そ
れ
で
よ
」

い
存
在
と
感
じ
て
お
り
、
他
の
女
給
と
待
合
へ
行
っ
た
り
、
芸
者
を

身
受
し
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
贈
与
」
か
ら
君
江
と
清

岡
を
考
察
す
る
と
従
来
、
君
江
と
清
岡
と
の
間
で
交
換
さ
れ
て
い
た

愛
情
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
怨
」
が
生
ま
れ
る
、

と
い
う
従
来
の
解
釈
と
は
異
な
る
清
岡
の
姿
が
見
え
て
く
る
。
映
画

女
給
を
妾
に
し
て
い
た
清
岡
で
す
ら
も
縋
り
付
く
ほ
ど
の
「
価
値
」

が
君
江
に
は
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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▽
川
島

�
�

川
島
は
わ
づ
か
二
年
見
ぬ
間
に
変
れ
ば
変
る
も
の
だ
と
思
ふ

と
、
ぢ
っ
と
見
詰
め
た
目
を
そ
む
け
る
暇
が
な
い
。
其
の
時

分
に
は
い
く
ら
淫
奔
だ
と
い
っ
て
も
ま
だ
肩
や
腰
の
あ
た
り

の
ど
こ
や
ら
に
生
娘
ら
し
い
様
子
が
残
っ
て
い
た
の
が
、
今

で
は
頬
か
ら
頤
へ
か
け
て
面
長
の
横
顔
が
す
っ
か
り
垢
抜
け

し
て
、
肩
と
頸
筋
と
は
か
え
っ
て
そ
の
時
分
よ
り
弱
々
し

く
、
し
な
や
か
に
見
え
な
が
ら
、
開
け
た
浴
衣
の
胸
か
ら

坐
っ
た
腿
の
あ
た
り
の
肉
づ
き
は
あ
く
ま
で
豊
艶
に
な
っ

て
、
全
身
の
姿
の
何
処
と
い
ふ
こ
と
な
く
、
正
業
の
女
に
は

見
ら
れ
な
い
妖
冶
な
趣
が
目
に
つ
く
や
う
に
な
っ
た
。（
中

略
）
女
の
方
で
は
別
に
誘
う
気
が
な
く
て
も
、
男
の
心
が
お

の
ず
と
乱
れ
て
誘
い
出
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。（
本
文
百

九
十
五
頁
）

川
島
は
昔
、
京
子
を
身
請
け
し
て
い
た
元
旦
那
で
あ
り
、
横
領
罪

で
服
役
し
て
い
た
。
君
江
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
君

江
の
「
奔
放
さ
」
を
知
っ
て
は
い
る
が
、
君
江
が
女
給
に
な
っ
て
い

た
こ
と
は
彼
女
か
ら
告
げ
ら
れ
る
ま
で
知
ら
な
い
。
だ
が
、
君
江
か

ら
女
給
に
な
っ
た
旨
や
、
円
タ
ク
の
運
転
手
に
暴
行
さ
れ
た
こ
と
を

明
か
さ
れ
て
も
、
彼
女
へ
の
態
度
は
全
く
変
わ
ら
な
い
。『
つ
ゆ
の
あ

と
さ
き
』
は
客
観
的
な
語
り
に
よ
っ
て
物
語
が
進
行
す
る
が
、
矢
田

の
語
り
で
は
「
濃
艶
」
の
一
言
で
表
現
さ
れ
た
君
江
の
艶
め
か
し
さ

が
、
川
島
の
眼
差
し
を
通
し
て
熱
烈
に
書
き
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
語
ら
れ
る
君
江
の
姿
は
、
川
島
の
興
奮
を
反
映
し
た
か
の
よ
う
な

熱
烈
さ
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
度
合
い
は
作
品
随
一
と
も
言
え
る
 12
。

そ
の
後
川
島
は
、
君
江
と
一
晩
を
過
ご
し
た
こ
と
を
冥
途
の
土
産

に
し
て
命
を
絶
つ
。
昔
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
の
な
ら
ば
、
京
子
に

会
い
に
行
く
選
択
肢
も
な
い
で
は
な
い
し
、
家
族
の
元
へ
戻
っ
て
も

何
ら
不
自
然
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
耻
を
晒
し
て
歩
く
位
な
ら
」
と

死
に
場
所
を
探
し
求
め
て
い
た
川
島
は
、
や
り
直
さ
せ
よ
う
と
自
身

を
励
ま
す
の
で
は
な
く
、
死
を
後
押
し
し
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
の

君
江
を
求
め
て
い
る
。
川
島
が
求
め
た
こ
の
君
江
の
姿
は
、
清
岡
ら

に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
君
江
像
と
は
、
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
場
面
で
の
君
江
と
川
島
の
性
行
為
は
、
君
江
が
自
分
の
性
的

欲
求
、
好
奇
心
を
満
た
す
た
め
に
行
っ
て
い
た
他
の
男
性
た
ち
と
の

性
行
為
と
は
明
ら
か
に
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
川
島
の
語
り
と
死
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
男
性
を
弄
ぶ
悪
女
の
ご
と
く
描
か
れ
て
き
た
君

江
の
新
し
い
一
面
が
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
君
江
と
対
を
な
す
存
在
で
あ
る
鶴
子
に
つ
い
て
の
記
述
を
分

析
し
て
い
く
。
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三　

鶴
子
が
語
る
鶴
子

�
�
�

自
分
と
進
と
の
間
柄
は
今
で
は
名
ば
か
り
の
夫
婦
で
、
入
籍

す
る
の
、
し
な
い
の
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
は
な
い
。（
中

略
）
今
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
自
分
を
正
妻
に
し
て
籍
を
入

