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︱
﹁
狂
気
﹂
を
め
ぐ
る
語
り

︱

西

川

貴

子

大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
は
︑
既
に
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
﹁
変
態
心
理
﹂
や
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
が
流
行
し
た
時
期
で
あ
り①
︑
文
学

の
分
野
で
も
そ
う
し
た
風
潮
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ

た
︒
そ
の
よ
う
な
時
期
に
発
表
さ
れ
た
佐
藤
春
夫
﹁
更
生
記
﹂︵﹃
福
岡
日
日
新

聞
﹄
朝
刊
︑
昭
�
・
�
・
27
～
10
・
12
︶
は
︑
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
る
際
の
広

告
で
︑﹁
狂
的
な
ヒ
ス
テ
リ
に
対
す
る
興
味
あ
る
精
神
分
析
書
﹂︵﹁
長
篇
文
庫

広
告
﹂
佐
藤
春
夫
﹃
更
生
記
﹄
新
潮
社
︑
昭
�
・
�
・
17
︶
と
い
う
側
面
と
︑

島
田
清
次
郎
と
舟
木
芳
江
と
の
﹁
歪
め
ら
れ
た
事
件
の
真
相
に
対
し
剔
抉
の
メ

ス
を
揮
つ
た
一
種
の
暴
露
小
説
﹂︵
同
︶
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
た
︒
現
在

に
お
い
て
も
﹁
更
生
記
﹂
は
こ
の
二
側
面
か
ら
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
が
︑
し
か
し
肝
心
の
作
品
内
容
の
分
析
は
充
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え

な
い②
︒

作
品
内
で
は
︑
島
田
清
次
郎
と
舟
木
芳
江
と
の
恋
愛
事
件
︵
以
下
︑
島
清
事

件
︶
は
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
︒
ま
た
︑
こ
の
作
品
が
フ
ロ
イ
ト
・
ブ
ー
ム
を
射

程
に
入
れ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
︑
し
か
し
作
品
内
で
は
︑

精
神
分
析
に
よ
っ
て
問
題
が
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
精
神
分
析
を
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
病
︵
狂
気
︶
が
発
見
さ
れ
て
い
く
過
程
が
描
か
れ
て
い

る
︒
む
し
ろ
﹁
狂
﹂
と
﹁
狂
﹂
な
ら
ざ
る
も
の
と
の
境
界
が
曖
昧
に
な
っ
て
い

く
有
り
様
こ
そ
が
露
わ
に
さ
れ
て
い
く
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
本
稿
で
は
︑
こ
れ

ら
の
点
を
踏
ま
え
︑
作
品
内
で
﹁
狂
気
﹂
が
ど
の
よ
う
な
形
で
見
出
さ
れ
語
ら

れ
て
い
く
の
か
に
注
目
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
︒

�

島
清
事
件
の
取
り
入
れ
方

作
品
の
大
筋
は
︑
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
︑﹁
精
神
病
学
﹂
の
学
者
・
猪

股
が
︑
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
発
作
を
起
こ
す
身
元
不
明
の
令
嬢
・
辰
子
を
精
神
分
析

を
用
い
て
治
癒
し
よ
う
と
す
る
話
と
い
え
る
︒
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
︑
辰
子
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を
治
癒
す
る
た
め
に
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
原
因
︵
辰
子
が
隠
し
て
い
る
秘
密
︶
を
医

学
生
の
大
場
や
文
士
・
須
藤
ら
の
協
力
を
得
な
が
ら
猪
股
が
探
る
話
と
い
う
こ

と
に
な
る
︒
こ
の
辰
子
の
秘
密
の
一
つ
に
︑
若
き
天
才
に
し
て
﹁
狂
人
﹂
と
な

っ
た
作
家
・
浜
地
と
の
恋
愛
事
件
が
絡
ん
で
お
り
︑
こ
れ
が
島
清
事
件
を
モ
デ

ル
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
作
品
内
で
は
こ
の
事
件
は
辰
子
の
病
の

直
接
的
な
原
因
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
︑
事
件
後
︑
辰
子
が
浜
地
と
は
別
の
男
と

結
婚
し
︑
二
人
の
間
に
で
き
た
赤
ん
坊
を
そ
の
男
が
殺
害
し
て
﹁
狂
人
﹂
と
な

っ
た
こ
と
が
大
き
な
原
因
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
最
終
的
に
は
猪
股
は
辰

子
の
秘
密
を
知
る
が
︑
辰
子
の
病
を
治
し
自
殺
願
望
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
ず
︑

ち
ょ
う
ど
世
界
一
周
を
め
ざ
し
東
京
に
来
航
し
た
飛
行
船
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
の
姿

を
見
て
︑
辰
子
は
救
わ
れ
た
よ
う
な
気
に
な
る
と
い
う
形
で
話
は
終
わ
る
︒
こ

こ
で
は
︑
ま
ず
島
清
事
件
の
取
り
入
れ
方
を
見
て
い
き
た
い
︒

こ
の
事
件
は
︑
小
説
﹃
地
上
﹄︵
新
潮
社
︑
大
�
・
�
・
10
︶
を
書
い
て
一

躍
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
と
な
り
自
ら
を
天
才
と
称
し
て
数
々
の
奇
行
を
行
う
な

ど
︑
事
件
前
か
ら
既
に
新
聞
種
に
な
っ
て
い
た
島
田
と
︑
名
家
の
令
嬢
で
小
説

も
書
い
て
い
た
兄
達
を
持
つ
舟
木
芳
江
と
の
間
で
起
き
た
事
件
で
あ
っ
た
た
め

に
世
間
か
ら
注
目
さ
れ
た
︒
特
に
︑
芳
江
自
身
が
直
接
発
し
た
言
葉
が
公
に
さ

れ
な
い
ま
ま
︑
島
田
が
芳
江
を
誘
拐
監
禁
し
た
と
す
る
舟
木
家
側
に
対
し
て
︑

芳
江
と
は
恋
愛
関
係
に
あ
る
と
言
い
結
婚
の
希
望
を
表
明
す
る
島
田
側
と
で
異

な
る
主
張
が
さ
れ
た
た
め
︑
新
聞
や
雑
誌
で
事
件
の
真
相
を
め
ぐ
っ
て
島
田
や

芳
江
の
写
真
や
手
紙
も
公
開
さ
れ
な
が
ら
︑
憶
測
が
飛
び
交
っ
た
の
で
あ
る
︒

議
論
の
あ
り
方
と
し
て
は
︑
例
え
ば
︑
島
田
清
次
郎
を
批
判
す
る
も
の
︑
同
情

す
る
も
の
︑
芳
江
を
軽
率
と
す
る
も
の
︑
二
人
を
結
婚
さ
せ
た
方
が
い
い
と
い

う
も
の
な
ど
が
あ
る③
︒
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
島
清
事
件
を
め
ぐ
る
数
多
く
の
言

説
の
中
で
も
次
の
点
に
注
意
し
た
い
︒

ま
ず
︑
こ
の
事
件
報
道
が
﹁
一
つ
も
其
真
相
を
穿
た
ず
﹂︵
佐
野
秋
紅
﹃
内

面
描
写

島
田
君
と
舟
木
令
嬢
﹄
文
正
社
︑
大
12
・
�
・
12
︶︑﹁
蛇
の
尾
に
終

つ
て
し
ま
つ
た
﹂︵
室
伏
高
信
﹁
リ
ビ
ド
ウ
原
理
か
ら
見
た
島
清
事
件
の
父
と

娘
﹂﹃
女
性
改
造
﹄
大
12
・
�
︶
と
い
う
よ
う
に
︑
新
聞
報
道
で
は
真
相
は
明

か
さ
れ
ず
有
耶
無
耶
に
な
っ
た
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
点
で
あ
る
︒
そ
し
て
重

要
な
の
は
︑
真
相
に
迫
る
た
め
に
︑
事
件
の
中
心
と
な
る
人
物
達
の
心
理
が

﹁
変
態
心
理
﹂
な
ど
の
文
脈
で
分
析
さ
れ
理
解
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

例
え
ば
﹁
島
田
の
性
態
を
充
分
に
納
得
せ
な
け
れ
ば
此
事
件
は
解
し
得
な
い
﹂

﹁
此
変
つ
た
異
常
の
状
態
を
研
究
す
る
こ
と
が
島
田
を
知
る
こ
と
に
な
る
﹂︵
佐

野
前
掲
書
︶
や
︑﹁
相
手
方
の
退
職
将
官
と
そ
の
若
い
娘
も
ま
た
同
じ
﹂
で
︑

﹁
こ
の
事
件
が
フ
ロ
イ
ド
一
派
の
謂
う
と
こ
ろ
の
lib
id
o
と
n
a
r
c
is
s
is
m
u
s
の

原
理
に
よ
い
証
拠
を
与
へ
た
﹂︵
室
伏
前
掲
論
文
︶
と
い
う
よ
う
に
︑
精
神
分

析
の
方
法
で
解
釈
で
き
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
特
に
室
伏
の

