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数
枝
＝
日
本
国
民
」
と
い
う
観
念
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
作
品
内

部
に
描
か
れ
た
「
桃
源
境
」
と
い
う
概
念
の
矛
盾
と
の
関
連
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、

作
中
人
物
の
関
係
性
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
、と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

継
母
の
あ
さ
と
の
関
係
に
基
づ
い
た
と
こ
ろ
で
の
、
主
人
公
で
あ
る
数
枝
の
人
物
像

を
分
析
し
た
上
で
、
数
枝
の
語
り
が
物
語
の
構
成
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た

の
か
。
ま
た
そ
の
語
り
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
桃
源
境
の
概
念
が
、
テ
ク
ス
ト
の
構
成

に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
。
こ
の
二
つ
の
問
題
を
論
文
で
究
明
す
る
。
そ
こ

か
ら
、
太
宰
治
が
戦
後
に
日
本
共
同
体
に
対
し
て
持
っ
た
疑
問
と
、
そ
の
疑
問
の
提

出
の
仕
方
が
ど
の
よ
う
な
創
作
手
法
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に

す
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
太
宰
治
、「
冬
の
花
火
」、
女
性
像
、
日
本
近
代
文
学

は
じ
め
に

　

敗
戦
直
後
の
昭
和
二
十
一
年
（1946

）
三
月
、「
新
文
芸
」
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
「
苦

悩
の
年
鑑
」
の
中
で
、
太
宰
治
は
「
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
の
感
覺
を
基
調

と
し
、
そ
の
倫
理
の
儀
表
を
天
皇
に
置
き
、
我
等
の
生
活
は
自
給
自
足
の
ア
ナ
キ
ズ

ム
風
の
桃
源
」
を
「
私
の
い
ま
夢
想
す
る
境
涯
」
だ
と
記
し
て
い
る
１
。
そ
し
て
同

年
の
六
月
、
雑
誌
「
展
望
」
に
寄
稿
し
た
文
章
「
冬
の
花
火
」
の
中
で
、
彼
は
補
足

を
加
え
る
か
の
よ
う
に
、
主
人
公
数
枝
の
口
を
借
り
て
次
の
よ
う
な
桃
源
境
の
景
色

を
描
い
た
。

【
論
文
要
旨
】

　

本
論
は
二
〇
二
二
年
に
既
に
発
表
し
た
論
文
「
太
宰
治
≲
冬
の
花
火
≳
試
論
─
罪

を
抱
く
≲
聖
母
像
≳
の
形
成
─
」
の
後
編
に
あ
た
る
。
太
宰
文
学
に
お
け
る
天
皇
と

母
性
の
関
係
を
究
明
す
る
た
め
に
、
敗
戦
直
後
の
昭
和
二
十
一
年
（1946

）
に
発
表

し
た
「
冬
の
花
火
」
を
取
り
上
げ
、
次
の
二
つ
の
視
点
を
出
発
点
と
し
て
考
察
し
た

い
。
第
一
点
と
し
て
、先
行
研
究
に
お
い
て
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
「
あ
さ
＝
天
皇
、
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ね
え
、
ア
ナ
ー
キ
ー
っ
て
ど
ん
な
事
な
の
？　

あ
た
し
は
、
そ
れ
は
、
支
那

の
桃
源
境
み
た
い
な
も
の
を
作
っ
て
み
る
事
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
。
気
の

合
っ
た
友
だ
ち
ば
か
り
で
田
畑
を
耕
し
て
、
桃
や
梨
や
林
檎
の
木
を
植
え
て
、

ラ
ジ
オ
も
聞
か
ず
、
新
聞
も
読
ま
ず
、
手
紙
も
来
な
い
し
、
選
挙
も
無
い
し
、

演
説
も
無
い
し
、
み
ん
な
が
自
分
の
過
去
の
罪
を
自
覚
し
て
気
が
弱
く
て
、
そ

れ
こ
そ
、お
の
れ
を
愛
す
る
が
如
く
隣
人
を
愛
し
て
、そ
う
し
て
疲
れ
た
ら
眠
っ

て
、
そ
ん
な
部
落
を
作
れ
な
い
も
の
か
し
ら
。
あ
た
し
は
い
ま
こ
そ
、
そ
ん
な

部
落
が
作
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
わ
。
２

　

こ
の
支
那
の
桃
源
境
の
よ
う
な
部
落
の
住
民
に
対
し
て
、「
自
分
の
過
去
の
罪
を

自
覚
し
て
気
が
弱
」
い
と
い
う
罪
の
自
覚
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
不
思
議

な
条
件
が
作
品
の
テ
ー
マ
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
作
者
本
人
が
同
年
の
八

月
に
河
盛
好
蔵
宛
の
手
紙
の
中
で
書
い
た
自
注
か
ら
も
窺
え
る
。

　

あ
の
ド
ラ
マ
（
筆
者
註
：『
冬
の
花
火
』
の
こ
と
）
の
思
想
と
い
つ
て
は
、

ル
カ
傳
七
章
四
十
七
の
赦
さ
る
る
事
の
少
き
者
は
、
そ
の
愛
す
る
事
も
ま
た
少

し
で
す
。
自
身
に
罪
の
意
識
の
な
い
奴
は
薄
情
だ
、罪
深
き
も
の
は
愛
情
深
し
、

と
い
ふ
の
が
テ
ー
マ
で
、
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
、
あ
さ
は
、
あ
の
や
う
な
過

去
を
持
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
。
３

　

し
か
し
、
越
智
治
雄
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
冬
の
花
火
」
と
い
う
物
語
の
中
に
、

桃
源
境
を
め
ぐ
る
矛
盾
が
あ
る
４
。
つ
ま
り
、
数
枝
が
語
っ
た
「
自
分
の
過
去
の
罪

を
自
覚
」
し
た
人
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
桃
源
境
が
、
あ
さ
の
罪
の
告
白
に
よ
っ
て

破
滅
さ
れ
る
と
い
う
矛
盾
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
太
宰
の
解
説
に
あ
る
「
罪
深
き

も
の
は
愛
情
深
し
」
と
い
う
作
者
自
身
が
決
め
た
命
題
と
も
矛
盾
し
て
い
る
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
桃
源
境
を
め
ぐ
る
矛
盾
は
、
作
中
人
物
の
言
説
と
行
動
が
作
品

を
作
っ
た
作
者
本
人
の
意
図
に
背
馳
し
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
問
題
は
先
行
研
究
に
お
い
て
も
た
び
た
び
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
大
ま
か
に

以
下
の
よ
う
に
二
分
で
き
る
。
一
つ
は
安
藤
宏
を
主
と
し
て
、
桃
源
境
の
破
滅
に
関

し
て
、『
新
郎
』
以
降
太
宰
の
創
作
方
法
に
帰
す
る
見
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
観
念

共
同
体
を
作
中
の
軸
に
据
え
、
中
心
点
と
同
心
円
上
に
連
な
る
自
己
と
の
距
離
を
自

意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
実
生
活
の
客
体
化
が
は
か
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う

「
へ
だ
た
り
の
パ
ト
ス
」
を
支
え
る
力
学
の
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
、「
終
戦
を
機
に
崩

れ
て
い
く
そ
の
も
の
の
表
象
で
あ
る
」
と
い
う
、
作
家
の
創
作
方
法
の
破
綻
に
帰
結

す
る
説
で
あ
る
５
。
も
う
一
つ
は
鈴
木
貞
美
の
よ
う
に
、
主
人
公
数
枝
の
声
を
そ
の

ま
ま
作
者
太
宰
の
声
と
し
て
受
け
止
め
、
彼
女
が
夢
見
た
桃
源
境
は
、
当
時
の
現
実

社
会
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
作
者
の
意
図
と
し
て
扱
う
説
で
あ
る
６
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、『
冬
の
花
火
』
の
中
の
桃
源
境
の
矛
盾
を
解
く
こ
と
は
、『
苦
悩
の
年
鑑
』
に
描