れ
る
事
を
ま
さ
か
拒
み
は
し
ま
い
け
れ
ど
、
さ
し
て
喜
び
も

し
な
い
事
は
言
わ
ず
と
明
で
あ
る
。
事
に
よ
れ
ば
却
て
迷
惑

そ
う
な
顔
を
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
と
思
う
と
、
鶴
子
は

老
人
の
好
意
を
か
た
じ
け
な
く
思
う
に
つ
け
、
其
の
好
意
を

受
け
る
事
の
で
き
な
い
身
の
上
を
省
み
て
涙
を
催
さ
ず
に
は

い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
鶴
子
は
殆
ど
あ
き
れ

返
っ
て
、
嫉
妬
の
情
を
起
す
よ
り
も
次
第
に
夫
の
人
格
に
対

し
て
底
知
れ
ぬ
絶
望
の
悲
し
み
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。

（
本
文
百
三
十
五
頁
）

�
�
�

鶴
子
は
女
学
校
に
通
っ
て
い
た
時
か
ら
、
仏
蘭
西
の
老
婦
人

に
就
い
て
語
学
と
礼
法
の
個
人
教
授
を
受
け
、
ま
た
国
学
者

某
氏
に
就
い
て
書
法
と
古
典
の
文
学
を
学
ん
だ
事
も
あ
っ
た

の
で
、
結
局
そ
れ
ら
の
修
養
と
趣
味
と
が
か
え
っ
て
禍
を
な

し
、
没
趣
味
な
軍
人
の
家
庭
に
は
い
た
た
ま
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
と
共
に
自
分
か
ら
夫
に
択
ん
だ
文
学
者
清
岡
進
の
人
物

に
対
し
て
永
く
敬
愛
の
情
を
捧
げ
て
い
る
事
が
で
き
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。（
本
文
百
三
十
五
頁
）

�
�
�

あ
ま
り
名
残
を
惜
し
む
よ
う
な
様
子
を
見
せ
て
、
無
理
に
引

留
め
ら
れ
て
も
困
る
し
、
と
云
っ
て
、
あ
ま
り
冷
淡
に
し
て
、

そ
れ
が
た
め
軽
薄
無
情
な
女
だ
と
思
込
ま
れ
る
の
は
元
よ
り

好
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
。（
本
文
百
七
十
三
頁
）

本
分
引
用
の
傍
線
は
筆
者
注
。
鶴
子
は
、
小
説
内
で
「
創
作
家
清

岡
進
先
生
の
御
夫
人
鶴
子
さ
ま
。」
と
紹
介
さ
れ
る
な
ど
、
夫
を
支
え

る
「
シ
ャ
ン
」
な
夫
人
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
良

妻
賢
母
」
型
の
女
性
と
し
て
の
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

不
倫
の
末
に
清
岡
の
妻
と
な
っ
た
鶴
子
は
、
前
夫
に
と
っ
て
「
良
妻
」

で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
鶴
子
は
自
ら
の
不
倫
を
語
る
こ
と
で
、
実
像

は
小
説
内
の
世
間
一
般
か
ら
の
評
価
と
は
乖
離
し
て
い
る
こ
と
を
読

者
に
提
示
し
て
い
る
。

鶴
子
は
清
岡
と
の
婚
姻
生
活
を
悲
観
し
、「
深
く
絶
望
」
し
て
「
自

分
が
為
し
た
過
の
報
い
」
と
思
い
諦
め
て
お
り
、
義
父
に
の
み
思
い

を
打
ち
明
け
る
が
、
そ
れ
以
外
の
人
物
に
は
夫
と
の
関
係
を
明
か
さ

な
い
。
鶴
子
は
清
岡
と
正
式
に
籍
を
入
れ
る
こ
と
を
許
す
と
い
う
義

父
の
申
し
出
も
固
辞
す
る
な
ど
、
清
岡
と
の
関
係
を
修
復
で
き
な
い

も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
か
つ
て
の
恩
師
か
ら
洋
行
の
話

を
持
ち
掛
け
ら
れ
る
と
「
と
か
く
の
思
慮
を
費
す
暇
も
な
い
」
と
即
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座
に
了
承
し
、
自
身
の
「
門
出
の
幸
あ
る
を
喜
」
ん
で
い
る
。
清
岡

に
洋
行
の
許
可
を
求
め
る
際
も
、「
引
留
め
ら
れ
て
も
困
る
」
し
、

「
軽
薄
無
情
な
女
」
と
思
わ
れ
る
の
も
嫌
と
い
う
態
度
を
取
っ
て
お

り
、
今
さ
ら
正
式
に
清
岡
の
妻
に
な
り
た
く
な
い
と
い
う
思
い
が
読

み
取
れ
る
。
こ
の
鶴
子
の
様
子
か
ら
は
、
意
固
地
で
、
か
つ
世
間
体

を
気
に
す
る
自
分
本
位
な
女
性
と
い
う
従
来
の
鶴
子
評
か
ら
は
か
け

離
れ
た
人
物
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

ま
た
、
鶴
子
は
婚
姻
関
係
に
あ
り
な
が
ら
清
岡
と
不
倫
す
る
、
清

岡
と
は
内
縁
関
係
を
続
け
つ
つ
、
敬
愛
の
念
を
抱
い
て
い
な
い
な

ど
、
彼
女
に
と
っ
て
の
恋
愛
感
情
と
性
的
欲
求
、
肉
体
関
係
は
結
び

付
く
も
の
で
は
な
い
。
一
見
、
性
に
奔
放
な
君
江
と
は
正
反
対
の
女

性
と
し
て
、
不
幸
で
貞
淑
な
女
性
と
読
解
さ
れ
て
き
た
鶴
子
も
、
君

江
と
同
じ
く
恋
愛
感
情
と
肉
体
関
係
が
結
び
付
か
な
い
女
性
な
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
鶴
子
は
君
江
の
正
反
対
の
女
性
な
だ
け
で
は
な