論
で
は
島
田
だ
け
で
は
な
く
︑
芳
江
や
芳
江
の
父
の
中
に
も
同
様
に
﹁
ナ
ア
ル

シ
シ
ズ
ム
ス
と
リ
ビ
ド
ウ
の
二
原
理
﹂
が
あ
る
と
意
味
づ
け
ら
れ
︑﹁
こ
の
事
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件
は
倫
理
の
問
題
で
あ
る
よ
り
も
心
理
の
問
題
で
あ
る
︒
特
に
精
神
分
析
学
の

問
題
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
る
こ
と
で
︑
一
見
不
可
解
に
思
わ
れ
る
彼
ら
の
行
動
も

精
神
分
析
を
用
い
る
こ
と
で
理
解
で
き
︑
真
相
も
解
明
さ
れ
る
と
捉
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
︒
島
清
事
件
が
起
き
た
大
正
十
二
年
に
は
︑
医
学
士
が
治
療
と

称
し
て
性
的
智
識
の
な
い
良
家
の
令
嬢
を
陵
辱
し
た
大
野
博
士
の
陵
辱
事
件
な

ど
も
あ
り
︑﹁
性
﹂﹁
性
欲
﹂
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
は
主
に
家

庭
に
お
け
る
性
教
育
の
必
要
性
を
促
す
形
で
引
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
は

い
え④
︑
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
に
よ
っ
て
真
相
を
解
こ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ

は
注
目
に
価
す
る
︒
特
に
︑
島
田
が
﹁
早
発
性
痴
呆
症
﹂
と
鑑
定
さ
れ
入
院
し

た
事
実
が
知
れ
渡
り
︑
し
ば
し
ば
﹁
狂
人
﹂
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
で
流
通
し
て
い

た⑤
﹁
更
生
記
﹂
連
載
時
で
は
︑
島
清
事
件
は
﹁
変
態
心
理
﹂
や
フ
ロ
イ
ト
の
精

神
分
析
︑
ロ
ン
ブ
ロ
オ
ゾ
オ
﹃
天
才
論
﹄︵
辻
潤
訳
︑
春
秋
社
︑
大
15
・
12
・

10
︶
な
ど
の
分
析
結
果
を
保
証
す
る
格
好
の
材
料
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

島
田
の
状
態
は
﹁
何
れ
が
普
通
人
と
変
つ
て
居
る
か
と
云
ふ
に
︑
其
限
界
は
明

瞭
に
説
明
は
出
来
な
い
﹂﹁
別
に
ア
ブ
ノ
オ
マ
ル
な
こ
と
で
も
あ
る
ま
い
﹂︵
佐

野
前
掲
書
︶
と
し
て
誰
に
で
も
起
こ
り
得
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
は
い
た
が
︑

し
か
し
﹁
狂
人
﹂
島
田
の
奇
行
が
再
三
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
か
で
︑
島
田
は
特

異
な
人
間
と
し
て
読
者
の
好
奇
心
を
満
た
し
て
い
た
と
い
え
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑

島
清
事
件
で
は
︑
事
件
の
真
相
が
事
件
を
起
こ
し
た
人
間
の
心
理
や
性
質
へ
と

ス
ラ
イ
ド
さ
れ
︑
島
田
や
芳
江
︑
芳
江
の
父
の
潜
在
意
識
や
性
質
が
暴
か
れ
る

こ
と
で
︑
と
り
あ
え
ず
の
決
着
が
つ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

島
田
清
次
郎
と
作
品
内
の
浜
地
英
三
郎
を
比
べ
て
み
る
と
︑
出
身
地
な
ど
の

細
か
い
点
に
違
い
は
あ
る
が
︑
事
件
の
経
緯
の
凡
そ
と
島
田
の
そ
の
後
の
境
遇

等
は
変
わ
っ
て
い
な
い⑥
︒
た
だ
し
︑
事
件
が
起
き
た
年
が
二
年
ほ
ど
早
い
大
正

十
年
に
設
定
さ
れ
︑
辰
子
の
父
の
死
に
方
も
関
東
大
震
災
で
あ
え
て
避
難
せ
ず

に
家
族
を
恨
み
な
が
ら
死
ん
だ
と
い
う
形
に
変
更
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
兄
妹

が
兄
一
人
・
妹
一
人
と
な
り
︑
兄
の
人
物
像
も
大
き
く
変
え
ら
れ
て
い
る
︒
実

際
の
兄
︵
舟
木
重
雄
︶
が
父
と
と
も
に
島
田
の
横
暴
を
新
聞
や
雑
誌
な
ど
で
も

訴
え
て
い
た
の
に
対
し
て⑦
︑
作
品
内
で
は
兄
・
青
野
男
爵
は
厳
格
な
父
に
反
感

を
持
ち
つ
つ
逆
ら
え
な
い
内
気
な
性
格
で
︑
事
件
が
恋
愛
事
件
だ
と
わ
か
っ
て

い
な
が
ら
︑
誘
拐
監
禁
事
件
と
し
て
訴
え
る
父
を
と
め
ら
れ
ず
︑
事
件
に
つ
い

て
も
口
を
つ
ぐ
む
人
物
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
先
述
の
通
り
︑
島
清
事
件

は
様
々
な
憶
測
の
中
で
終
息
し
︿
既
に
終
わ
っ
た
﹀
こ
と
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
で

は
片
づ
け
ら
れ
て
い
た
︒
し
か
し
作
品
内
で
は
︑
一
つ
の
事
件
に
端
を
発
し
て

色
々
な
事
︵
父
の
死
︑
夫
に
よ
る
嬰
児
殺
し
と
﹁
発
狂
﹂︶
が
起
こ
り
︑
そ
れ

ら
が
積
み
重
な
っ
て
辰
子
や
青
野
男
爵
な
ど
の
当
事
者
達
に
八
年
程
経
て
も
影

響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
︑
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
︒
こ
の
よ
う
に
過
去
が
複

雑
に
絡
ま
り
合
い
︑
青
野
家
自
体
が
秘
密
を
有
し
て
い
る
と
い
う
設
定
に
さ
れ

る
こ
と
で
︑
猪
股
に
よ
る
精
神
分
析
を
用
い
た
辰
子
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
原
因

︵
秘
密
︶
探
し
は
難
渋
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
島
清
事
件
を
取
り
上
げ
た
メ

佐
藤
春
夫
﹁
更
生
記
﹂
論

二
六
八



デ
ィ
ア
の
よ
う
に
簡
単
に
精
神
分
析
で
は
﹁
真
相
﹂
は
解
明
さ
れ
な
い
の
で
あ

る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
︑﹁
更
生
記
﹂
で
は
︑
精
神
分
析
に
よ
っ
て
﹁
真
相
﹂

に
迫
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
︑
そ
の
紆
余
曲
折
の
過
程
に
焦
点
が
あ

て
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

で
は
︑
猪
股
の
精
神
分
析
の
方
法
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︒

具
体
的
に
猪
股
の
眼
差
し
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
︒

�

精
神
分
析
の
眼
差
し

︱
猪
股
の
眼
差
し
と
﹁
記
述
者
﹂
の
眼
差
し

｢新
聞
に
は
本
当
の
事
な
ん
て
も
の
は
一
つ
も
書
い
て
は
ゐ
な
い
﹂
と
言
い

放
ち
︑﹁
紙
背
に
徹
す
る
眼
光
を
以
て
﹂
読
ま
な
け
れ
ば
﹁
真
相
﹂
は
わ
か
ら

な
い
と
考
え
る
な
ど
﹁
自
分
の
目
﹂
を
信
じ
て
い
る
猪
股
は
︑
作
品
内
で
は

﹁
目
の
鋭
い
怖
い
や
う
な
方
﹂﹁
明
晰
な
頭
脳
﹂
を
持
つ
者
と
さ
れ
て
い
る
︒
猪

股
が
﹁
ウ
ヰ
ー
ン
の
学
者
の
報
告
を
読
ん
で
﹂
精
神
分
析
に
興
味
を
持
ち
︑

﹁
何
か
深
い
秘
密
を
持
つ
﹂﹁
そ
の
婦
人
に
打
明
け
さ
せ
﹂
る
こ
と
で
ヒ
ス
テ
リ

ー
を
治
癒
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
通
り
︑
猪
股
の
﹁
目
﹂
と
は
同

時
代
の
精
神
分
析
の
眼
差
し
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い⑧
︒
例
え
ば
猪
股
が
解
説
す
る
﹁
頭
を
反
ら
し
て
後
頭
部
と
足
と
で
全
身
を