か
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
の
感
覺
を
基
調
と
し
、
そ
の
倫
理
の
儀
表
を

天
皇
に
置
く
桃
源
境
の
夢
７
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
桃
源
境

の
夢
は
、
戦
後
に
お
い
て
、
天
皇
と
母
性
の
関
係
、
ま
た
罪
と
共
同
体
の
こ
と
に
つ

い
て
の
太
宰
の
考
え
を
集
中
的
か
つ
抽
象
的
に
表
現
し
た
メ
タ
フ
ァ
ー
と
考
え
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
桃
源
境
を
め
ぐ
る
矛
盾
を
見
過
ご
し
て
は
い
け
な
い
。

　

さ
て
、こ
の
作
品
の
破
綻
と
て
も
い
え
る
桃
源
境
の
矛
盾
を
考
え
る
際
に
、「
だ
が
、

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
し
て
機
能
し
始
め
よ
う
と
す
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
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間
に
、
作
品
は
閉
じ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。（
略
）
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
不
可

能
が
そ
の
ま
ま
戦
中
か
ら
戦
後
へ
の
接
続
そ
の
も
の
の
不
可
能
と
し
て
提
出
さ
れ
た

点
こ
そ
、
戯
曲
自
体
に
内
包
さ
れ
た
悲
劇
的
な
臨
界
点
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ

た
」
８
と
い
う
安
藤
宏
の
話
は
と
て
も
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
桃
源
境
の
破

滅
は
『
冬
の
花
火
』
に
お
い
て
、「
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
し
て
機
能

し
は
じ
め
よ
う
と
す
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
、
作
品
は
と
じ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
」
と
い
う
終
わ
り
方
の
設
定
（
作
品
構
造
）
と
も
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
作
品
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
さ
な
か
に
打
ち
切
ら
れ
る
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
戯
曲
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
人
物
の
間

の
セ
リ
フ
に
お
い
て
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
し
て
の
機
能
が
幕
開
け
か
ら
働
い
て
お
ら

ず
、
終
幕
の
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
そ
れ
を
働
か
せ
る
時
に
、
強
制
的
に
中
止
さ
せ

ら
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
閉
じ
ら
れ
た
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
、
人
物
の
設
定
と
い
う

側
面
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

　

そ
れ
に
、
小
森
陽
一
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
太
宰
治
の
作
品
で
、『
冬

の
花
火
』
だ
け
で
は
な
く
、『
春
の
枯
葉
』
を
含
め
た
す
べ
て
の
戯
曲
作
品
に
お
い

て
「
切
断
さ
れ
た
対
話
」
９
と
い
う
共
通
的
な
特
徴
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
発
話
は
「
モ
ノ
ロ
ー
グ
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
も
成
立
し
て
い
な
い
」
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
桃
源
境
の
矛
盾
は
、
第
一
に
、
テ
ク
ス
ト
内
部
に
お
い
て
作
中
人
物

の
行
動
と
創
造
者
で
あ
る
作
者
の
想
定
が
不
一
致
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う

ジ
レ
ン
マ
を
表
し
た
。
第
二
に
、
テ
ク
ス
ト
外
部
で
は
、
人
物
の
セ
リ
フ
を
時
間
順

に
並
べ
て
い
る
戯
曲
の
シ
ナ
リ
オ
が
、
文
字
情
報
の
整
合
体
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
と

し
て
読
ま
れ
る
際
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
読
者
の
感
知
に
作
用
す
る
の
か
、
こ
の
よ

う
な
問
題
に
も
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
、
ま
ず
は
、
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
、
主
人
公
で
あ
る
数
枝
の
人

物
像
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
彼
女
が
ど
の
よ
う
な
語
り
手
な
の
か
を
明
ら
か

に
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
彼
女
の
話
の
信
憑
性
を
論
じ
る
こ
と
を
通
し
て
、
第
二
の

問
題
に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
た
い
。

一
、
数
枝
の
人
物
像

　

先
行
研
究
に
お
い
て
、「
美
し
く
優
し
い
」、「
古
き
よ
き
日
本
の
家
の
象
徴
」と
い
っ

た
、
あ
さ
に
つ
い
て
の
記
述
が
多
い
の
に
対
し
て
、
数
枝
の
人
物
像
に
つ
い
て
の
記

述
は
少
な
い
。「
聖
母
像
」
で
あ
る
あ
さ
と
対
立
し
て
語
ら
れ
る
ほ
か
に
、
エ
ゴ
イ

ス
ト
と
表
象
さ
れ
る
議
論
が
あ
る
10
。

　

本
稿
で
は
、
数
枝
と
い
う
人
物
像
を
分
析
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
、
戯
曲
内
部
の

人
物
関
係
構
造
か
ら
考
察
す
る
。
次
に
、
数
枝
と
あ
さ
の
母
娘
関
係
か
ら
出
発
し
、

こ
の
関
係
構
造
か
ら
映
し
出
さ
れ
る
数
枝
の
人
物
像
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、

語
り
手
で
あ
る
数
枝
の
話
の
信
憑
性
を
問
い
な
が
ら
、
桃
源
境
と
そ
の
崩
壊
に
つ
い

て
考
え
直
し
た
い
。

　

最
初
に
、
テ
ク
ス
ト
内
部
の
人
物
関
係
に
お
い
て
数
枝
の
人
物
像
を
分
析
す
る
た

め
、
伝
兵
衛
、
清
蔵
、
あ
さ
の
三
人
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
、
数
枝
が
ど
の
よ
う
に

語
ら
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。

　
①
伝
兵
衞
の
視
点
か
ら

　

伝
兵
衛
は
地
方
の
地
主
で
、
典
型
的
な
家
父
長
制
の
家
長
で
あ
る
。
疎
開
で
東
京

か
ら
戻
っ
て
き
た
娘
に
対
し
て
、
彼
は
「
小
さ
い
時
か
ら
我
儘
で
仕
様
が
な
か
っ
た

け
れ
ど
も
、（
略
）
あ
の
島
田
と
く
っ
つ
い
て
学
校
を
勝
手
に
や
め
て
、
そ
の
時
か
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ら
も
う
お
れ
は
お
前
を
死
ん
だ
も
の
と
し
て
諦
め
た
」
と
言
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
に

と
っ
て
の
数
枝
は
、
わ
が
ま
ま
で
、
ム
ラ
社
会
の
倫
理
観
を
顧
み
ず
、
男
と
駆
け
落

ち
で
も
し
た
身
勝
手
極
ま
り
な
い
人
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。

　

ま
た
、
彼
の
発
言
に
よ
っ
て
、
数
枝
は
学
校
を
や
め
て
島
田
と
東
京
に
行
く
際
に
、

彼
女
が
「
死
ん
だ
も
の
と
し
て
」
津
軽
の
部
落
を
離
れ
た
だ
け
で
な
く
、
こ
の
ム
ラ

社
会
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
存
在
に
も
な
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
伝
兵
衞
が
疎
開
で
津
軽
に
戻
っ
て
き
た
彼
女
を
受
け
入
れ
る
の
は
、
家
の

中
の
一
員
の
ゆ
え
で
は
な
く
、「
出
征
軍
人
の
奥
様
」
の
ゆ
え
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