く
、（
多
数
の
男
性
と
関
係
を
持
つ
こ
と
は
な
い
も
の
の
）
恋
愛
感
情

や
肉
体
関
係
へ
の
ス
タ
ン
ス
に
は
、
鶴
子
と
君
江
の
共
通
性
が
見
い

だ
せ
る
。

そ
し
て
、
恩
師
か
ら
持
ち
掛
け
ら
れ
た
洋
行
話
に
対
し
て
「
元
気

さ
え
出
て
来
た
よ
う
な
心
持
」
に
な
り
、
思
い
が
け
ず
不
幸
な
生
活

を
脱
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
得
た
喜
び
と
、
こ
の
機
会
を
絶
対
に
逃
さ
ず

に
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
執
着
心
、
そ
し
て
未
来
へ
の
希
望
を
抱

く
。
こ
の
場
面
の
鶴
子
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
語
り
は
、
鶴
子
が
小
説
前

半
で
語
っ
た
不
幸
で
諦
観
的
な
様
子
か
ら
変
わ
り
、
こ
の
チ
ャ
ン
ス

を
逃
す
も
の
か
と
い
う
衝
動
に
突
き
動
か
さ
れ
る
鶴
子
の
私
欲
が
滲

ん
で
い
る
。
こ
の
語
り
の
変
化
も
鶴
子
登
場
時
か
ら
徐
々
に
描
写
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
洋
行
話
が
持
ち
掛
け
ら
れ
た
際
に
一
気
に
変

化
し
て
お
り
、
そ
の
性
急
さ
か
ら
も
鶴
子
の
語
り
が
従
来
の
も
の
か

ら
一
八
〇
度
転
換
し
た
印
象
を
読
者
に
与
え
る
。
家
族
制
度
の
し
き

た
り
に
囚
わ
れ
続
け
て
き
た
鶴
子
の
様
子
か
ら
す
れ
ば
、
清
岡
や
義

父
の
承
諾
を
得
ず
に
了
承
の
返
事
を
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ

の
洋
行
話
に
よ
っ
て
、
鶴
子
は
語
り
だ
け
で
な
く
、
行
動
ま
で
も
が

転
換
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鶴
子
の
語
り
は
小
説
内
時
間
の
進
行
と

と
も
に
変
化
し
て
い
く
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四　

男
性
た
ち
が
語
る
鶴
子

�
�
�

男
は
大
抵
乖
戻
放
慢
の
徒
で
、
女
は
ま
づ
禽
獣
と
大
差
な
き

も
の
と
思
込
ん
で
い
る
矢
先
、
鶴
子
の
言
葉
使
ひ
や
挙
動
の

し
と
や
か
な
事
が
ま
す
ま
す
不
思
議
に
思
わ
れ
、
更
に
ま

た
、
こ
れ
ほ
ど
礼
節
を
も
わ
き
ま
え
て
い
る
女
が
ど
う
し
て

姦
通
の
罪
を
犯
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
家
へ
帰
っ
た
後
も
頻
に

心
を
労
し
た
末
、
ふ
と
老
人
は
鶴
子
が
操
を
破
っ
た
の
は
あ
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る
い
は
放
蕩
無
頼
な
倅
に
欺
か
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
い

ふ
気
が
し
た
。（
清
岡
の
父
、
本
文
百
三
十
三
頁
）

�
�
�

抑
々
清
岡
に
は
最
初
か
ら
鶴
子
を
正
妻
に
迎
え
る
ほ
ど
の
堅

い
決
心
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
唯
折
々
人
目
を
忍
ん
で

逢
瀬
を
た
の
し
む
く
ら
い
に
留
め
て
置
く
つ
も
り
で
あ
っ
た

が
、
女
の
方
が
非
常
に
ま
じ
め
で
、
事
件
が
案
外
重
大
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
（
中
略
）

�
�
�

其
の
後
清
岡
は
月
日
の
立
つ
に
つ
れ
て
自
分
の
品
行
の
修
ら

な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
何
と
な
く
面
伏
な
気
が
し
だ
し
て
、
冗

談
一
ツ
言
う
に
も
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
心
持
が
し

て
窮
屈
で
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
が
た
め
、
一
日
に
一
度

は
ど
う
し
て
も
カ
ッ
フ
ェ
ー
か
待
合
に
行
っ
て
女
給
か
芸
者

を
相
手
に
下
ら
な
い
事
を
言
い
な
が
ら
酒
を
飲
ま
な
け
れ
ば

心
寂
し
く
て
な
ら
な
い
よ
う
な
習
慣
に
な
っ
た
。（
清
岡
、
本

文
九
〇
頁
）

�
�
�「

実
に
さ
び
し
い
出
発
で
し
た
な
。」
と
村
岡
は
既
に
人
影
の

な
く
な
っ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
見
廻
し
な
が
ら
初
め
て

歩
み
出
し
た
。

�
�
�「
彼
の
女
の
生
活
も
こ
れ
で
第
一
篇
の
終
を
告
げ
た
の
だ
。」

と
進
は
吸
い
か
け
の
巻
煙
草
を
線
路
の
方
へ
投
捨
て
た
。

（
村
岡
・
清
岡
、
本
文
百
七
十
四
頁
）

引
用
の
小
カ
ッ
コ
内
に
誰
か
ら
の
語
り
で
あ
る
か
補
足
し
た
。
男

性
た
ち
の
視
点
か
ら
身
体
の
肉
感
が
あ
り
あ
り
と
描
か
れ
る
君
江
に

対
し
て
、
鶴
子
は
そ
れ
が
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
鶴
子
の
容
姿
へ
の
描