支
へ
て
︑
全
身
が
弓
状
に
張
り
切
つ
て
曲
つ
て
ゐ
る
﹂
と
い
う
辰
子
の
ヒ
ス
テ

リ
ー
の
症
状
も
同
時
代
の
精
神
分
析
の
書
に
見
ら
れ
る
症
状
と
一
致
し
て
い
る⑨
︒

精
神
分
析
は
﹁
個
体
の
行
動
︑
個
体
の
示
す
一
定
の
現
象
の
無
意
識
的
動
機
を

探
究
し
︑
之
等
行
動
︑
現
象
の
背
後
に
あ
る
原
因
の
連
鎖
を
明
ら
か
に
す
る
﹂

︵
丸
井
清
泰
﹃
精
神
分
析
療
法

前
編
﹄
克
誠
堂
︑
昭


・
�
・
13
︶
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
﹁
健
康
者
と
精
神
病
者
の
間
に
は
︑
明
か
な
る
区

画
線
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
﹂︵
同
前
︶︒
ま
た
﹁
如
何
に
極
端
に
︑
珍
奇
な
︑

突
飛
な
も
の
が
あ
つ
た
と
し
て
も
︑
其
れ
は
何
れ
も
吾
々
の
常
態
心
理
の
中
に

於
て
︑
既
に
其
の
萌
芽
を
含
有
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
つ
て
︑
全
然
最
初
か
ら
無

か
つ
た
も
の
が
新
た
に
現
出
す
る
筈
は
な
い
﹂︵
中
村
古
峡
﹃
変
態
心
理
講
義

︵
変
態
心
理
学
講
義
録
第
一
篇
︶﹄
日
本
変
態
心
理
学
会
︑
大
10
︶
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
健
康
者
﹂
と
﹁
精
神
病
者
﹂
に
境
界
線
は
な
く
︑﹁
萌
芽
﹂
に

ま
で
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
︑
ど
う
い
う
状
態
が
﹁
無

意
識
﹂
な
る
も
の
の
表
現
で
︑
し
か
も
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
﹁
無
意
識
﹂

と
し
て
見
出
し
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
︑
常
に
気
を
つ
け
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
猪
股
は
作
品
内
で
は
絶
え
ず
︑
辰
子
の
み
な
ら
ず
周
囲
の
全

て
の
者
に
対
し
て
分
析
を
試
み
︑﹁
無
意
識
﹂
の
表
れ
と
し
て
病
の
徴
を
読
み

取
ろ
う
と
す
る
︒
そ
の
た
め
猪
股
の
周
囲
に
は
︑
辰
子
以
外
に
も
︑
例
え
ば

﹁
辰
子
の
兄
そ
の
人
も
亦
辰
子
と
何
等
選
ぶ
と
こ
ろ
な
く
ヒ
ス
テ
リ
ー
患
者
に

違
ひ
な
﹂
い
と
分
析
す
る
な
ど
︑
青
野
男
爵
や
︑
大
場
︑
大
場
の
姉
・
時
子
︑

須
藤
な
ど
︑
何
ら
か
の
形
で
病
の
徴
を
持
ち
﹁
狂
気
﹂
を
秘
め
て
い
る
人
間
ば
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か
り
に
な
っ
て
い
く
︵
猪
股
が
そ
の
様
に
意
味
づ
け
て
い
く
︶
の
で
あ
る⑩
︒
し

か
し
︑
常
に
注
視
し
病
の
徴
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
眼
差
し
は
︑
当
然
な
が
ら

猪
股
自
身
に
も
向
け
ら
れ
て
い
く
︒
何
事
も
﹁
単
に
偶
然
で
は
済
ま
し
切
れ
な

い
﹂
猪
股
は
︑﹁
無
意
識
に
言
つ
て
し
ま
つ
た
一
句
﹂
を
問
題
に
し
︑﹁
自
分
の

精
神
分
析
を
試
み
つ
つ
﹂︑﹁
雑
然
と
切
れ
切
れ
に
さ
ま
ざ
ま
な
物
が
置
か
れ
て

あ
る
﹂
絵
を
思
い
出
し
て
︑
自
ら
の
心
の
中
に
﹁
と
り
散
ら
し
た
様
子
﹂
を
見

出
す
︒
ま
た
︑﹁
父
が
厳
格
な
ら
母
が
甘
や
か
し
て
ゐ
る
だ
ら
う
﹂
と
い
う
先

入
観
を
青
野
家
に
持
っ
た
こ
と
に
対
し
て
︑
幼
少
時
に
母
と
生
き
別
れ
て
見
放

さ
れ
た
猪
股
自
身
の
﹁
無
意
識
な
願
望
﹂
に
拠
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
自
分
に
も
精
神
分
析
の
視
線
を
向
け
て
い
く
中
で
︑
次
第
に
猪

股
は
辰
子
と
の
距
離
感
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
辰

子
が
ハ
ン
ケ
チ
を
見
て
発
作
を
起
こ
す
こ
と
を
知
り
︑
そ
の
事
に
関
連
す
る
夢

を
見
て
﹁
一
個
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
女
の
生
死
な
ど
そ
れ
ほ
ど
問
題
に
し
て
︑
夢
の

間
に
も
忘
れ
ず
に
ゐ
る
事
が
自
分
で
気
に
入
ら
な
か
つ
た
﹂
と
辰
子
の
影
響
力

を
自
覚
し
て
い
く
︒
猪
股
に
と
っ
て
辰
子
は
単
な
る
﹁
好
奇
心
﹂
の
対
象
で
あ

っ
た
の
に
︑
そ
れ
が
﹁
学
問
的
興
味
﹂
と
﹁
人
と
し
て
の
多
少
の
同
情
﹂
の
対

象
と
変
わ
り
︑﹁
今
で
は
ど
う
や
ら
自
分
自
身
の
苦
し
み
の
一
部
に
な
つ
て
し

ま
﹂
う
︒
猪
股
と
辰
子
の
関
係
は
︑
単
に
︿
秘
密
を
探
る
医
者
／
秘
密
を
持
つ

患
者
﹀︑︿
見
る
者
／
見
ら
れ
る
者
﹀
と
し
て
完
全
に
分
断
さ
れ
た
関
係
で
は
お

さ
ま
ら
な
い
状
態
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
猪
股
の
立
場
が
揺
ら
い
で
い
く
中
で
︑
猪
股
は
自
分
の
﹁
明

晰
な
﹂
視
線
を
も
は
や
信
用
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
︒
青
野
男
爵
に
﹁
あ
な
た

の
学
説
は
信
じ
ま
す
が
︑
御
経
験
は
信
じ
な
い
﹂
と
不
信
を
突
き
つ
け
ら
れ
︑

辰
子
に
秘
密
を
語
ら
せ
る
こ
と
よ
り
も
辰
子
の
身
の
上
を
知
る
こ
と
に
必
死
に

な
っ
て
い
た
﹁
自
分
の
迂
闊
な
態
度
﹂
に
猪
股
は
狼
狽
す
る
︒
ま
た
﹁
自
分
の

父
に
似
た
と
こ
ろ
の
あ
る
男
子
を
愛
好
す
る
﹂
と
い
う
﹁
フ
ロ
イ
ド
的
見
地
﹂

か
ら
︑﹁
優
し
く
扱
ふ
よ
り
も
少
し
高
圧
的
に
命
令
し
た
方
が
い
ゝ
﹂
と
辰
子

の
取
り
扱
い
方
を
発
見
す
る
も
の
の
︑
実
際
に
辰
子
に
対
峙
し
て
み
る
と
﹁
ど

う
手
を
つ
け
て
い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
﹂
し
ま
う
︒
辰
子
か
ら
秘
密
を
聞

き
だ
し
た
後
も
︑﹁
な
ぜ
自
殺
を
と
め
る
の
か
﹂
と
い
う
辰
子
の
問
い
に
答
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
︒﹁
ヒ
ス
テ
リ
ー
女
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
的
囈
言
と
し
て
或
る

発
作
さ
へ
す
ぎ
れ
ば
自
然
的
に
消
滅
す
る
も
の
位
﹂
に
最
初
は
﹁
高
を
く
く
つ

て
ゐ
た
﹂
猪
股
は
︑
し
と
や
か
な
辰
子
や
な
ま
め
か
し
い
辰
子
︑
自
尊
心
と
意

志
力
と
を
発
揮
し
た
辰
子
が
次
々
と
現
れ
る
よ
う
に
感
じ
︑﹁
真
の
辰
子
﹂
が

わ
か
ら
な
く
な
る
︒
猪
股
は
辰
子
を
﹁
怖
ろ
し
い
﹂
と
感
じ
出
し
︑
自
分
の
心

の
中
に
あ
る
﹁
物
の
怪
の
や
う
に
か
す
め
る
不
安
﹂
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
作
品
内
で
は
例
え
ば
﹁
大
場
の
そ
の
報
告
を
一
々
こ
こ
に
記
入