伝
兵
衛
に
は
、
結
婚
し
た
娘
は
自
分
の
娘
（
イ
エ
の
中
の
人
）
よ
り
、
他
人
の
妻
で

あ
る
（
イ
エ
の
外
の
人
）
と
い
う
こ
と
か
ら
、
家
父
長
的
な
家
族
の
家
長
の
考
え
も

窺
え
る
。
そ
の
ゆ
え
、
夫
が
出
征
し
て
い
る
間
に
別
の
男
と
同
棲
し
て
い
る
数
枝
に

怒
り
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。「
男
女
の
関
係
に
お
い
て
物
事
の
順
序
を
踏
み
間
違
え

て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
」
彼
は
、
数
枝
が
「
出
征
し
て
生
死
も
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
い
る
夫
を
蔑
ろ
に
し
た
ま
ま
別
の
男
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
想
像
が
働
く
だ
け
に
我
慢
で
き
な
い
」
11
と
い
う
石
川
巧
の
指
摘
が
も
っ
と

も
で
あ
る
。

　

娘
と
し
て
の
数
枝
は
す
で
に
ム
ラ
か
ら
排
除
さ
れ
、
戻
っ
て
き
た
の
は
他
人
の
妻

と
し
て
の
数
枝
で
あ
る
。
伝
兵
衛
の
視
点
か
ら
、
女
と
し
て
の
数
枝
は
、
娘
と
妻
と

い
う
二
つ
の
身
分
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
存
在
だ
。

　
②
清
蔵
の
視
点
か
ら

　

清
蔵
に
と
っ
て
、
東
京
に
行
く
前
の
数
枝
は
、
村
の
中
で
は
比
較
的
学
問
の
あ
る

女
性
で
、
し
か
も
自
分
に
も
好
感
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
数
枝
が
東
京
に
行
っ

た
後
、
彼
は
島
田
の
文
学
を
通
じ
て
数
枝
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
し
か
な
か
っ
た
。
彼

が
想
像
し
た
「
甲
斐
々
々
し
く
、
な
ま
め
か
し
い
」
数
枝
は
、
小
説
家
の
「
妻
と
し

て
の
数
枝
」
の
姿
で
あ
り
、
実
在
の
数
枝
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
清
蔵
の
視
点
か

ら
見
る
と
、
数
枝
は
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
と
想
像
か
ら
作
り
上
げ
た
「
結
婚
相
手
」
と

し
て
の
人
物
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
自
分
の
想
像
し
た
、
理
想
の
妻
と
し
て
の
数
枝
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
数

枝
の
拒
絶
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
そ
の
時
に
、
彼
は
数
枝
を
「
蛇
だ
。
淫
乱
だ
。
女
郎

だ
。」
と
罵
り
、「
み
ん
な
に
言
っ
て
や
る
。
よ
う
し
、
み
ん
な
に
言
っ
て
や
る
。」

と
威
嚇
す
る
。

　

こ
う
い
っ
た
言
葉
の
下
に
読
み
取
れ
る
女
性
に
貞
潔
を
要
す
る
倫
理
観
は
、
家
父

長
制
の
観
念
を
裏
付
け
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
倫
理
観
を
強
い
ら
れ
て
い

る
女
性
は
、
不
純
潔
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
だ
け
で
社
会
道
徳
か
ら
貶
ら
れ
る
存

在
と
な
る
。
そ
の
一
方
で
、
女
性
に
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
付
け
た
男
性
は
、
リ
ス
ク
を

負
う
必
要
す
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
清
蔵
は
伝
兵
衞
と
同
じ
く
、
家
父
長
制
の
倫
理

観
に
基
づ
き
妻
と
し
て
の
数
枝
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
伝
兵
衞
に
し
ろ
、
清
蔵
に
し
ろ
、
彼
た
ち
を
通
し
て
映
し
出
さ
れ
た
男

性
中
心
の
家
父
長
制
の
観
念
に
対
し
て
、
数
枝
は
冷
然
と
し
て
い
る
。

　

自
分
の
こ
と
を
「
田
舎
者
の
純
情
」
と
誇
示
す
る
清
蔵
は
、
昔
二
人
の
間
に
性
的

関
係
が
あ
っ
た
こ
と
で
数
枝
を
脅
か
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
数
枝
は
、「
ま
る
で

そ
れ
で
は
ご
ろ
つ
き
で
す
。
何
の
純
情
な
も
の
で
す
か
。
あ
な
た
の
よ
う
な
人
こ
そ
、

悪
人
と
い
う
の
で
す
」
と
叱
り
、「
女
が
、
そ
ん
な
、
子
供
の
頃
の
さ
さ
い
な
事
で

一
生
ひ
と
か
ら
攻
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
た
ら
、
女
は
、
あ
ん
ま
り
、
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み
じ
め
で
す
」
と
嘆
い
た
。
こ
こ
で
は
、
女
性
に
対
す
る
古
い
性
道
徳
の
束
縛
に
反

抗
す
る
近
代
女
性
像
が
看
取
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
な
ぜ
伝
兵
衛
も
あ
さ
も
、
出
征
し
て
帰
っ
て
こ
な
い
息
子
の
栄
一

の
代
わ
り
に
、
自
分
の
娘
よ
り
、
孫
の
睦
子
を
そ
ば
に
お
き
た
い
の
か
、
言
い
換
え

れ
ば
、
な
ぜ
こ
の
村
に
と
っ
て
、
数
枝
の
存
在
よ
り
睦
子
の
方
が
必
要
で
あ
る
の
か

も
、
こ
こ
か
ら
分
か
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
部
落
に
と
っ
て
、
従
順
で
な
い
＝

不
安
定
の
数
枝
よ
り
、
彼
女
の
娘
で
あ
る
睦
子
は
家
の
後
継
者
に
適
格
で
あ
る
。
要

す
る
に
、
ム
ラ
の
倫
理
に
背
を
向
け
て
い
る
数
枝
は
、
村
か
ら
追
放
さ
れ
た
存
在
で

し
か
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
家
父
長
制
に
よ
る
女
性
に
対
す
る
古
い
性
道
徳
に
か
か
わ
る
束
縛
に

反
抗
す
る
一
面
が
あ
り
な
が
ら
、
あ
さ
の
罪
の
告
白
を
聞
い
た
後
の
数
枝
の
異
常
な

テ
ン
シ
ョ
ン
を
帯
び
た
発
言
も
決
し
て
看
過
で
き
な
い
。
そ
れ
は
一
種
の
ダ
ブ
ル
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
に
も
見
え
る
が
、
こ
の
問
題
つ
い
て
は
、
桃
源
境
の
崩
壊
が
意
味
す
る

こ
と
を
含
め
、
あ
さ
と
の
母
娘
関
係
に
お
い
て
考
え
た
い
。

　
③
あ
さ
の
視
点
か
ら

　

本
文
の
中
で
、
あ
さ
の
科
白
か
ら
、
数
枝
の
具
体
的
な
人
物
像
が
見
え
づ
ら
く
、

た
だ
無
条
件
に
継
娘
を
愛
せ
る
継
母
と
い
う
あ
さ
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
し
か
浮
か
び
あ

が
ら
せ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
数
枝
の
語
り
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
あ
さ
は
、
終

幕
の
告
白
ま
で
は
、
あ
く
ま
で
も
抽
象
的
な
ア
イ
コ
ン
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
か
ら

だ
。

　

筆
者
は
別
稿
「
太
宰
治
『
冬
の
花
火
』
試
論
─
罪
を
抱
く
「
聖
母
像
」
の
形
成
─
」

に
お
い
て
、
主
体
性
の
な
い
「
母
親
」
で
あ
る
あ
さ
は
、
数
枝
の
語
り
に
縛
ら
れ
て

い
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
あ
さ
の
、
数
枝
を
「
世
界
で
一
番
幸
せ
な
子
に

し
た
か
っ
た
け
ど
、
逆
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
セ
リ
フ
か
ら
も
、
い
く
つ
に