写
は
、
本
文
六
十
三
頁
よ
り
「
年
の
頃
は
三
十
近
い
奥
様
ら
し
い
品

の
い
い
婦
人
」
で
、「
白
い
肩
掛
を
引
掛
け
た
丈
の
す
ら
り
と
し
た
痩

立
の
姿
は
、
頸
の
長
い
目
鼻
立
の
鮮
な
色
白
の
細
面
と
相
俟
っ
て
、

い
か
に
も
淋
し
気
に
沈
着
い
た
様
子
」
だ
と
語
ら
れ
る
が
、
こ
の
視

点
は
小
説
内
の
人
物
で
は
な
く
、
菅
原
克
也
の
「
語
り
論
」
で
言
う

と
こ
ろ
の
「
物
語
の
作
中
人
物
と
は
な
ら
な
い
語
り
手
」
の
も
の
で

あ
る
。
こ
の
語
り
の
視
点
は
、
小
説
内
の
誰
の
視
点
も
含
ん
で
お
ら

ず
、
あ
る
意
味
で
一
番
公
平
に
鶴
子
を
評
価
し
う
る
も
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
鶴
子
は
小
説
内
の
世
間
一
般
か
ら
、

「
品
の
い
い
奥
様
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
鶴
子
を
三
人
称
で
評
価
す
る
語
り
は
こ
の
場
面
の
み
で

あ
り
、
小
説
内
の
人
物
た
ち
か
ら
鶴
子
へ
向
け
ら
れ
た
語
り
自
体
が

君
江
よ
り
も
圧
倒
的
に
少
数
で
あ
る
こ
と
は
着
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ

う
。
君
江
は
小
説
内
人
物
の
語
り
に
よ
っ
て
、
性
に
奔
放
な
女
性
と

い
う
実
態
が
暴
か
れ
た
が
、
そ
も
そ
も
鶴
子
に
向
け
ら
れ
た
語
り
自

体
が
非
常
に
少
な
く
、
読
者
は
鶴
子
本
人
の
語
り
に
よ
っ
て
、
初
め

て
周
囲
か
ら
の
鶴
子
像
と
実
態
の
乖
離
に
気
づ
く
。
そ
し
て
、
そ
れ

も
読
者
以
外
に
は
明
か
さ
れ
ず
、
清
岡
は
じ
め
小
説
内
の
人
物
は
鶴
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子
が
小
説
内
か
ら
退
場
し
て
も
、
な
お
知
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
小

説
内
の
男
性
た
ち
は
、
君
江
の
実
態
を
知
る
機
会
は
定
期
的
に
与
え

ら
れ
て
い
る
が
、
鶴
子
の
実
態
を
知
る
機
会
は
誰
一
人
と
し
て
与
え

ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
態
の
暴
か
れ
方
と
い
う
点
で
は
、

君
江
と
鶴
子
は
真
逆
で
あ
る
。

小
説
内
の
人
物
た
ち
の
鶴
子
へ
の
語
り
は
本
文
を
引
用
し
た
三
場

面
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
小
説
内
で
鶴
子
へ
下
さ
れ
る
評
価
は
常

に
「
礼
節
」
を
わ
き
ま
え
た
「
良
妻
」
と
し
て
の
鶴
子
を
想
定
し
て

い
る
も
の
だ
と
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
語
る
側
の
男
性
た
ち
は
、

「
気
苦
労
の
絶
え
な
い
不
幸
な
婦
人
」
と
い
う
前
提
の
下
で
鶴
子
を

語
る
の
だ
。
し
か
し
、
鶴
子
は
第
三
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
も
は

や
清
岡
と
の
結
婚
な
ど
望
ん
で
お
ら
ず
、
事
実
上
の
離
縁
を
す
る
時

も
自
分
だ
け
が
損
を
し
な
い
よ
う
に
世
間
体
を
考
慮
す
る
な
ど
、
計

算
高
く
自
分
本
位
な
面
も
併
せ
持
つ
女
性
で
あ
る
。
こ
の
鶴
子
が
自

ら
語
っ
た
鶴
子
像
と
、
周
囲
の
人
々
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
鶴
子
像
の

間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
君
江
に
も
同
じ
で

あ
る
。
君
江
は
性
の
奔
放
さ
を
、
ま
さ
か
自
ら
明
ら
か
に
は
し
な
い

が
、
隠
そ
う
と
は
し
な
い
。
さ
ら
に
君
江
に
は
「
人
か
ら
怨
を
受
け

る
」
よ
う
な
自
覚
は
な
い
が
、
実
際
に
は
複
数
の
男
性
か
ら
「
怨
」

を
買
っ
て
お
り
、
自
己
評
価
と
小
説
内
の
男
性
た
ち
か
ら
下
さ
れ
る

評
価
（
語
り
）
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、「
小
説
内
に
お
け

る
他
人
か
ら
の
評
価
と
自
己
評
価
の
乖
離
」
と
い
う
点
で
も
、
君
江

と
鶴
子
は
同
一
と
な
る
。

五　

君
江
と
鶴
子
と
語
り

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
君
江
と
鶴
子
は
そ
れ
ぞ
れ
自
ら

「
語
る
」
側
と
な
る
語
り
、
そ
し
て
他
人
か
ら
「
語
ら
れ
る
側
」
と
な

る
語
り
の
二
つ
の
側
面
が
描
か
れ
る
。
従
来
の
先
行
研
究
で
は
、
鶴

子
は
性
に
奔
放
な
君
江
と
対
を
な
す
女
性
と
さ
れ
る
こ
と
が
殆
ど
で

あ
り
、
鶴
子
は
お
ま
け
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
っ
た
鶴
子
評
さ
え
見
ら

れ
た
。
し
か
し
、
君
江
と
鶴
子
は
全
く
正
反
対
の
女
性
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。

ま
ず
、
君
江
は
自
身
が
語
る
よ
り
も
男
性
た
ち
か
ら
語
ら
れ
る
こ

と
が
圧
倒
的
に
多
く
、
ま
た
君
江
を
語
る
人
物
は
、
過
去
現
在
問
わ

ず
君
江
の
客
の
男
性
た
ち
が
殆
ど
で
あ
る
。
カ
ッ
フ
ェ
ー
の
客
以
外

で
君
江
を
語
る
の
は
、
村
岡
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
君
江
が
女
給
で