す
る
こ
と
は
さ
う
我
々
に
は
重
要
で
は
あ
る
ま
い
︒
要
す
る
に
あ
の
奇
異
な
婦

人
は
猪
股
が
考
へ
た
と
ほ
り
ヒ
ス
テ
リ
ー
患
者
で
あ
つ
た
こ
と
が
明
瞭
に
な
つ
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た
事
を
知
り
︑
序
に
一
週
間
程
の
間
の
そ
の
経
過
を
摘
記
す
る
だ
け
に
す
る
﹂

と
い
う
よ
う
に
︑
こ
の
作
品
を
記
述
し
て
い
る
﹁
記
述
者
﹂
の
存
在
が
明
示
さ

れ
て
い
る
︒
こ
の
作
品
は
﹁
記
述
者
﹂
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
も
の
が
読
者

へ
提
示
さ
れ
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
記
述
者
﹂
と

は
︑
例
え
ば
﹁
若
し
こ
こ
に
も
う
一
人
猪
股
の
や
う
な
明
敏
な
人
が
ゐ
て
︑
こ

の
時
の
猪
股
の
心
理
を
透
察
す
る
と
す
れ
ば
︑
そ
の
人
は
美
し
い
夕
方
の
雲
に

対
す
る
猪
股
の
詩
的
な
一
言
が
︑
或
る
意
味
で
は
猪
股
の
心
の
空
の
夕
方
の
雲

そ
の
も
の
で
あ
つ
た
の
に
気
が
つ
く
で
あ
ら
う
﹂
と
語
る
よ
う
に
︑
猪
股
の
よ

う
な
﹁
明
敏
な
﹂
分
析
家
で
あ
り
︑
猪
股
と
同
様
に
登
場
人
物
た
ち
の
心
理
を

分
析
し
︑
さ
ら
に
は
猪
股
さ
え
も
精
神
分
析
の
題
材
の
一
例
と
捉
え
る
の
で
あ

る⑪
︒
ま
た
︑
浜
地
と
辰
子
と
の
事
件
に
つ
い
て
語
る
須
藤
の
話
を
﹁
読
者
は
そ

の
煩
に
堪
へ
な
い
だ
ら
う
﹂
と
し
て
︑﹁
簡
に
し
て
要
を
得
る
頭
脳
﹂
を
持
つ

﹁
猪
股
流
に
摘
要
し
﹂
て
記
す
こ
と
を
述
べ
る
な
ど
︑
合
理
的
な
語
り
を
心
が

け
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑﹁
記
述
者
﹂
の
語
り
は
必
ず
し
も

﹁
簡
に
し
て
要
を
得
る
﹂
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
︒
登
場
人
物
達
の
﹁
無
意

識
﹂
を
見
出
し
解
説
を
加
え
て
い
く
﹁
記
述
者
﹂
の
語
り
は
︑
例
え
ば
︑
探
偵

社
に
辰
子
の
過
去
の
調
査
を
依
頼
し
た
猪
股
の
行
動
の
裏
に
︑﹁
電
柱
の
広
告

の
作
用
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
し
た
り
︑
辰
子
を
逃
が
し
た
嫌
疑
を
警
察
に

か
け
ら
れ
る
こ
と
を
空
想
す
る
大
場
の
﹁
神
経
衰
弱
に
陥
つ
た
﹂
姿
を
語
っ
た

り
し
て
い
く
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
記
述
者
﹂
は
辰
子
の
秘
密
を
解
き
明
か
す
上
で

直
接
関
わ
り
が
な
い
事
も
色
々
語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹁
記
述
者
﹂

は
︑
辰
子
の
秘
密
を
語
る
上
で
猪
股
流
の
合
理
的
な
頭
脳
で
情
報
を
再
構
成
し

て
語
ろ
う
と
す
る
一
方
で
︑
精
神
分
析
の
視
線
に
寄
り
添
っ
た
語
り
を
展
開
し

て
い
く
う
ち
に
︑
辰
子
の
秘
密
の
解
明
と
は
無
関
係
な
登
場
人
物
達
の
﹁
無
意

識
﹂
に
関
す
る
挿
話
も
語
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
を
考
え
た
時
︑

示
唆
に
富
む
の
が
︑
須
藤
初
雄
の
存
在
で
あ
る
︒




お
し
ゃ
べ
り
な
語
り

︱
須
藤
の
語
り

詩
人
で
あ
り
文
士
で
あ
る
須
藤
は
︑
世
間
か
ら
﹁
高
等
野
人
だ
と
評
さ
れ
﹂

浜
地
と
同
門
で
あ
り
︑﹁
低
い
塀
も
壁
も
み
ん
な
淡
紅
色
に
塗
つ
て
あ
つ
た
﹂

洋
館
に
小
さ
な
犬
・
狆
・
鸚
鵡
・
雲
雀
を
飼
っ
て
住
ん
で
い
る⑫
︒
春
夫
の
こ
と

を
知
っ
て
い
る
読
者
で
あ
る
な
ら
ば
︑
す
ぐ
に
須
藤
初
雄
が
佐
藤
春
夫
を
モ
デ

ル
に
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が⑬
︑
こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の

は
︑
須
藤
の
話
ぶ
り
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
猪
股
は
須
藤
の
話
を
聞
い
て
﹁
ま
る

で
ロ
マ
ン
テ
イ
ツ
ク
な
小
説
見
た
や
う
﹂
の
﹁
一
種
特
有
の
話
風
﹂
で
﹁
慢
性

の
神
経
衰
弱
﹂
に
陥
っ
て
い
る
と
分
析
し
︑
須
藤
こ
そ
﹁
精
神
分
析
を
し
て
見

る
値
打
﹂
が
あ
る
と
考
え
る
︒
ま
た
︑﹁
話
は
一
向
と
り
と
め
が
な
く
て
要
領

を
得
に
く
い
け
れ
ど
︑
あ
の
話
風
の
な
か
に
は
何
と
な
く
ア
ト
モ
ス
フ
イ
が
あ

る
︒
夫
で
何
と
は
な
し
に
自
然
と
話
し
て
ゐ
る
こ
と
が
呑
込
め
る
﹂
と
も
指
摘

す
る
︒
先
述
し
た
通
り
︑﹁
記
述
者
﹂
も
ま
た
須
藤
の
こ
の
特
徴
的
な
語
り
が
︑
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話
の
展
開
上
ノ
イ
ズ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
抑
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒

須
藤
の
話
ぶ
り
は
特
有
な
も
の
で
︑
一
種
訥
弁
の
雄
弁
に
属
す
る
︒︵
略
︶

蔓
草
の
や
う
な
あ
ぶ
な
げ
な
話
の
進
展
で
時
々
非
常
な
独
断
を
犯
し
︑
主

観
的
に
な
る
︒
須
藤
の
口
か
ら
聞
く
と
そ
れ
が
不
思
議
な
味
も
無
い
で
は

な
い
が
︑
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
ま
の
形
で
文
字
に
し
て
再
録
し
た
の
で
は
︑

読
者
は
そ
の
煩
に
堪
へ
な
い
だ
ら
う
︑
そ
の
須
藤
の
談
話
を
幸
ひ
に
も
猪

股
助
教
授
は
一
流
の
明
晰
な
頭
脳
に
よ
つ
て
聴
き
取
つ
た
︒
我
々
も
須
藤

の
お
喋
り
に
従
ふ
よ
り
も
猪
股
助
教
授
の
簡
に
し
て
要
を
得
る
頭
脳
に
従

ふ
の
を
便
利
と
す
る
︒
そ
こ
で
︑
今
ま
で
須
藤
の
話
し
た
と
こ
ろ
を
︑
も

う
一
度
猪
股
流
に
摘
要
し
そ
の
後
の
須
藤
の
談
話
を
も
︑
同
じ
方
法
で
記

す
と
す
る⑭
︒︵﹁
人
生
の
不
幸
﹂︶

し
か
し
話
が
進
み
︑
猪
股
の
精
神
分
析
の
視
線
が
失
調
し
て
い
く
と
︑
排
除

し
て
い
た
は
ず
の
須
藤
の
語
り
︑
須
藤
の
方
法
が
猪
股
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
始

め
る
の
で
あ
る
︒
猪
股
は
﹁
実
は
私
も
︑
い
ろ
い
ろ
小
説
家
的
に
や
つ
て
見
て

ゐ
る
﹂
と
︑
須
藤
の
よ
う
に
小
説
家
的
な
方
法
で
辰
子
の
秘
密
を
探
り
︑
辰
子

の
妊
娠
と
関
わ
る
人
物
を
探
そ
う
と
す
る⑮
︒
ま
た
先
に
も
確
認
し
た
よ
う
に
︑

辰
子
を
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
捉
え
︑
辰
子
に
対
し
て
得
体
の
知
れ
な
い
不

安
を
募
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
︑
猪
股
は
必
要
以
上
に
饒
舌
に
話
し
て