な
っ
て
も
娘
を
子
供
扱
い
し
て
い
る
母
親
像
が
窺
え
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
母
親
と
し
て
の
あ
さ
は
、
自
分
の
主
体
的
行
動

で
数
枝
を
進
歩
的
女
性
と
し
て
育
て
る
も
り
で
あ
っ
た
が
、
自
分
の
手
で
育
て
た
数

枝
に
≲
半
殺
し
≳
12
に
さ
れ
た
こ
と
も
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

具
体
的
に
は
、あ
さ
は
実
子
で
な
い
数
枝
に
優
し
く
接
し
、数
枝
を
女
学
校
に
送
っ

て
彼
女
に
モ
ダ
ン
女
性
に
な
る
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
た
と
も
い
え
る
。
更
に
は
、
数
枝

が
島
田
と
結
婚
す
る
た
め
に
東
京
の
学
校
を
勝
手
に
辞
め
た
後
に
も
、
彼
女
へ
の
仕

送
り
を
続
け
て
い
た
。
つ
ま
り
、
あ
さ
の
支
え
が
な
か
っ
た
場
合
、
数
枝
は
い
つ
ま

で
も
わ
が
ま
ま
で
自
分
勝
手
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
数
枝
は
あ
さ
か
ら
の
支
え
を
享
受
し
な
が
ら
、
あ
さ
と
い
う
「
聖
母
像
」

が
代
表
す
る
女
の
在
り
方
─
彼
女
の
原
点
で
あ
り
、
彼
女
に
望
ま
れ
る
形
で
も
あ
る

─
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
男
性
の
島
田
と
の
駆
け
落
ち
と
い
う
形

を
と
っ
た
第
三
者
の
介
入
に
よ
っ
て
、
娘
と
母
と
の
密
着
状
態
が
打
ち
破
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
彼
女
に
娘
と
し
て
の
自
我
が
形
成
さ
れ
る
可
能
性
が
現
れ

て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
単
に
エ
レ
ク
ト
ラ
の
ク
リ
ュ
タ
イ
ム
ネ

ス
ト
ラ
殺
し
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
≲
母
殺
し
≳
と
は
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
数
枝

は
自
ら
の
語
り
を
通
し
て
、
あ
さ
の
「
聖
母
像
」
を
作
り
上
げ
つ
つ
あ
り
、
ア
イ
コ

ン
の
よ
う
な
「
母
親
」
で
あ
る
あ
さ
に
接
近
し
、回
帰
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
棚
沢
直
子
と
上
野
千
鶴
子
が
い
う
日
本
に
特
有
の
母
親
≲
半
殺
し
≳
に
似
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、あ
さ
と
数
枝
の
母
娘
関
係
か
ら
数
枝
像
を
考
え
る
際
に
、

「
冬
の
花
火
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
読
み
手
に
天
皇
の
イ
メ
ー
ジ
を
浮
か

ば
せ
る
よ
う
な
あ
さ
の
人
物
像
の
設
定
に
解
釈
の
空
間
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、「
あ
さ
は
、あ
の
や
う
な
過
去
を
持
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
」

と
い
う
作
家
太
宰
の
発
言
も
視
野
に
入
れ
て
み
る
と
、
≲
半
殺
し
≳
に
さ
れ
る
あ
さ

を
設
定
し
て
い
く
た
め
の
数
枝
の
姿
が
こ
こ
に
見
え
て
く
る
。

二
、
あ
さ
の
反
射
か
ら
見
る
数
枝

　

こ
の
物
語
の
骨
格
は
数
枝
の
科
白
で
あ
る
こ
と
は
、
ペ
ー
ジ
を
一
度
め
く
っ
て
み

れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ
ろ
う
。
繰
り
返
し
て
い
う
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
作

家
太
宰
は
、
数
枝
の
語
り
に
よ
っ
て
、
あ
さ
に
お
け
る
「
聖
母
像
」
を
作
り
上
げ
た

の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
の
あ
さ
と
数
枝
の
関
係
に
お
け
る
数
枝
像
は
、
あ
さ

の
視
点
か
ら
探
る
よ
り
、
む
し
ろ
数
枝
の
あ
さ
に
対
す
る
投
影
13
の
反
射
に
こ
そ
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
≲
数
枝
≳
の
≲
あ
さ
≳
に
対
す
る
敬
慕
と
献
身
こ
そ
は
、
ま
さ
し
く
戦
中
の
作

品
力
学
を
支
え
て
い
た
『
へ
だ
た
り
の
パ
ト
ス
』
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

筈
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
安
藤
宏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
へ
だ
た
り
を
作
る
た
め
に
、

数
枝
は
自
分
の
語
り
に
よ
っ
て
あ
さ
を
「
神
聖
化
」
さ
せ
て
い
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、

数
枝
の
語
り
は
あ
さ
の
「
聖
母
像
」
を
形
作
る
と
同
時
に
、
そ
の
像
に
自
分
の
欲
望

を
投
影
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
さ
の
視
点
か
ら
で
は

な
く
、
あ
さ
の
聖
母
像
か
ら
の
反
射
に
よ
っ
て
、
数
枝
像
を
考
察
す
る
こ
と
が
可
能

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

数
枝
が
あ
さ
へ
投
影
し
た
様
々
な
欲
望
の
中
で
、
一
番
注
意
し
た
い
の
は
、
彼
女

が
「
お
百
姓
に
な
っ
て
」、「
一
生
お
母
さ
ん
の
傍
に
い
」
て
、「
あ
た
し
た
ち
の
桃

源
境
を
作
る
」
と
語
っ
て
い
た
こ
と
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、こ
の
欲
望
こ
そ
、「
桃
源
境
」

と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
欲
望
の
ゆ
え
に
、「
桃
源
境
」

は
た
だ
の
空
想
に
止
ま
ら
ず
、
実
現
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
加
え
ら
れ
、
最
終
的
に

破
滅
し
う
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
欲
望
の
構
造
に
つ
い
て
、
次
の
三
点
を
述
べ
た
い
。

　

第
一
に
、
数
枝
の
欲
望
こ
そ
、
桃
源
境
の
矛
盾
の
原
因
で
あ
る
こ
と
だ
。
数
枝
は

自
分
の
言
葉
で
テ
ク
ス
ト
外
部
の
聞
き
手
に
向
け
て
、
あ
さ
の
「
聖
母
像
」
を
作
り

つ
つ
、
そ
の
上
で
桃
源
境
の
夢
を
描
い
て
い
く
。
こ
の
桃
源
境
の
住
人
は
「
み
ん
な

が
自
分
の
過
去
の
罪
を
自
覚
し
て
気
が
弱
」
い
と
い
う
前
提
を
持
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
彼
女
の
語
り
の
中
に
あ
る
「
何
も
か
も
忘
れ
る
事
に
し
よ
う
。
あ
た
し
は
お
百

姓
に
な
っ
て
、そ
う
し
て
あ
た
し
た
ち
の
桃
源
境
を
作
る
ん
だ
」
と
い
う
箇
所
で
は
、

「
何
も
か
も
忘
れ
る
事
」
に
す
る
こ
と
と
、「
過
去
の
罪
を
自
覚
」
す
る
こ
と
が
矛
盾

を
起
こ
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
数
枝
の
欲
望
は
あ
さ
を
「
聖
母
像
」
に
固
定
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、

あ
さ
と
の
間
に
関
係
の
回
復
を
求
め
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
桃
源
境

の
住
人
が
「
み
ん
な
が
自
分
の
過
去
の
罪
を
自
覚
し
て
気
が
弱
」
い
と
い
う
文
面
上

の
要
求
に
対
し
て
、
数
枝
が
あ
さ
の
「
聖
母
像
」
を
基
盤
と
し
た
桃
源
境
を
作
る
前

提
は
、「
お
百
姓
に
な
」
っ
て
、「
一
生
お
母
さ
ん
の
傍
に
い
る
」
こ
と
に
あ
る
。
こ

れ
は
一
種
の
回
帰
願
望
と
し
て
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
。「
何
も
か
も
忘
れ
る