あ
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
語
ら
れ
る
機
会
が
多

い
君
江
は
、
好
意
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
否
定
的
に
語
ら

れ
る
こ
と
も
多
い
。
つ
ま
り
、
君
江
は
小
説
の
中
で
、
語
り
と
し
て

プ
ラ
ス
か
ら
マ
イ
ナ
ス
ま
で
様
々
な
評
価
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
君

江
に
対
す
る
語
り
は
、
そ
の
ま
ま
語
り
手
と
君
江
の
関
係
性
を
反
映
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し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
小
説
内
の
男
性
た
ち
を
、
君
江
を
ど
の
よ

う
に
語
る
か
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
動
の
み
か
ら

区
分
す
る
と

⒜　

好
意
的
：
川
島
、
松
崎
、
村
岡
、
矢
田

⒝　

否
定
的
：
清
岡
、
円
タ
ク
の
運
転
手

⒞　

好
意
的
か
否
定
的
か
不
明
：
木
村

以
上
の
三
グ
ル
ー
プ
に
区
切
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
中
で
村
岡

だ
け
は
君
江
の
客
で
な
い
が
、
他
は
全
員
が
君
江
の
客
で
あ
る
。
⒜

の
好
意
的
な
語
り
を
し
た
人
物
た
ち
の
中
で
も
、
第
一
章
で
述
べ
た

「
君
江
の
心
情
の
中
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
」
川
島
と
松
崎
、
拒
ま

れ
た
村
岡
と
矢
田
に
再
区
分
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
⒝
の
否
定

的
な
語
り
を
し
た
清
岡
と
円
タ
ク
の
運
転
手
は
、
ど
ち
ら
も
「
君
江

の
心
情
の
中
に
入
る
」
こ
と
を
拒
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
⒞
の
好

意
的
か
否
定
的
か
不
明
で
あ
る
人
物
グ
ル
ー
プ
の
木
村
は
、「
心
情

の
中
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
」
男
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
君

江
は
自
身
を
好
意
的
に
語
る
人
物
全
員
に
興
味
を
抱
く
わ
け
で
は
な

い
。例

え
ば
、
矢
田
か
ら
の
語
り
は
非
常
に
好
意
的
だ
が
、
君
江
は
彼

に
興
味
を
抱
か
ず
、「
気
障
な
奴
」
だ
と
語
る
程
度
で
あ
る
。
君
江
は

興
味
を
抱
か
な
い
と
い
う
態
度
を
通
し
て
、
矢
田
へ
否
定
的
な
眼
差

し
を
向
け
て
い
る
。
ま
た
、
清
岡
は
君
江
の
裏
切
り
を
知
っ
て
も
な

お
、
パ
ト
ロ
ン
に
な
ろ
う
と
す
る
な
ど
執
着
が
強
い
。
こ
の
清
岡
の

行
動
は
、
君
江
が
女
給
を
辞
め
さ
え
す
れ
ば
、
彼
女
を
再
び
専
有
で

き
る
は
ず
だ
、
と
思
い
込
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
他
の
男
性
に

は
彼
女
を
否
定
的
に
語
る
清
岡
だ
が
、
君
江
に
対
す
る
行
動
か
ら

は
、
そ
の
視
線
は
否
定
的
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
対
し
て
、
君

江
は
清
岡
の
恋
人
だ
と
誇
る
様
子
も
な
く
、
他
の
男
性
た
ち
と
関
係

を
持
ち
続
け
、
清
岡
を
特
別
扱
い
し
な
い
君
江
か
ら
は
、
清
岡
へ
の

否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
伺
え
る
。
一
方
で
、
木
村
は
、
晩
飯
や
自

動
車
の
代
金
を
君
江
に
支
払
わ
せ
、
ノ
ル
マ
の
チ
ケ
ッ
ト
を
売
り
つ

け
る
等
、
ヒ
モ
男
で
あ
る
。
そ
の
語
り
や
行
動
は
君
江
に
対
し
、
決

し
て
好
意
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
君
江
に
対
し
て
冷
淡
な
印
象
を
読

者
に
与
え
て
お
り
、
他
の
人
物
た
ち
の
語
り
と
比
較
す
る
と
、
そ
も

そ
も
君
江
を
語
る
ほ
ど
の
「
想
い
」
が
見
え
て
こ
な
い
。
い
ず
れ
の

男
性
も
君
江
を
様
々
に
語
る
も
の
の
、
そ
の
語
り
口
は
ど
こ
か
無
責

任
で
「
噂
」
の
範
疇
を
超
え
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
君
江
を
好
意
的
に
語
る
男
性
た
ち
は
、
必
ず
し
も
君
江

か
ら
興
味
を
抱
か
れ
、
好
意
的
に
語
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、

君
江
が
興
味
を
持
つ
男
性
で
も
、
君
江
に
興
味
の
な
い
男
性
も
存
在

す
る
。
そ
の
た
め
、
君
江
に
対
す
る
客
の
男
性
た
ち
か
ら
の
語
り
と
、

君
江
か
ら
男
性
た
ち
へ
向
け
た
語
り
は
、
釣
り
合
わ
な
い
こ
と
も
多

く
、
相
手
へ
の
一
方
通
行
の
語
り
で
あ
る
。
無
論
、
君
江
を
好
意
的
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に
語
り
、
君
江
か
ら
も
好
意
的
に
語
ら
れ
る
人
物
も
存
在
す
る
が
、

小
説
内
で
は
川
島
と
松
崎
の
二
名
の
み
で
あ
り
、
非
常
に
少
な
い
。

ま
た
、
男
性
た
ち
の
君
江
へ
の
否
定
的
な
語
り
と
君
江
自
身
の
語
り

と
の
間
で
生
じ
る
齟
齬
に
よ
っ
て
君
江
の
実
態
、
二
重
性
が
暴
か
れ

て
い
く
こ
と
は
興
味
深
い
。

一
方
で
鶴
子
は
、
登
場
回
数
は
少
な
い
も
の
の
、
そ
の
割
合
は
語

ら
れ
る
よ
り
も
、
自
ら
語
る
描
写
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。
こ
こ
で