い
る
自
分
に
気
づ
く
︒
そ
し
て
﹁
こ
ん
な
事
は
須
藤
初
雄
君
の
言
ふ
こ
と
だ
ら

う
が
⁝
⁝
﹂
と
︑
い
つ
の
間
に
か
須
藤
の
お
し
ゃ
べ
り
な
語
り
︑
須
藤
の
思
考

法
に
染
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
く
︒
さ
ら
に
は
︑
須
藤
の
こ
と
を

﹁
ま
る
で
自
分
に
似
て
ゐ
る
や
う
な
気
﹂
に
さ
え
な
る
︒
ま
た
︑
作
品
内
の

﹁
記
述
者
﹂
も
猪
股
の
精
神
分
析
の
視
線
が
失
調
し
て
い
く
中
で
︑﹁
須
藤
初
雄

は
例
に
よ
つ
て
特
有
な
わ
か
り
に
く
い
話
術
で
︑
先
刻
の
狂
人
の
話
を
は
じ
め

た
﹂
と
︑
須
藤
の
言
葉
を
抑
制
せ
ず
に
︑﹁
わ
か
り
に
く
い
﹂
と
言
い
つ
つ
も

そ
の
ま
ま
提
示
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
須
藤
の
語
り
と
は
︑
精
神
分
析
を
主
軸
と
し
た
猪
股
や
﹁
記

述
者
﹂
の
﹁
明
晰
な
﹂
語
り
と
は
本
来
性
質
を
異
に
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て

い
た
︒
そ
れ
は
﹁
わ
か
り
に
く
い
﹂
と
同
時
に
﹁
ア
ト
モ
ス
フ
イ
﹂﹁
不
思
議

な
味
﹂
を
持
つ
語
り
で
あ
っ
た
︒﹁
私
は
時
々
︑
気
狂
ひ
に
ひ
ど
く
共
鳴
す
る

こ
と
が
あ
る
ん
で
す
﹂
と
﹁
狂
人
﹂
達
へ
の
共
感
を
示
す
須
藤
の
語
り
は
﹁
狂

気
﹂
を
有
す
る
語
り
に
限
り
な
く
近
い
も
の
だ
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
︒
こ
の

こ
と
は
猪
股
が
作
品
の
前
半
部
で
﹁
狂
人
﹂
の
預
言
者
が
﹁
荘
重
な
口
調
﹂
で

話
す
の
を
聞
き
︑﹁
ま
る
で
自
由
詩
と
か
い
ふ
も
の
を
読
ん
で
ゐ
る
や
う
﹂
だ

と
捉
え
︑﹁
所
謂
詩
と
い
ふ
も
の
も
何
か
精
神
病
学
的
な
一
現
象
ぢ
や
な
い
か

知
ら
﹂
と
分
析
し
て
い
た
こ
と
に
も
繋
が
る
︒
ま
た
︑
須
藤
は
﹁
狂
人
﹂
と
な

っ
た
辰
子
の
元
夫
が
﹁
女
﹂
の
声
で
歌
う
﹁
バ
ラ
ツ
ド
﹂
に
強
烈
な
印
象
を
受

け
る
︒
こ
の
詩
は
嬰
児
殺
し
の
歌
で
あ
り
︑
辰
子
の
秘
密
の
核
心
に
導
く
伏
線

と
も
な
っ
て
い
る
の
だ
が
︑
し
か
し
須
藤
は
詩
の
内
容
自
体
よ
り
も
﹁
女
﹂
の

﹁
や
さ
し
い
声
﹂
を
伴
っ
た
﹁
不
思
議
に
美
し
い
畳
句

レ
フ
レ
イ
ン

﹂
に
惹
か
れ
て
い
く
の
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で
あ
る⑯
︒

こ
の
よ
う
に
︑
須
藤
の
﹁
ア
ト
モ
ス
フ
イ
﹂
を
有
す
る
お
し
ゃ
べ
り
な
語
り

が
﹁
狂
気
﹂
の
語
り
に
近
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え

る
と
︑
猪
股
流
の
精
神
分
析
を
主
軸
と
し
た
﹁
明
晰
﹂
で
あ
っ
た
は
ず
の
語
り

も
︑
い
つ
し
か
こ
う
し
た
﹁
狂
気
﹂
の
語
り
へ
と
接
続
し
て
い
く
有
り
様
が
︑

作
品
内
で
は
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
そ
も
そ
も
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分

析
は
同
時
代
に
お
い
て
﹁
科
学
と
し
て
の
体
系
に
欠
け
て
居
る
﹂︵
久
保
良
英

﹁
精
神
分
析
学
の
二
大
分
派
﹂﹃
中
央
公
論
﹄
昭
�
・
�
︶
と
い
う
指
摘
も
あ
り
︑

﹁﹃
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
﹄
で
あ
る
と
同
時
に
﹃
科
学
﹄
で
あ
る
と
い
う
二
面
性
﹂

︵
一
柳
廣
孝
﹁
変
容
す
る
夢
﹂
前
掲
書
︶
を
持
つ
と
捉
え
ら
れ
て
も
い
た
︒
作

品
内
で
も
﹁
記
述
者
﹂
に
よ
っ
て
﹁
科
学
と
詩
と
の
私
生
児
の
如
き
フ
ロ
イ
ド

学
説
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
の
二
面
性
は
自

覚
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒﹁
文
学
な
ど
と
い
ふ
ヘ
ン
な
も
の
﹂

を
少
年
時
代
に
勉
強
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
猪
股
や
︑﹁
ヘ
ン
﹂
と
言
い
つ
つ
︑

﹁
グ
レ
ツ
チ
エ
ン
﹂
と
い
う
言
葉
に
﹁
傑
作
フ
ア
ウ
ス
ト
の
な
か
に
出
て
来
る

有
名
な
少
女
﹂
と
解
説
を
加
え
る
な
ど
芸
術
に
理
解
を
示
す
﹁
記
述
者
﹂
が
︑

﹁
科
学
﹂
と
﹁
詩
﹂
の
両
方
に
惹
か
れ
る
の
は
当
然
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
無
意
識
﹂
を
常
に
発
見
し
︑
病
の
徴
と
し
て
意
味
づ
け
て
い

く
精
神
分
析
の
視
線
は
︑
逆
に
﹁
狂
﹂
と
﹁
狂
﹂
な
ら
ざ
る
も
の
と
の
境
界
を

曖
昧
に
さ
せ
る
︒
ま
た
︑
そ
う
し
た
視
線
に
寄
り
添
う
語
り
は
﹁
狂
気
﹂
の
語

り
に
近
い
﹁
詩
﹂
の
語
り
と
も
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の

﹁
狂
﹂
と
﹁
狂
﹂
な
ら
ざ
る
も
の
と
の
境
界
が
曖
昧
と
な
っ
た
最
た
る
状
態
が
︑

結
末
部
の
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
の
来
航
の
場
面
に
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

�
﹁
半
狂
し
た
や
う
な
状
態
﹂

︱
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
の
来
航

ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
が
日
本
に
来
航
し
霞
ヶ
浦
を
通
過
し
た
の
は
昭
和
四
年
八
月

十
九
日
で
あ
っ
た
︒
こ
の
来
航
に
関
し
て
は
新
聞
や
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
で
も
大
々

的
に
取
り
上
げ
ら
れ⑰
︑
実
際
に
姿
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
東
京
の
新
聞
の

み
な
ら
ず
﹁
更
生
記
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
﹃
福
岡
日
日
新
聞
﹄
で
も
七
月
後
半
か

ら
連
日
そ
の
情
報
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
︒
来
航
の
当
日
は
各
紙
は
こ
ぞ
っ
て
号

外
を
出
し
て
い
る
︵﹁
来
た
〳
〵
巨
大
な
雄
姿

感
激
に
充
ち
た
霞
ヶ
浦
﹂﹃
東

京
朝
日
新
聞
﹄
号
外
︑
昭
�
・
�
・
19
︶︒
来
航
の
サ
イ
レ
ン
が
鳴
る
と
︑﹁
誰

も
彼
も
窓
か
ら
乗
り
出
し
て
︑
そ
れ
が
後
に
な
つ
て
問
題
に
な
つ
た
航
路
の
方

へ
去
る
の
を
見
送
つ
た
﹂︵
村
山
知
義
﹁
現
代
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
情
景
﹂﹃
中
央

公
論
﹄
昭
和
�
・
10
︶
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
の
来
航
に

当
時
︑
多
く
の
人
達
が
熱
狂
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
﹁
あ
の

銀
光
の
巨
体
が
い
ま
も
絶
え
ず
あ
た
ま
の
中
の
お
ほ
空
を
飛
ん
で
ゐ
る
﹂︵
土

岐
善
麿
﹁
グ
ラ
フ
・
ツ
エ
ペ
リ
ン
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
朝
刊
︑
昭
�
・
�
・

23
︶
と
い
う
発
言
か
ら
も
︑
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
を
見
た
衝
撃
は
う
か
が
い
知
れ
る
︒