事
」
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
初
の
「
母
─
幼
児
」
の
よ
う
な
、
母
娘
の
密
着
関

係
に
戻
り
、
そ
こ
に
お
い
て
数
枝
（
幼
児
）
と
あ
さ
（
母
）
は
お
互
い
に
欲
望
を
投

影
し
合
う
こ
と
に
な
る
。
桃
源
境
の
夢
を
見
る
こ
と
は
、
第
三
者
の
介
入
に
よ
っ
て
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一
度
切
断
さ
れ
た
母
娘
関
係
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
性
質
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
東
郷
克
美
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
数
枝
の
『
日
本
再
建
と
や
ら
の
指
導

者
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
』
に
対
す
る
激
し
い
批
判
」
と
表
裏
す
る
「
土
着
的
・
根

源
的
な
も
の
へ
の
復
帰
願
望
」
14
に
も
当
た
る
の
だ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
数
枝
の
欲
望
は
あ
さ
に
対
す
る
母
の
≲
半
殺
し
≳
を
集
中
的
に
表
し
て

い
る
と
同
時
に
、
あ
さ
に
≲
具
体
的
な
他
者
≳
と
な
る
可
能
性
を
与
え
た
。
す
な
わ

ち
、数
枝
は
桃
源
境
の
夢
を
通
し
て
、以
下
の
二
つ
の
操
作
を
行
っ
た
。
一
つ
は
、「
お

百
姓
に
な
」
っ
て
、「
何
も
か
も
忘
れ
る
事
」
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身

を
も
う
一
度
、
自
分
と
正
反
対
な
女
性
像
で
あ
り
、
自
ら
離
反
し
、
裏
切
っ
た
自
分

の
原
点
で
あ
る
あ
さ
の
も
と
に
戻
る
欲
望
を
語
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、「
罪
の
自
覚
」

と
い
う
文
面
上
の
ル
ー
ル
で
自
分
を
除
い
た
す
べ
て
の
人
（
あ
さ
を
含
め
る
）
に
対

し
て
、
道
徳
的
な
縛
り
を
か
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
桃
源
境
と
い
う
空
想
社
会
に
モ

ラ
ー
ル
的
な
自
立
性
を
与
え
た
。
そ
れ
は
逆
説
的
に
も
、
こ
の
モ
ラ
ー
ル
に
対
し
て

生
ま
れ
る
罪
意
識
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
中
に
漂
う
清
ら
か
な
桃
源
境
を
支
え

る
人
物
と
し
て
祭
り
上
げ
た
ア
イ
コ
ン
と
し
て
の
あ
さ
に
、
内
面
性
を
語
る
契
機
を

与
え
た
の
だ
。

　

ま
た
、
あ
さ
の
投
影
に
反
射
さ
れ
た
数
枝
の
欲
望
そ
の
も
の
は
、
抽
象
性
な
し
に

は
作
ら
れ
え
ず
、
か
つ
語
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
さ
と
い
う

名
の
表
象
は
、抽
象
的
な
も
の
（
ア
イ
コ
ン
と
し
て
の
あ
さ
）
で
な
い
と
い
け
な
い
。

こ
こ
か
ら
、
次
の
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
数
枝
の
回
帰
願
望
の
投
影
対
象
と
し
て

の
あ
さ
は
、
娘
の
一
方
的
な
語
り
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、
あ
さ
と
い
う
名
の
ア
イ
コ

ン
で
あ
る
。
こ
の
ア
イ
コ
ン
は
数
多
く
の
要
求
に
課
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
村
の
追

放
者
と
な
っ
た
子
供
（
数
枝
）
を
無
条
件
に
う
け
い
れ
る
こ
と
の
で
き
る
継
母
で
あ

る
と
同
時
に
、
純
潔
で
、
汚
さ
の
な
い
「
聖
母
像
」
の
よ
う
な
存
在
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、「
女
は
、
あ
ま
り
、
み
じ
め
で
す
」
と
女
性
に
対
す
る
古
い
性
道
徳
の

束
縛
に
反
抗
す
る
モ
ダ
ン
女
性
を
表
象
す
る
数
枝
だ
が
、
彼
女
が
語
り
続
け
て
い
る

理
想
的
な
母
親
像
─
あ
さ
に
押
し
付
け
た
「
聖
母
像
」
─
そ
の
も
の
に
し
て
、
家
父

長
制
を
温
存
し
た
環
境
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
家
父
長
制
の
産
物
で
あ
る
も
の
で
し

か
な
い
。
な
ん
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
ろ
う
か
。

　

し
た
が
っ
て
、桃
源
境
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
罪
の
自
覚
」
と
あ
さ
の
「
聖

母
像
」
と
い
う
二
重
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

最
後
に
、
数
枝
の
語
り
が
作
り
つ
つ
あ
っ
た
も
の
が
「
立
派
」
で
「
美
し
い
母
」

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
が
、
欲
望
の
投
影
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
か
ら
一
方
通
行
な

こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
投
影
は
相
互
的
な
行
為
の
た
め
で
あ
る
。
人

は
自
分
の
欲
望
を
他
人
に
投
影
し
な
が
ら
、
他
人
に
欲
望
を
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

そ
し
て
、
物
語
の
最
後
の
あ
さ
の
告
白
は
、
数
枝
の
投
影
を
拒
絶
す
る
と
同
時
に
、

自
分
を
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
─
具
体
的
な
他
者
─
に
換
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。「
あ
た
し

は
、
お
前
よ
り
ず
っ
と
ず
っ
と
悪
い
女
で
す
。
あ
た
し
は
、
あ
の
晩
、
あ
の
ひ
と
を

殺
そ
う
と
し
た
の
は
、お
前
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
あ
た
し
の
た
め
で
す
」

と
い
う
あ
さ
の
セ
リ
フ
か
ら
、
数
枝
が
描
き
出
し
た
子
供
に
無
償
の
愛
を
与
え
る
聖

母
像
を
裏
切
っ
た
、
自
分
自
身
の
た
め
に
思
考
し
、
行
動
す
る
と
い
う
人
間
ら
し
い

一
面
が
表
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
さ
は
自
分
の
語
り
─
罪
の
告
白
─
に

よ
っ
て
、
数
枝
の
語
り
に
よ
っ
て
祭
り
上
げ
ら
れ
た
聖
母
像
を
滅
ぼ
し
、
人
間
で
あ

る
自
分
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
女
は
、
女
は
、
ど
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う
し
て
こ
ん
な
に
…
…
。」
と
い
う
セ
リ
フ
か
ら
、
自
分
自
身
の
不
幸
の
原
因
を
女

性
が
社
会
的
弱
者
で
あ
る
こ
と
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
女
性
で
あ
る
数
枝

に
共
感
を
呼
ぼ
う
と
す
る
あ
さ
の
考
え
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、
あ
さ
は
女
性
が

弱
者
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
数
枝
に
投
影
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
も
言
え
る
の

だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
あ
さ
の
告
白
に
よ
っ
て
、
あ
さ
と
数
枝
の
間
に
お
け
る
投
影
の
闘

争
関
係
が
初
め
て
表
面
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
数
枝
の
語
り
も
そ
こ
か
ら
矛
盾
が
生

ま
れ
、
そ
の
上
で
物
語
の
破
綻
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
、
数
枝
の
語
り
は
信
頼
で
き
る
か

　