も
男
性
た
ち
を
、
鶴
子
を
ど
の
よ
う
に
語
る
か
と
い
う
観
点
で
区
分

す
る
と
、

⒟　

好
意
的
：
清
岡
の
父
、
村
岡
、（
小
説
内
に
お
け
る
世
間
一
般
）

⒠　

否
定
的
：
清
岡

⒡　

好
意
的
な
否
定
的
か
不
明
：
不
在

と
な
る
。
鶴
子
へ
の
語
り
は
少
な
い
た
め
右
記
の
区
分
と
な
っ
た

が
、
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
人
物
の
ほ
う
が
多
い
。
ま
た
、
男
性

で
は
な
い
た
め
含
ん
で
い
な
い
が
、
君
江
も
鶴
子
に
対
し
て
「
シ
ャ

ン
ね
ぇ
」
と
好
意
的
に
語
る
。
か
つ
、
男
性
た
ち
か
ら
鶴
子
へ
の
語

り
は
、
貞
淑
な
妻
、
清
岡
に
騙
さ
れ
た
不
幸
な
女
性
な
ど
、
い
わ
ゆ

る
良
妻
と
し
て
賛
美
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
語
ら
れ
る
回
数
が

少
な
い
こ
と
は
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
鶴
子
へ
の
語
り
は
好
意

的
な
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
こ
の
点
は
君
江
と
大
き
く
異
な
る
。
ま

た
、
男
性
た
ち
の
語
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
鶴
子
の
「
良
妻
賢
母
」

的
な
イ
メ
ー
ジ
は
小
説
内
を
通
し
て
一
貫
し
て
お
り
、
洋
行
に
よ
っ

て
小
説
か
ら
退
場
す
る
ま
で
変
化
し
な
い
。
夫
で
あ
る
清
岡
も
鶴
子

へ
の
眼
差
し
が
変
化
し
な
い
と
い
う
点
で
は
同
様
だ
。
し
か
し
、
男

性
た
ち
の
語
り
（
評
価
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
鶴
子
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

鶴
子
自
身
の
語
り
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
。
鶴
子
は
小
説
内
の
男
性
た

ち
か
ら
画
一
的
に
「
良
妻
」
の
評
価
を
得
て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
じ

く
君
江
も
典
型
的
な
女
給
と
し
て
、
複
数
の
男
性
を
手
玉
に
取
る

「
悪
女
」
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
君
江
は
「
悪
女
」
と

し
て
、
鶴
子
は
「
良
妻
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
評
価
を
下
す
男
性
と

の
関
係
を
問
わ
ず
、
同
一
に
語
ら
れ
て
い
る
。
君
江
に
は
川
島
か
ら

の
語
り
と
い
う
例
外
が
存
在
す
る
が
、『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
内
の
男

性
た
ち
が
語
る
君
江
像
、
鶴
子
像
は
常
に
一
定
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

「
君
江
は
女
給
と
し
て
悪
女
で
い
て
ほ
し
い
」、「
鶴
子
は
貞
淑
な
良

妻
で
い
て
ほ
し
い
」
と
い
う
男
性
た
ち
の
願
望
や
妄
想
が
含
ま
れ
て

い
る
の
だ
。

な
お
、「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
内
に
お
い
て
、
女
性
に
よ
っ
て
な
さ

れ
る
語
り
で
は
、
君
江
も
鶴
子
も
好
意
的
に
の
み
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
君
江
は
女
給
の
同
僚
た
ち
か
ら
、
鶴

子
は
君
江
か
ら
好
意
的
に
語
ら
れ
る
。
二
人
が
他
の
女
性
た
ち
か
ら

否
定
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
読
者
が
彼
女
た
ち
の
二
面
性
を

知
る
に
は
、
男
性
た
ち
の
語
り
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
両
性
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の
「
語
り
」
の
差
異
も
、「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
を
巡
る
語
り
に
お
い

て
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

ま
と
め

筆
者
は
序
論
に
お
い
て
宮
城
達
郎
や
奥
野
信
太
郎
に
代
表
さ
れ
る

「
永
井
荷
風
は
女
性
に
対
し
て
侮
蔑
的
な
作
家
で
あ
っ
た
」
と
い
う

先
行
研
究
の
通
説
に
触
れ
た
が
、
考
察
の
結
果
、
主
に
二
つ
の
理
由

か
ら
こ
の
通
説
は
適
当
で
は
な
い
と
判
断
す
る
に
至
っ
た
。

宮
城
が
「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
作
家
」
だ
と
し
た
谷
崎
潤
一
郎
と
対
照

的
だ
か
ら
荷
風
が
「
女
性
侮
蔑
作
家
」
と
い
う
論
が
飛
躍
し
て
い
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
奥
野
の
「
娼
婦
が
一
種
の
氣
安
さ
を

感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
」
存
在
だ
っ
た
か
ら
荷
風
は
娼
婦
と
の
み
関
係

を
持
っ
た
と
い
う
説
に
も
疑
問
が
残
る
。

第
一
に
、『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
に
お
い
て
「
娼
婦
」
で
あ
る
君
江

は
、
同
時
期
に
複
数
の
男
性
と
肉
体
関
係
を
持
つ
な
ど
、「
氣
安
さ
」

を
感
じ
さ
せ
る
女
性
で
は
な
い
。
む
し
ろ
流
行
作
家
で
父
親
が
高
名

な
学
者
と
い
う
点
に
お
い
て
荷
風
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
認
め
ら
れ
る

清
岡
が
、
パ
ト
ロ
ン
に
な
っ
て
ま
で
も
縋
り
つ
い
て
い
る
様
子
は
、

君
江
か
ら
「
氣
安
さ
」
を
感
じ
て
い
る
、
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
君
江
を
「
侮
蔑
的
」
に
描
か
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、