昭
和
五
年
に
書
か
れ
た
池
谷
信
三
郎
﹁
喜
劇
ツ
エ
ツ
ペ
リ
ン
挿
話
集
﹂︵﹃
池
谷

佐
藤
春
夫
﹁
更
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信
三
郎
全
集
﹄
改
造
社
︑
昭
�
・
�
・
20
︶
は
︑
会
社
員
や
借
金
取
り
︑
監
視

員
︑
少
女
︑
一
組
の
夫
婦
な
ど
別
々
の
場
で
日
常
を
送
る
人
々
が
︑
ツ
ェ
ッ
ペ

リ
ン
が
現
わ
れ
﹁
暫
く
の
間
︑
た
だ
も
う
︑
す
べ
て
意
識
を
吸
ひ
つ
け
ら
れ
た

や
う
な
︑
妄
我
的
な
酔
つ
た
や
う
な
感
激
に
浸
つ
て
ゐ
る
︒︵
可
及
的
に
長
い

間
︶﹂
を
同
時
に
体
験
す
る
が
︑﹁
忽
ち
︑
又
そ
れ
〴
〵
の
生
活
が
戻
つ
て
来

る
﹂
と
い
う
異
様
な
状
況
を
描
い
て
い
る
︒
登
場
人
物
の
男
が
﹁
あ
い
つ
を
見

る
と
︑
み
ん
な
頭
の
ど
つ
か
が
変
に
な
り
ま
す
よ
︒
あ
い
つ
は
魔
物
だ
﹂
と
言

う
よ
う
に
︑
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
は
人
を
一
時
的
な
﹁
狂
気
﹂
に
陥
ら
せ
る
も
の
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

｢更
生
記
﹂
の
中
で
も
﹁
満
都
の
人
々
﹂
が
﹁
半
狂
し
た
や
う
な
状
態
﹂
で

ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
を
迎
え
る
様
子
が
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
︒

そ
の
日
︑
満
都
の
人
々
は
︑
今
日
東
京
の
空
に
姿
を
現
す
筈
の
ツ
ヱ
ツ
ペ

リ
ン
を
迎
へ
る
気
持
で
︑
半

な
か
ば

狂
し
た
や
う
な
状
態
で
あ
つ
た
︒
須
藤
は

朝
か
ら
次
々
に
来
訪
し
た
三
人
の
青
年
に
む
か
つ
て
︑

﹁
君
は
死
な
う
と
し
て
ゐ
る
人
間
に
対
し
て
︑
生
存
を
勧
告
す
る
に
適
切

な
言
ひ
分
を
持
ち
合
し
て
ゐ
る
か
ね
﹂

と
質
問
す
る
と
︑
誰
も
そ
れ
に
は
満
足
な
返
答
を
し
た
も
の
は
な
か
つ

た
︒
そ
の
代
り
に
彼
等
は
皆
︑
ツ
ヱ
ツ
ペ
リ
ン
の
噂
を
し
た
︒︵
略
︶
下

で
は
隣
近
所
の
家
の
な
か
か
ら
︑
一
斉
に
︑
ラ
ヂ
オ
は
刻
々
に
飛
行
船
の

通
過
す
る
場
所
を
報
告
し
た
︒
あ
ち
ら
で
も
こ
ち
ら
で
も
屋
根
の
上
に
登

つ
た
人
が
見
え
た
︒︵
略
︶

︱
平
日
な
ら
こ
れ
は
ま
さ
し
く
狂
病
院
の

も
の
だ
と
猪
股
は
思
つ
た
︒︵
略
︶

辰
子
は
あ
で
や
か
に
美
し
い
歯
並
を
見
せ
て
笑
つ
た

︱
活
々
と
し
た

瞳
を
上
げ
て
︒

﹁
御
免
な
さ
い
︒
猪
股
先
生
︑
そ
れ
か
ら
須
藤
先
生
も
︒
わ
た
く
し
︑
銀

色
に
キ
ラ
キ
ラ
光
り
な
が
ら
ゆ
つ
た
り
と
黙
つ
て
過
ぎ
て
行
く
ツ
ヱ
ツ
ペ

リ
ン
の
あ
の
姿
を
思
ひ
出
し
て
ゐ
た
の
で
す
わ
︒
失
礼
な
が
ら
お
二
方
の

御
説
教
よ
り
あ
の
姿
の
方
が
わ
た
く
し
に
神
と
力
と
を
感
じ
さ
せ
ま
し

た
﹂︵﹁
猪
股
と
須
藤
﹂︶

猪
股
は
人
々
の
熱
狂
ぶ
り
を
﹁
ま
さ
し
く
狂
病
院
の
も
の
﹂
だ
と
表
現
す
る

が
︑
し
か
し
決
し
て
傍
観
者
で
は
な
い
︒﹁
私
も
見
せ
て
も
ら
は
う
﹂
と
積
極

的
に
屋
根
に
上
が
り
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
を
見
る
猪
股
も
︑
ま
た
﹁
ツ
ヱ
ツ
ペ
リ
ン

を
見
な
い
で
︑
客
を
接
見
す
る
気
に
は
な
れ
な
か
つ
た
﹂
須
藤
も
︑
共
に
こ
の

﹁
半
狂
し
た
や
う
な
状
態
﹂
に
陥
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
辰
子
を
は
じ

め
猪
股
や
須
藤
の
﹁
狂
気
﹂
は
︑
こ
の
﹁
半
狂
し
た
﹂
空
間
の
中
に
呑
み
込
ま

れ
︑
同
様
の
﹁
狂
気
﹂
を
皆
と
共
有
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
日
常
の
中
に
お

い
て
︑
何
か
の
拍
子
に
﹁
狂
﹂
と
﹁
狂
﹂
な
ら
ざ
る
も
の
と
の
境
界
が
崩
れ

﹁
狂
気
﹂
が
溢
れ
て
い
く
瞬
間
が
あ
る
こ
と

︱
辰
子
も
猪
股
も
須
藤
も
特
別

な
存
在
で
は
な
く
︑
誰
も
が
﹁
狂
気
﹂
と
隣
り
合
わ
せ
に
あ
る
こ
と
が
結
末
部

で
は
暗
示
さ
れ
て
い
る
︒
特
に
春
夫
を
モ
デ
ル
と
す
る
須
藤
に
﹁
狂
気
﹂
を
見

佐
藤
春
夫
﹁
更
生
記
﹂
論
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出
さ
せ
て
い
た
よ
う
に
︑︿
誰
も
﹀
の
中
に
は
当
然
﹁
作
者
﹂︵﹁
佐
藤
春
夫
﹂︶

も
含
ま
れ
て
お
り
︑﹁
作
者
﹂
が
自
ら
の
﹁
狂
﹂
的
な
部
分
も
引
き
受
け
る
と

同
時
に
﹁
読
者
﹂
に
も
そ
れ
が
他
人
事
で
は
な
い
こ
と
を
突
き
つ
け
て
い
た
と

い
え
る
︒

フ
ロ
イ
ト
・
ブ
ー
ム
の
中
で
︑﹁
意
識
の
下
層
に
埋
も
れ
た
無
意
識
界
こ
そ

我
々
の
生
命
の
本
源
﹂︵
長
田
秀
雄
﹁
無
意
識
心
理
論
﹂︵﹃
新
潮
﹄
昭
�
・
10
︶

で
﹁
人
生
の
真
実
に
徹
す
る
こ
と
が
出
来
る
﹂︵
同
︶︑﹁
最
も
本
元
的
な
文
芸

の
科
学
﹂︵
大
槻
憲
二
﹁
精
神
分
析
せ
ら
れ
た
名
作
﹂﹃
新
潮
﹄
昭
�
・
11
︶
と

し
て
精
神
分
析
が
同
時
代
の
文
学
の
場
で
期
待
さ
れ
て
い
た
時
︑
春
夫
は
精
神

分
析
で
は
﹁
人
生
の
真
実
﹂
に
迫
る
こ
と
が
で
き
ず
︑﹁
狂
気
﹂
を
解
消
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
あ
え
て
精
神
分
析
を
用
い
な
が
ら
明
示
し
︑﹁
狂
気
﹂

が
語
り
出
さ
れ
て
い
く
そ
の
過
程
を
執
拗
に
描
き
出
し
て
い
た
︒﹁
個
人
を
描

く
文
学
に
於
て
は
︑
多
分
心
理
学
あ
る
ひ
は
精
神
分
析
学
か
ら
出
発
し
た
美
学

で
な
け
れ
ば
完
全
に
評
価
は
出
来
な
い
だ
ら
う
﹂︵﹁
個
人
的
文
学
︑
社
会
的
文

学
﹂﹃
文
芸
都
市
﹄
昭
和
�
・
�
︶
と
言
っ
て
い
た
春
夫
は
︑
も
ち
ろ
ん
精
神

分
析
を
全
て
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
春
夫
が
疑
義
を
呈
し
て