テ
ク
ス
ト
の
中
で
あ
さ
と
数
枝
の
間
の
会
話
関
係
を
考
え
る
際
に
、
一
番
問
題
と

な
る
の
は
、
物
語
の
筋
を
支
え
て
き
た
数
枝
の
語
り
は
本
当
に
信
頼
で
き
る
も
の
な

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ま
ず
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
数
枝
の
語

り
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
は
物
語
の
構
成
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た

ら
し
た
の
か
、
と
い
う
二
つ
の
問
題
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

　

は
じ
め
に
、『
冬
の
花
火
』
は
三
幕
の
戯
曲
作
品
で
あ
る
。
こ
の
性
質
に
よ
っ
て
、

テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
は
人
物
の
セ
リ
フ
と
ト
書
き
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
と
な

る
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
全
体
の
大
部
を
占
め

た
数
枝
の
セ
リ
フ
は
、
こ
の
物
語
の
骨
格
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
数
枝
と

い
う
人
物
は
、
自
分
自
身
の
語
り
と
動
作
に
よ
っ
て
、
物
語
の
進
行
で
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
点
か
ら
、『
冬
の
花
火
』
と
い
う
作
品
お
い
て
一
番
の
視
点
人
物

と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
ほ
か
の
視
点
人
物
よ
り
、
数
枝
の
語
り
は
よ
り
高
い
視
点
が
与
え
ら
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
清
蔵
の
告
白
を
聞
い
た
時
に
も
、
あ
さ
の
告
白
を
聞
い
た
時
に

も
、
数
枝
の
語
り
は
い
つ
も
、
よ
り
高
位
の
視
点
か
ら
相
手
の
語
り
を
抹
殺
／
圧
倒

し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
点
か
ら
も
窺
え
る
。

　

清
蔵
の
告
白
を
聞
い
た
数
枝
は
、
冷
静
か
つ
論
理
的
に
清
蔵
の
十
年
間
の
片
思
い

の
実
現
の
可
能
性
を
否
定
し
た
。
し
か
も
、
好
意
を
寄
せ
る
人
が
他
の
人
と
結
婚
し

た
こ
と
で
自
分
が
落
ち
込
ん
で
人
が
変
わ
っ
て
、
夜
這
い
ま
で
し
て
し
ま
っ
た
と
い

う
清
蔵
の
話
に
対
し
て
、
彼
女
は
、
育
ち
の
環
境
が
よ
く
な
い
か
ら
下
品
な
こ
と
を

し
て
も
お
か
し
く
な
い
と
主
張
し
、
人
間
は
周
り
に
影
響
さ
れ
が
ち
も
の
だ
と
反
論

し
た
の
だ
。
こ
こ
で
、
自
身
の
経
験
を
用
い
て
情
に
訴
え
て
い
る
清
蔵
に
対
し
て
、

数
枝
は
個
人
と
し
て
感
情
よ
り
、
人
間
と
い
う
生
き
物
全
体
の
習
性
に
基
づ
い
て
反

論
し
た
の
だ
っ
た
。

　

ま
た
、
あ
さ
の
告
白
を
聞
い
た
時
、
数
枝
の
最
初
の
反
応
は
、
あ
さ
の
話
を
打
ち

切
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
反
応
に
お
け
る
論
理
と
し
て
は
、「
日
本
に
は
も
う
世

界
に
誇
る
も
の
が
な
ん
に
も
無
く
な
っ
た
け
れ
ど
」、「
あ
た
し
の
お
母
さ
ん
だ
け
は
」

と
い
う
、
世
界
に
誇
る
母
親
の
イ
メ
ー
ジ
を
維
持
し
た
い
願
望
に
根
ざ
し
て
い
る
。

そ
れ
に
、
幻
想
が
打
ち
破
ら
れ
た
時
の
彼
女
の
怒
鳴
り
は
、
目
の
前
の
聞
き
手
で
あ

る
あ
さ
に
対
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
い
ま-

こ
こ
」
に
存
在
し
て
い
な
い
日
本
の

指
導
者
に
向
け
て
、あ
る
い
は「
い
ま-

こ
こ
」と
い
う
劇
の
場
面
を
超
え
た
、
内
在

す
る
読
者
に
対
し
て
発
し
た
声
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
の
内
在
す
る
読
者
は
、
作
者

が
想
定
し
た
読
者（
観
客
）と
イ
コ
ー
ル
で
き
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

劇
は
観
客
に
向
け
て
話
す
こ
と
を
考
え
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え

る
と
、
数
枝
の
語
り
が
テ
ク
ス
ト
の
外
部
の
人
に
向
け
て
声
を
発
す
る
の
も
当
た
り

前
の
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
劇
の
登
場
人
物
は
、
一
人
の
登
場
人
物
の
語
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り
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、「
あ
た
か
も
自
ら
語
り
、
自
ら
動
き
、
自
ら

関
係
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
な
言
語
の
表
出
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
15

と
い
う
吉
本
隆
明
の
説
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
登
場
人
物
で
あ
る
限
り
、
自
分
の
語
り

と
動
き
、
そ
し
て
人
物
の
間
の
関
係
に
よ
っ
て
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
作
り
上
げ
ら
れ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
次
の
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。『
冬
の
花
火
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お

い
て
、
主
人
公
で
あ
る
数
枝
の
語
り
は
重
要
な
位
置
を
占
め
、
そ
の
高
次
の
語
り
は

大
幅
に
文
章
を
跨
い
で
あ
さ
を
「
聖
母
像
」
の
下
に
支
配
し
て
い
た
が
、
文
末
の
あ

さ
の
告
白
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
こ
の
語
り
に
お
け
る
力
関
係
が
破
ら
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
主
要
か
つ
重
要
な
問
題
、
つ
ま
り
、
主
人
公
で
あ
る
数
枝
の
語
り
の

信
憑
性
は
ど
う
な
る
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

ま
ず
、
数
枝
の
語
り
に
含
ま
れ
る
読
者
を
信
用
さ
せ
る
表
現
が
、
文
章
の
冒
頭
部

か
ら
す
で
に
し
こ
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

　

数
枝
（
両
手
の
爪
を
見
な
が
ら
、
ひ
と
り
ご
と
の
よ
う
に
）
負
け
た
、
負
け

た
と
言
う
け
れ
ど
も
、
あ
た
し
は
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
思
う
わ
。
ほ
ろ
ん
だ
の

よ
。
滅
亡
し
ち
ゃ
っ
た
の
よ
。
日
本
の
国
の
隅
か
ら
隅
ま
で
占
領
さ
れ
て
、
あ

た
し
た
ち
は
、
ひ
と
り
残
ら
ず
捕
虜
な
の
に
、
そ
れ
を
ま
あ
、
恥
ず
か
し
い
と

も
思
わ
ず
に
、
田
舎
の
ひ
と
た
ち
っ
た
ら
、
馬
鹿
だ
わ
ね
ぇ
。
16

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
「
滅
亡
」
を
呼
び
か
け
る
数
枝
の
声
は
、
読
者
に
作

家
太
宰
治
の
声
を
幻
視
さ
せ
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
滅
亡
と
い
う
主
題
は
、
昭
和

十
三
年
（1938

年
）
に
発
表
さ
れ
た
文
章
「
姥
捨
」
の
中
の
、「
私
は
自
身
を
滅
亡

す
る
人
種
だ
と
思
っ
て
い
る
」と
い
う
一
文
か
ら
一
番
早
く
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、

太
宰
文
学
に
一
貫
す
る
主
題
の
一
つ
を
通
し
て
、
読
者
を
特
定
の
視
点
人
物
の
語
り

に
対
し
て
信
頼
さ
せ
る
狙
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
数
枝
と
い
う
人

物
に
桃
源
境
の
夢
を
語
ら
せ
る
こ
と
は
、
作
者
自
体
が
顔
を
出
し
す
ぎ
て
し
ま
っ
た

こ
と
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
ミ
ス
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、