川
島
の
語
り
は
不
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
死
に
場
所
を
探
し
求
め
て

い
た
川
島
を
死
へ
導
く
君
江
は
、
そ
れ
ま
で
描
か
れ
た
「
魔
力
」
を

持
つ
女
性
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
君
江
は
、
他
の
女
給
た

ち
と
は
異
な
り
、
金
銭
的
に
困
窮
し
て
女
給
を
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
客
た
ち
か
ら
貢
物
に
執
着
せ
ず
、
男
性
と
一
対
一
の
関
係
に

な
る
こ
と
も
望
ま
な
い
。
小
野
祥
子
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
荷
風
作

品
の
〈
型
〉
か
ら
は
逸
脱
し
た
存
在
と
し
て
登
場
し
た
君
江
を
た
だ

単
純
に
「
侮
蔑
的
」
な
女
給
と
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
に
、「
良
妻
」
で
不
幸
か
つ
諦
観
的
な
女
性
と
し
て
読
解
さ
れ

て
き
た
鶴
子
が
自
分
本
位
な
女
性
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
た
め
で

あ
る
。
夫
を
軽
蔑
し
て
い
る
も
の
の
、
夫
と
の
別
れ
で
は
「
軽
薄
無

情
」
だ
と
は
思
わ
れ
た
く
な
い
、
な
ど
世
間
体
を
気
に
す
る
鶴
子
の

様
子
は
「
良
妻
」
で
は
な
い
。
ま
た
、
不
倫
し
た
自
分
が
悪
い
か
ら

不
幸
な
人
生
を
強
い
ら
れ
て
も
仕
方
な
い
、
と
諦
め
て
い
た
鶴
子

が
、
洋
行
と
い
う
現
在
の
生
活
を
脱
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
ら
れ
る

と
決
し
て
逃
さ
な
い
様
子
は
、
ま
る
で
「
自
分
だ
け
が
悪
い
の
で
は

な
い
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
良
妻
」
と
し
て

の
み
描
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
鶴
子
か
ら
も
「
荷
風
は
女
性
に
対
し

て
侮
蔑
的
」
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

小
説
内
の
女
性
た
ち
を
巡
る
語
り
の
諸
相
で
は
、
君
江
、
鶴
子
と

も
自
分
本
位
な
女
性
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
語
る
。
し
か
し
、
語
る
側
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か
ら
語
ら
れ
る
側
に
回
る
と
、
君
江
は
語
り
手
の
男
性
と
の
関
係
に

よ
っ
て
そ
の
評
価
（
語
り
）
が
多
様
で
あ
り
、
鶴
子
は
語
り
か
ら
成

さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
そ
の
実
像
が
乖
離
し
た
も
の
と
な
る
。
相
手
の

男
性
と
の
関
係
に
よ
っ
て
様
々
に
語
ら
れ
る
君
江
は
、
そ
れ
ぞ
れ
男

性
か
ら
語
ら
れ
る
姿
た
ち
の
祖
語
に
よ
っ
て
、「
悪
女
」
と
し
て
語
ら

れ
る
自
ら
の
評
価
を
僅
か
で
は
あ
る
が
覆
し
て
い
る
。
ま
た
、
鶴
子

は
男
性
た
ち
か
ら
成
さ
れ
る
「
良
妻
」
と
い
う
画
一
的
な
語
り
の
中

か
ら
自
ら
の
語
り
で
脱
却
し
て
い
く
。
鶴
子
の
二
人
を
読
み
解
く
上

で
、
両
者
と
も
に
男
性
か
ら
の
「
語
ら
れ
方
」
が
非
常
に
重
要
と
な

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
発
見
か
ら
、
両
者
の
「
語
り
方
」
と
「
語

ら
れ
方
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
、

⒜　

�

男
性
か
ら
の
語
り
の
み
で
二
重
性
が
他
者
か
ら
暴
か
れ
る
君

江

⒝　

�「
自
ら
の
語
り
と
男
性
か
ら
語
り
の
双
方
に
よ
っ
て
二
重
性

を
自
ら
提
示
す
る
鶴
子

と
い
う
相
違
を
発
見
す
る
に
至
っ
た
。
次
か
ら
次
へ
と
男
性
と
関
係

を
持
つ
君
江
と
、
過
去
の
不
倫
か
ら
自
身
を
厳
し
く
律
す
る
鶴
子
の

性
に
対
す
る
意
識
は
対
照
性
が
強
い
が
、
実
際
に
は
君
江
も
鶴
子
も

肉
体
関
係
と
恋
愛
感
情
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
点
、
自
分
本
位
な
点

で
は
二
人
は
類
似
し
た
女
性
と
な
る
。
こ
の
発
見
は
、
従
来
の
研
究

で
は
君
江
と
正
反
対
の
女
性
と
し
て
の
役
割
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て

き
た
鶴
子
を
め
ぐ
る
研
究
を
発
展
さ
せ
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
読
解
を
通
じ
て
、
荷
風
は
娼
婦
を
安
易
に
扱
っ
て
い
た
わ

け
で
も
、
娼
婦
以
外
の
女
性
も
不
幸
な
だ
け
の
女
性
と
し
た
わ
け
で

も
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
作
品
内
で
の
君
江
と
鶴
子
の

「
語
り
方
」
と
男
性
た
ち
か
ら
向
け
ら
れ
た
「
語
ら
れ
方
」
は
、
君
江

と
鶴
子
の
二
重
性
を
形
作
り
、
ま
た
そ
れ
を
詳
ら
か
に
す
る
装
置
と

し
て
作
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
荷
風
の
描
く
女
性
た
ち
の
奥

深
さ
を
一
層
象
徴
す
る
と
と
も
に
、
女
性
た
ち
が
「
侮
蔑
的
」
に
描

か
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
回
は
「
語
ら
れ
方
」
と
の
齟
齬
や
矛
盾
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