い
る
の
は
︑
島
清
事
件
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
精
神
分
析
を
用
い
さ
え
す
れ
ば

﹁
真
相
﹂﹁
真
実
﹂
が
明
快
に
な
る
と
す
る
考
え
方⑱
に
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

そ
し
て
︑
だ
か
ら
こ
そ
作
品
内
で
﹁
狂
人
﹂
が
二
人
も
出
て
く
る
こ
と
や
﹁
人

物
が
み
ん
な
一
癖
あ
つ
て
︑
そ
れ
が
︑
み
な
同
じ
や
う
な
型
ば
か
り
で
︒
ま
る

で
︑
ひ
と
り
の
人
間
を
︑
八
面
鏡
に
う
つ
し
た
や
う
な
図
﹂
に
な
っ
て
い
る
状

態
を
須
藤
に
﹁
小
説
と
し
て
は
﹂﹁
ま
づ
い
事
だ
ら
け
﹂
だ
と
言
わ
せ
︑
自
己

言
及
的
に
こ
の
作
品
自
体
を
批
判
さ
せ
た
と
い
え
る
︒
精
神
分
析
を
扱
う
小
説

が
結
局
︑﹁
狂
気
﹂
を
溢
れ
さ
せ
て
い
く
︵﹁
狂
人
﹂
を
作
り
だ
し
て
い
く
︶︑

見
方
に
よ
っ
て
は
﹁
ま
づ
い
﹂
も
の
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
揶
揄
す
る
こ
と
で
︑

同
時
代
に
お
け
る
精
神
分
析
へ
の
過
剰
な
期
待
か
ら
距
離
を
取
ろ
う
と
し
て
い

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

｢更
生
記
﹂
は
︑﹁
科
学
と
詩
と
の
私
生
児
の
如
き
フ
ロ
イ
ド
学
説
﹂
と
い
う

言
葉
に
象
徴
的
な
よ
う
に
︑﹁
科
学
﹂
と
﹁
詩
﹂︵﹁
狂
気
﹂︶
と
が
ま
さ
に
結
び

つ
く
あ
り
様
そ
の
も
の
を
︑
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
や
精
神
分
析
と
い
っ
た
当
時
最
も

話
題
性
が
あ
っ
た
モ
チ
ー
フ
を
取
り
入
れ
︑﹁
科
学
的
﹂
な
る
も
の
に
沸
き
立

つ
同
時
代
の
人
々
の
気
分
を
掬
い
取
り
な
が
ら
︑
浮
彫
り
に
し
よ
う
と
し
た
作

品
な
の
で
あ
る
︒

注①

こ
の
時
期
の
﹁
変
態
心
理
﹂
や
精
神
分
析
の
流
行
に
関
し
て
は
︑
一
柳
廣
孝
﹃
無

意
識
と
い
う
物
語
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
平
26
・
�
・
20
︶︑
曾
根
博
義
﹁
フ
ロ

イ
ト
の
紹
介
と
影
響

︱
新
心
理
主
義
成
立
の
背
景
﹂︵
昭
和
文
学
会
編
﹃
昭
和
文

学
の
諸
問
題
﹄
笠
間
書
院
︑
昭
54
・
�
・
25
︶
な
ど
に
詳
し
い
︒

②

例
え
ば
︑
曾
根
前
掲
論
文
で
は
フ
ロ
イ
ト
・
ブ
ー
ム
の
中
で
発
表
さ
れ
た
作
品
と

し
て
取
り
上
げ
︑
興
味
は
﹁
も
っ
ぱ
ら
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
解
釈
と
治
療
法
だ
け
に
向
け

佐
藤
春
夫
﹁
更
生
記
﹂
論

二
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五



ら
れ
﹂﹁
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
を
体
系
的
に
摂
取
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
な
か
っ
た
﹂

と
し
て
い
る
︒
ま
た
新
田
篤
﹁
佐
藤
春
夫
﹃
更
生
記
﹄
に
お
け
る
精
神
分
析
と
精
神

医
学
﹂﹃
精
神
医
学
史
研
究
﹄
平
24
・
10
︶
で
は
︑
作
中
の
精
神
分
析
や
療
法
が
フ

ロ
イ
ト
や
ク
レ
ッ
ペ
リ
ン
の
説
︑
下
田
光
造
︑
杉
田
直
樹
﹃
最
新
精
神
病
学
﹄
に
お

け
る
療
法
と
一
致
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
他
﹁
島
田
清
次
郎

評
伝
人
と

作
品
﹂︵
小
林
輝
冶
編
﹃
石
川
近
代
文
学
全
集
�
﹄
石
川
近
代
文
学
館
︑
平
�
・



・
�
︶
で
島
田
清
次
郎
の
資
料
と
し
て
参
照
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
海
老
原
由
香

は
口
頭
発
表
﹁﹃
更
生
記
﹄
の
再
検
討
﹂︵
日
本
近
代
文
学
会
十
一
月
例
会
︑
平
12
・

11
・
25
︶
で
︑
こ
の
作
品
が
探
偵
小
説
︑
心
理
小
説
︑
社
会
小
説
︑
教
養
小
説
の
多

要
素
を
持
つ
と
指
摘
し
た
︒

③

﹁
女
学
生
が
偽
は
ら
ぬ
島
田
事
件
の
批
判
﹂︵﹃
読
売
新
聞
﹄
朝
刊
︑
大
12
・
�
・

26
︶
に
は
︑
芳
江
へ
の
批
判
や
二
人
の
結
婚
を
説
く
も
の
が
あ
る
︒
こ
の
他
︑
島
田

に
同
情
を
示
す
も
の
に
﹁
自
称
天
才
の
末
路

精
神
病
院
に
泣
く
島
清
君
﹂︵
丘
緑

﹃
東
京
﹄
大
正
13
・
12
︶
な
ど
が
あ
る
︒

④

吉
岡
房
子
﹁
家
庭
と
学
校
で
如
何
に
性
教
育
を
授
く
べ
き
か
﹂︵﹃
婦
人
世
界
﹄
大

12
・
�
︶
な
ど
︒

⑤

藤
原
英
比
古
﹁
狂
人
と
な
つ
た
島
田
清
次
郎
君
を
精
神
病
院
の
一
室
に
訪
ふ
記
﹂

︵﹃
主
婦
之
友
﹄
大
13
・
12
︶︑
中
山
啓
﹁
島
田
清
次
郎
君
の
発
狂
﹂︵﹃
脳
﹄
昭
�
・

�
︶
な
ど
︒

⑥

事
件
に
関
し
て
実
際
の
島
田
と
作
品
内
の
浜
地
と
を
比
較
し
て
簡
単
に
整
理
す
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

島
田
清
次
郎

浜
地
英
三
郎

出
身
地

石
川
県
金
沢

北
海
道
小
樽

事
件
前

生
田
長
江
の
推
賞
で
﹃
地
上
︵
第

一
部
地
に
潜
む
も
の
︶﹄
を
出
版

石
田
氏
の
推
賞
で
﹃
太
陽
の
照
す

と
こ
ろ
﹄
を
出
版

洋
行
中
︑
イ
ギ
リ
ス
人
の
女
優
ミ

ス
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
に
求
婚
さ
れ

た
と
語
る

洋
行
中
知
り
あ
っ
た
若
い
女
優
と

結
婚
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
語
る

事

件

年
月
⁝
大
正
一
二
年
四
月

大
正
一
〇
年
一
一
月

泊
ま
っ
た
場
所
⁝
逗
子
・
取
調
べ

⁝
葉
山
署

泊
ま
っ
た
場
所
⁝
小
田
原

摂
政
殿
下
が
葉
山
か
ら
帰
京

高
貴
な
方
が
御
用
邸
へ
来
る
日
取

対
応
⁝
舟
木
家
が
島
田
を
告
訴
︒

兄
・
重
雄
︑
島
田
も
メ
デ
ィ
ア
で

発
言
︒
島
田
が
徳
田
秋
聲
と
弁
護

士
の
勧
め
で
芳
江
の
手
紙
を
提
出
︒

新
聞
に
も
公
表
↓
島
田
の
謝
罪
状

と
小
説
に
こ
の
件
を
書
か
な
い
こ

と
を
条
件
に
舟
木
家
告
訴
取
り
下

げ

青
野
老
男
爵
︵
父
︶
が
新
聞
で
浜

地
を
批
判
↓
青
野
家
が
浜
地
を
告

訴
↓
浜
地
が
時
岡
鶏
鳴
の
勧
め
で

辰
子
の
手
紙
を
裁
判
所
に
提
出
↓

青
野
家
は
告
訴
取
り
下
げ

事
件
後

﹃
我
れ
世
に
敗
れ
た
り
﹄
を
出
版

﹃
敗
け
た
る
者
﹄
を
出
版

﹁
早
発
性
痴
呆
症
﹂
の
診
断
︒
巣

鴨
保
養
院
入
院

﹁
狂
人
﹂
と
な
り
入
院

⑦

﹁
泣
い
て
妹
の
為
に
﹂︵﹃
婦
人
世
界
﹄
大
12
・
�
︶
な
ど
︒
さ
ら
に
﹃
事
件
の
真

相
に
つ
い
て
御
再
考
を
乞
ふ
﹄︵
非
売
品
︶
を
作
成
し
友
人
に
配
布
し
て
い
る
︒
次

兄
の
重
信
は
こ
の
時
︑
留
学
中
だ
っ
た
︒

佐
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﹁
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⑧