作
者
の
顔
を
思
わ
せ
る
数
枝
の
語
り
と
彼
女
の
語
り
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
桃
源
境
の

破
滅
に
よ
っ
て
、
読
者
に
戦
後
に
お
い
て
太
宰
治
の
夢
の
幻
滅
を
読
み
取
ら
せ
る
こ

と
を
狙
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
こ
れ
を
、
読
者
の
信
頼
を
利
用
し
た
巧
み
な

仕
組
み
と
し
て
考
え
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
数
枝
の
語
っ
た
桃
源
境
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
罪
の
自
覚
」

と
あ
さ
の
「
聖
母
像
」
と
い
う
二
重
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ
か

ら
、
数
枝
は
自
身
の
語
っ
た
桃
源
境
と
い
う
物
語
と
一
緒
に
、
読
者
の
目
の
前
に
破

綻
の
あ
る
物
語
（
う
そ
）
を
演
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
数
枝

に
よ
る
と
こ
ろ
の
自
身
が
語
っ
た
物
語
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
自
分
自
身
の
語
り
の
信

憑
性
を
喪
失
さ
せ
る
伏
線
を
敷
い
た
の
で
あ
る
。
桃
源
境
と
あ
さ
の
「
聖
母
像
」
の

ス
ト
ー
リ
ー
を
語
っ
て
い
る
数
枝
と
、彼
女
の
語
っ
て
い
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
内
容
が
、

作
り
話
の
よ
う
に
空
虚
に
聞
こ
え
る
原
因
も
こ
こ
に
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
桃
源
境
と
い
う
概
念
自
体
が
、
一
つ
の
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
に
作
成
さ
れ

た
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
ト
リ
ッ
ク
を
め
ぐ
っ
て
、
信
頼
で
き
な
い
ヒ
ロ
イ
ン
と
、

こ
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
語
っ
た
物
語（
う
そ
）─
あ
さ
の
「
聖
母
像
」
も
含
ま
れ
て
い
る
─

が
二
重
構
造
の
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、ア
イ
コ
ン
で
あ
っ
た
あ
さ
は
、

数
枝
の
語
り
を
拒
絶
し
、
自
ら
告
白
し
て
は
じ
め
て
、
こ
の
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
謎
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の
答
え
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
あ
さ
と
い
う
娘
の
語
り
に
よ
っ

て
桃
源
境
の
核
心
と
し
て
設
定
さ
れ
た
人
物
が
、
告
白
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
自

ら
自
分
自
身
を
包
み
込
ん
で
い
る
物
語
（
う
そ
）
を
破
る
こ
と
で
あ
る
。

四
、
告
白
に
よ
る
会
話
の
可
能
性
─
─
戦
後
の
創
作
方
法
の
試
み
─
─

　
『
冬
の
花
火
』
の
中
で
、
あ
さ
が
自
分
の
罪
を
告
白
す
る
こ
と
は
無
駄
な
こ
と
か

の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
物
語
終
わ
り
方
17
か
ら
意
味
を
探
る
よ
り
、
本
論
で
は

二
人
の
女
性
像
に
併
せ
て
、
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
の
存
在
自
体
か
ら
新
し
解
釈
を
提
示
し

た
い
。
あ
さ
─
数
枝
と
い
う
母
娘
関
係
に
お
い
て
、「
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
と
し
て
機
能
し
は
じ
め
よ
う
と
す
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
、
作
品
は
と
じ
ら
れ
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
安
藤
宏
の
指
摘
だ
が
、
こ
の
機
能
し
損
な
っ
た
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
が
あ
さ
と
数
枝
と
い
う
母
娘
関
係
の
中
で
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
着
目

し
た
い
。

　

結
論
か
ら
言
う
と
、数
枝
の
語
り
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
ト
リ
ッ
ク
は
、ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
の
機
能
を
働
か
せ
た
あ
さ
の
告
白
─
つ
ま
り
、
罪
の
露
呈
─
に
よ
っ
て
ひ
っ
く
り

返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
告
白
を
受
け
て
断
罪
す
る
こ
と
に
な
る
主
体

は
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
可
能
性
を
閉
じ
た
数
枝
で
は
な
く
、
物
語
世
界
の
外
に
い
る

読
者
（
あ
る
い
は
、
読
者
以
外
の
何
か
）
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
桃
源
境
は
信
頼
で
き
な
い
数
枝
の
語
り
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
桃
源
境
と
い
う
夢
は
、
破
れ
る
た
め
に
持
ち

出
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
桃
源
境
か
ら
も
示
唆
さ
れ

た
。
さ
ら
に
、
あ
さ
─
数
枝
と
い
う
母
娘
関
係
も
こ
の
叙
述
ト
リ
ッ
ク
を
構
成
す
る

た
め
の
設
定
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
主
人
公
数
枝
の
語
り
、
こ
の
語
り
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
あ
さ
の
人
物
像
、
ま
た
こ
の
下
に
置
か
れ
た
母
娘
関
係
も
転
倒
の
た
め
に
作

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
ト
リ
ッ
ク
が
見
破
ら
れ
る
た
め
の
仕
掛
け
で
あ
る
。
そ

の
全
て
を
転
倒
す
る
き
っ
か
け
は
、
あ
さ
の
告
白
に
あ
る
。
ま
た
こ
の
告
白
は
、
あ

さ
と
数
枝
の
間
の
会
話
関
係
を
開
く
き
っ
か
け
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
が
な
ぜ
閉
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
よ
り
、
こ
の
告
白
に
よ
っ
て
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
が
働
か
さ
れ
た
、
と
い
う
設
定
の
仕
方
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
。

　

し
か
し
、
饒
舌
体
を
活
用
し
て
多
く
の
文
章
を
書
い
た
太
宰
に
と
っ
て
、
戯
曲
と

い
う
人
物
の
間
の
会
話
に
よ
っ
て
関
係
性
を
表
す
表
現
手
法
は
、
戦
後
に
日
本
の
共

同
体
に
向
け
て
罪
の
問
題
を
投
げ
出
す
こ
と
に
ど
れ
く
ら
い
有
効
性
を
持
つ
の
か

は
、
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
思
う
。

　
「
苦
悩
の
年
鑑
」
の
中
で
太
宰
が
描
い
た
「
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
の
感

覺
を
基
調
と
し
、
そ
の
倫
理
の
儀
表
を
天
皇
に
置
き
、
我
等
の
生
活
は
自
給
自
足
の

ア
ナ
キ
ズ
ム
風
の
桃
源
」
18
と
い
う
文
言
は
、『
冬
の
花
火
』
の
中
で
娘
が
作
り
上

げ
た
「
聖
母
像
」
の
よ
う
な
母
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
完
全
な
シ
ン
ボ

ル
と
な
る
は
ず
の
母
が
、
自
ら
過
去
の
罪
を
告
白
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
娘
と
の
間

で
会
話（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）の
可
能
性
が
開
か
れ
た
と
言
え
る
。
だ
が
そ
れ
は

同
時
に
、
桃
源
境
と
い
う
夢
の
破
滅
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
母
な
る
天
皇
を
倫

理
の
儀
表
に
お
く
こ
と
は
、
最
終
的
に
戦
後
の
共
同
体
に
繋
が
る
罪
の
自
覚
と
い
う

モ
ラ
ー
ル
に
背
反
の
形
で
終
わ
り
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
の
太
宰
の
文
章
─

『
斜
陽
』
の
中
で
は
ま
た
彼
が
得
意
の
女
独
白
体
に
戻
っ
た
─
か
ら
見
れ
ば
、『
冬
の

花
火
』
に
お
け
る
太
宰
の
試
み
は
失
敗
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、『
冬
の