君
江
と
鶴
子
の
女
性
二
名
の
語
り
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
を
行
っ

た
。
男
性
た
ち
の
語
り
に
つ
い
て
は
、
君
江
と
鶴
子
に
向
け
ら
れ
た

も
の
の
み
を
取
り
上
げ
た
が
、
女
性
の
語
り
か
ら
浮
か
び
上
が
る
男

性
た
ち
に
つ
い
て
の
読
解
、
考
察
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
残
さ
れ

た
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
君
江
と
鶴
子
の
語
ら
れ
方
か
ら
『
つ
ゆ
の

あ
と
さ
き
』
に
お
い
て
は
、「
永
井
荷
風
は
女
性
侮
蔑
作
家
で
は
な

い
」
と
し
た
が
、
他
の
荷
風
作
品
で
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
か
、

引
き
続
き
検
討
し
た
い
。
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【
注
】

　

本
稿
の
底
本
は
す
べ
て
永
井
壯
吉
『
荷
風
全
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）

に
よ
る
。

1 　

谷
崎
潤
一
郎
「「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
を
讀
む
」（『
改
造
』
第
十
三
巻
二
号　

改
造
社　

一
九
三
一
年
十
一
月
）

2　

椎
名
健
人
「
作
家
間
の
師
弟
関
係
と
承
認
の
機
能
―
―
永
井
荷
風
『
谷
崎
潤

一
郎
氏
の
作
品
』
を
手
が
か
り
に
―
―
」（『
教
育
・
社
会
・
文
化
：
研
究
紀

要
』
第
十
八
巻　

京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科　

二
〇
一
七
年
）

3　

宮
城
達
郎
『
耽
美
派
研
究
論
考
：
永
井
荷
風
を
中
心
と
し
て
』
桜
楓
社　

一

九
七
一
年

4　

奥
野
信
太
郎
「
永
井
荷
風
に
お
け
る
好
色
趣
味
」（『
文
藝
』
第
十
三
巻
十
七

号　

河
出
書
房　

一
九
五
六
年
十
月
）

5　

中
村
真
一
郎
「
解
説
」（
永
井
荷
風
『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
岩
波
書
店　

一

九
八
七
年
）

6　

小
野
祥
子
「
荷
風
の
〈
女
〉
は
ど
う
読
ま
れ
て
き
た
か
―
―「
荷
風
と
女
性
」

を
め
ぐ
る
評
価
史
」（『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
十
七
巻
十
二
号　

至
文

堂　

二
〇
〇
二
年
十
二
月
）

7　

菅
聡
子
「
ヒ
モ
と
〈
女
〉
と
―
―
荷
風
小
説
の
夢
の
あ
と
」（『
文
学
』
第
十

巻
二
号　

岩
波
書
店　

二
〇
〇
九
年
三
月
）

8　

多
田
蔵
人
「
永
井
荷
風
『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
論
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第

八
十
八
巻
十
二
号　

至
文
堂　

二
〇
一
一
年
十
二
月

9　

戸
松
泉
「
女
た
ち
の
風
景
―
―
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
素
描
」（
拓
殖
光
彦

編
集
『
永
井
荷
風 

仮
面
と
実
像
』
至
文
堂　

二
〇
〇
九
年
）

10　

草
間
八
十
雄
『
近
代
婦
人
問
題
名
著
選
集
続
編 

第
九
巻 

女
給
と
売
笑
婦
』

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー　

一
九
八
二
年
十
月

11　

マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
『
贈
与
論
』
岩
波
書
店　

二
〇
一
四
年

12　

先
行
研
究
の
中
に
は
、
君
江
は
女
神
と
し
て
昇
華
さ
れ
て
い
る
、
と
し
て
い

る
も
の
も
存
在
し
た
。

【
主
要
参
考
文
献
】

・
菅
原
克
也
『
小
説
の
し
く
み 

近
代
文
学
の
「
語
り
」
と
物
語
分
析
』
東
京
大
学

出
版
会　

二
〇
一
七
年

・
関
礼
子
『
女
性
表
象
の
近
代 

文
学
・
記
憶
・
視
覚
像
』　

翰
林
書
房　

二
〇
一

一
年

・
國
文
學
編
集
部
『
明
治
・
大
正
・
昭
和 

風
俗
文
化
誌
』
學
燈
社　

二
〇
〇
七

年
・
増
田
裕
美
子
、
佐
伯
順
子
編
集
『
日
本
文
学
の
「
女
性
性
」』
思
文
閣
出
版　

二

〇
一
一
年

・
佐
伯
順
子
『「
愛
」
と
「
性
」
の
文
化
史
』
角
川
学
芸
出
版　

二
〇
〇
八
年

・
鈴
木
文
孝
『
永
井
荷
風
の
批
判
的
審
美
主
義 

特
に
艶
情
小
説
を
巡
っ
て
』
以

文
社　

二
〇
一
〇
年

・
馬
場
伸
彦
「「
カ
フ
ェ
」
と
「
女
給
」
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
試
論
」 『
淑
徳
国
文
』
第

三
十
九
号　

愛
知
淑
徳
短
期
大
学　

一
九
九
八
年
三
月

・『
大
衆
文
化
辞
典
』
弘
文
堂　

一
九
九
二
年

・
大
林
宗
嗣
『
女
給
生
活
の
新
研
究
』
巌
松
堂
書
店　

一
九
三
二
年

・
小
谷
野
敦
『
日
本
売
春
史
』
新
潮
社　

二
〇
〇
七
年
三
月
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・
大
林
宗
嗣
『
女
給
生
活
の
新
研
究
、
大
阪
市
に
於
け
る
カ
フ
ェ
ー
女
給
調
査
』

巖
松
堂
書
店　

一
九
三
二
年
一
月

�

（
立
教
大
学
文
学
部
四
年
）