﹁﹃
ヒ
ス
テ
リ
ー
﹄
患
者
は
︑
過
去
の
追
憶
に
悩
め
る
も
の
で
あ
る
と
云
つ
て
も
よ

い
︒
こ
の
追
憶
を
之
に
伴
な
ふ
適
当
な
興
奮
と
共
に
︑
意
識
に
持
ち
来
た
し
︑
こ
れ

を
正
常
的
に
消
え
失
せ
し
む
る
事
が
出
来
れ
ば
治
癒
が
起
る
︒
換
言
す
れ
ば
閉
ぢ
込

め
ら
れ
て
居
た
感
情
が
︑
意
識
界
に
持
出
さ
れ
︑
言
葉
に
な
つ
て
現
は
れ
︑
或
は
医

師
の
暗
示
に
よ
つ
て
除
か
れ
る
の
で
あ
る
﹂︵
丸
井
清
泰
﹃
精
神
分
析
療
法

前
編
﹄

克
誠
堂
︑
昭


・
�
・
13
︶︒

⑨

﹁
時
と
し
て
は
患
者
の
身
体
は
半
円
形
に
曲
つ
て
頭
と
爪
先
で
立
つ
て
ゐ
る
や
う

な
奇
体
な
形
を
す
る
こ
と
が
あ
る
﹂︵
コ
ー
リ
ア
ッ
ト
﹃
変
態
心
理
学
﹄
佐
藤
亀
太

郎
訳
︑
大
日
本
文
明
協
会
︑
大
�
・


・
30
︶

⑩

こ
の
他
︑
時
子
は
﹁
辰
子
の
影
響
を
う
け
て
よ
ほ
ど
ヒ
ス
テ
リ
ツ
ク
に
な
つ
て
ゐ

る
﹂
と
さ
れ
︑
須
藤
は
﹁
慢
性
の
神
経
衰
弱
﹂
と
さ
れ
る
︒
大
場
に
は
﹁
か
う
う
い

ふ
状
態
に
君
を
五
時
間
ほ
ど
置
く
と
君
の
神
経
衰
弱
を
昂
じ
さ
せ
て
︑
君
は
ヒ
ス
テ

リ
ツ
ク
に
な
る
﹂
と
言
い
︑
病
の
徴
候
を
読
み
取
っ
て
い
る
︒

⑪

﹁
猪
股
は
無
意
識
に
彼
の
少
年
時
代
の
文
学
に
対
す
る
憧
憬
を
再
び
思
ひ
出
し
て

ゐ
た
の
で
あ
る
︒︵
略
︶
少
年
時
代
の
夢
想
が
人
の
生
涯
に
於
て
事
毎
に
ど
れ
だ
け

有
力
に
作
用
す
る
か
の
実
例
の
一
つ
を
人
々
は
猪
股
に
発
見
す
る
で
あ
ら
う
︒﹂

︵﹁
夕
方
の
雲
﹂︶

⑫

島
田
と
同
門
と
い
う
事
実
や
︑
春
夫
の
﹁
自
分
は
一
介
の
野
人
で
あ
る
﹂︵﹁
芥
川

龍
之
介
を
憶
ふ
﹂﹃
改
造
﹄
昭


・
�
︶
と
い
う
発
言
︑﹁
小
説
家
で
赤
い
家
と
云
へ

ば
佐
藤
春
夫
氏
の
家
は
す
ぐ
わ
か
る
赤
い
家
︑
そ
れ
は
赤
壁
の
家
な
の
で
あ
る

︵
略
︶
人
と
鳥
と
が
一
つ
生
活
の
中
に
あ
る
や
う
で
来
客
の
眼
を
驚
か
す
﹂︵﹁
佐
藤

春
夫
氏
座
談
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
朝
刊
︑
昭


・
�
・
�
︶
な
ど
の
記
事
と
対
応
す
る
︒

⑬

作
品
内
で
は
他
に
も
以
下
の
人
物
に
実
在
の
モ
デ
ル
が
あ
る
︵︹

︺
内
が
実
在
の

人
物
︶︒
石
田
氏
︹
生
田
長
江
︺︑
時
岡
鶏
鳴
︹
徳
田
秋
聲
︺︑
須
藤
三
男
︹
佐
藤
秋
雄
︺

⑭

傍
線
引
用
者
︒
以
下
同
じ
︒

⑮

た
だ
し
︑
こ
の
時
は
猪
股
も
す
ぐ
に
現
実
は
小
説
と
違
っ
て
﹁
現
実
で
は
不
可

能
﹂
だ
と
し
︑
須
藤
の
方
法
を
切
り
捨
て
て
い
く
の
だ
が
︑
結
局
は
﹁
小
説
﹂
の
よ

う
に
辰
子
の
赤
ん
坊
の
父
と
し
て
浜
地
と
は
別
の
人
間
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら

も
︑
須
藤
の
小
説
家
的
な
方
法
は
作
品
内
で
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
︒

⑯

﹁
彼
女
は
日
影
で
墓
を
掘
り
上
げ
た
︒
／
(日
は
美
し
く
カ
ー
ラ
イ
ル
の
壁
に
照

り
)／
そ
れ
か
ら
そ
こ
へ
可
愛
い
児
を
埋
め
た
︒
／
(さ
う
し
て
獅
子
は
み
ん
な
の
王

様
だ
︶﹂
と
い
う
形
で
﹁
畳
句
と
本
文
の
物
語
と
の
間
に
何
の
連
絡
も
な
い
﹂︵
小
泉

八
雲
﹁
英
国
の
バ
ラ
ツ
ド
﹂﹃
小
泉
八
雲
全
集

第
十
六
巻
﹄
第
一
書
房
︑
昭
�
・

�
・
�
︶
こ
の
詩
︵﹁
酷
い
母
﹂
“T
h
e
C
r
u
e
l
M
o
r
h
e
r
”︶
は
︑
須
藤
の
気
儘
な
お

し
ゃ
べ
り
に
も
通
じ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

⑰

﹃
Ｚ
伯
号
来
航
記
念

ツ
エ
ッ
ペ
リ
ン
画
報
﹄︵
道
永
悌
三
編
︑
帝
国
飛
行
協
会
︑

昭
�
・
�
・
17
︶
な
ど
の
特
集
も
出
版
さ
れ
︑
来
航
に
際
し
て
は
サ
イ
レ
ン
が
鳴
ら

さ
れ
︑
Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
に
よ
る
中
継
も
さ
れ
た
︒

⑱

例
え
ば
﹁
精
神
分
析
を
さ
れ
た
女
の
話
﹂︵﹃
新
青
年
﹄
昭
�
・
�
︶
は
︑
一
方
的

に
男
性
に
別
れ
を
告
げ
ら
れ
失
意
の
底
に
あ
っ
た
女
性
が
精
神
分
析
学
の
博
士
に
診

察
さ
れ
﹁
潜
在
意
識
﹂
を
知
り
︑
自
分
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
術
を
覚
え
る
こ
と
で
︑

別
れ
た
男
と
再
会
し
て
幸
せ
に
な
り
︑
そ
の
後
も
二
人
の
間
で
問
題
が
発
生
す
る
と

博
士
の
診
察
に
よ
っ
て
解
決
し
て
い
る
と
い
う
経
験
談
風
の
話
で
あ
る
︒

︹
付
記
︺

本
稿
は
慶
應
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
︵
平
21
・
11
・
�
︶
で
報
告
し
た
口

頭
発
表
﹁
佐
藤
春
夫
﹃
更
生
記
﹄
論
﹂
を
原
形
に
︑
新
た
に
考
察
を
加
え
た
も

の
で
あ
る
︒
発
表
内
外
で
貴
重
な
ご
助
言
を
頂
い
た
︒
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
︒

本
文
の
引
用
は
﹃
定
本
佐
藤
春
夫
全
集

第
七
巻
﹄︵
臨
川
書
店
︑
平
10
・

�
・
10
︶
に
拠
る
︒
引
用
に
際
し
旧
字
は
新
字
に
改
め
︑
振
り
仮
名
は
適
宜
省

略
し
た
︒

佐
藤
春
夫
﹁
更
生
記
﹂
論

二
七
七