花
火
』
と
い
う
リ
ハ
ー
サ
ル
を
経
て
、『
斜
陽
』
の
中
で
太
宰
が
戦
後
に
日
本
共
同

体
に
向
け
て
一
番
適
切
な
質
問
の
出
し
方
を
見
つ
け
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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お
わ
り
に

　

本
論
で
は
、『
冬
の
花
火
』
と
い
う
戦
後
す
ぐ
に
発
表
さ
れ
た
太
宰
治
の
文
章
に

お
け
る
「
桃
源
境
」
の
矛
盾
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
二
〇
二
二
年
に
発
表
し
た

論
文
「
太
宰
治
≲
冬
の
花
火
≳
試
論
─
罪
を
抱
く
≲
聖
母
像
≳
の
形
成
─
」
に
併
せ

て
、
主
に
数
枝
と
い
う
人
物
を
め
ぐ
っ
て
、
人
物
関
係
の
面
と
、
語
り
の
機
能
の
面

か
ら
考
察
を
行
っ
た
。
あ
さ
と
の
母
娘
関
係
か
ら
見
る
数
枝
像
は
、
モ
ダ
ン
女
性
を

表
象
す
る
数
枝
だ
が
、
彼
女
が
語
り
続
け
て
い
る
理
想
的
な
母
親
像
─
あ
さ
に
押
し

付
け
た
「
聖
母
像
」
─
そ
の
も
の
も
、
家
父
長
制
を
温
存
し
た
環
境
を
も
つ
も
の
で

あ
り
、
家
父
長
制
の
産
物
で
し
か
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

そ
こ
か
ら
数
枝
の
人
物
像
に
基
づ
い
て
、
物
語
の
骨
格
と
な
る
彼
女
の
語
り
の
信

憑
性
を
検
討
し
、
そ
の
上
で
数
枝
の
語
り
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
桃
源
境
が
、
物
語
の

設
定
上
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
数
枝
の
語
っ
た
桃
源
境

を
め
ぐ
っ
て
は
、「
罪
の
自
覚
」
と
あ
さ
の
「
聖
母
像
」
と
い
う
二
重
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
数
枝
は
自
身
の
語
っ
た
桃
源
境
と
い
う
物

語
と
一
緒
に
、
読
者
の
目
の
前
に
破
綻
の
あ
る
物
語
（
う
そ
）
を
演
じ
て
い
た
。
そ

こ
か
ら
、
桃
源
境
と
い
う
概
念
自
体
が
、
一
つ
の
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
に
作
成
さ
れ
た

も
の
だ
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
の
ト
リ
ッ
ク
は
、
数
枝
の
語
り
を
通
し
て
、
核
心
に

桃
源
境
と
い
う
夢
を
置
き
、
そ
の
上
で
数
枝
と
あ
さ
の
母
娘
関
係
を
通
し
て
作
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
こ
の
ト
リ
ッ
ク
が
あ
さ
の
告
白
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
こ
と

か
ら
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
告
白
と
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
関
係
性
か
ら
、
戦
後
に
お
け

る
太
宰
治
の
創
作
方
法
の
試
み
と
そ
の
有
効
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
し
か
し
、
こ

の
点
に
つ
い
て
太
宰
の
も
う
一
つ
の
文
章
『
斜
陽
』
を
併
せ
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。

少
な
く
と
も
、
こ
の
二
篇
の
文
章
に
お
い
て
、
女
性
を
表
現
主
体
に
し
た
点
と
母
娘

関
係
に
お
け
る
女
性
を
表
現
手
法
と
し
た
点
は
共
通
し
て
い
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

注1�

太
宰
治
「
苦
悩
の
年
鑑
」『
太
宰
治
全
集　

第
九
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
、

二
五
四
頁

2�

太
宰
治
「
冬
の
花
火
」『
太
宰
治
全
集　

第
八
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
、

三
九
一
頁

3�

昭
和
二
十
一
年
八
月
二
十
二
日　

河
盛
好
蔵
宛
手
紙
『
太
宰
治
全
集　

第
十
二
巻
』

筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
、
三
七
八
頁

4�

越
智
治
雄
「
冬
の
花
火
」『
國
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
學
燈
社
、
一
九
四
六
年

十
一
月
、
九
二
頁

5�

安
藤
宏
「
太
宰
治
・
戦
中
か
ら
戦
後
へ
」『
国
語
と
国
文
学
』
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
、

一
九
八
九
年
五
月
、
一
〇
五
頁

6�

鈴
木
貞
美
「
寓
意
の
爆
弾
─
敗
戦
小
説
を
読
む
」『
文
芸
』
24
（
8
）
河
出
書
房
新
社
、

一
九
八
五
年
八
月
、
一
七
六
頁

7�

同
注
1

8�

安
藤
宏
「
太
宰
治
・『
冬
の
花
火
』
論
」『
上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要
』
上
智
大
学
国

文
学
科
、
一
九
九
三
年
一
月
、
一
四
二
〜
一
四
三
頁

9�

小
森
陽
一
「『
春
の
枯
葉
』
論
─
独
話
の
対
話
性/

対
話
の
独
話
性
」『
國
文
學
：
解

釈
と
教
材
の
研
究
』
36
（
4
）
學
燈
社
、
一
九
九
一
年
四
月
、
八
九
頁

10�
例
え
ば
、桶
谷
秀
昭
「
太
宰
治
─
反
文
化
的
パ
ト
ス
」
と
石
川
巧
「
姦
通
す
る
女
た
ち
：

太
宰
治
「
冬
の
花
火
：
三
幕
」
精
読
」
が
あ
る

11�
石
川
巧
「
姦
通
す
る
女
た
ち
：
太
宰
治
「
冬
の
花
火
：
三
幕
」
精
読
」『
九
大
日
文
』

九
州
大
学
日
本
語
文
学
会
（
25
）、
二
〇
一
五
年
三
月
、
八
一
〜
一
〇
一
頁

12�

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
母
性
を
問
う
─
─
≲
母
と
娘
≳
と
い
う
主
題
』
で
、
フ
ロ
イ
ト
の
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オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
≲
父
殺
し
≳
を
西
欧
の
社
会
と
文
化
の
基
盤
と
し
て
い
る
が
、
そ

れ
以
前
に
、
エ
レ
ク
ト
ラ
の
ク
リ
ュ
タ
イ
ム
ネ
ス
ト
ラ
殺
し
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

≲
母
親
殺
し
≳
が
あ
っ
た
と
い
う
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
イ
リ
ガ
ラ
イ
の
論
説
に
基

づ
い
て
、
棚
沢
直
子
が
西
欧
で
の
≲
母
親
殺
し
≳
に
た
い
し
て
、「
日
本
で
は
≲
半
殺

し
≳
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
い
い
、
元
始
、
女
は
イ
ザ
ナ
ミ
に
さ
れ
、
殺
さ
れ

た
後
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
と
し
て
復
活
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
と
論
じ
た
。

上
野
千
鶴
子
は
、「
≲
母
殺
し
≳
が
日
本
で
は
≲
半
殺
し
≳
だ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
を
、
日
本
的
な
特
殊
と
い
う
こ
と
で
天
皇
制
に
結
び
つ
く
の
か
ど
う
か
。
そ
れ

は
結
び
つ
け
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、（
中
略
）
具
体
的
に
検
証
し
て
い
け
る

形
で
論
じ
合
わ
な
け
れ
ば
、
議
論
の
構
成
が
非
常
に
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
し
ま
う
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
水
田
宗
子
、
長
谷
川
啓,�

北
田
幸
恵
編
著
『
母
と
娘
の
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
―
近
代
家
族
を
超
え
て
』、
田
畑
書
店
、
一
九
九
六
年
、
二
八
三
頁

13�
Psychological�projection

投
影
：
主
体
が
、
思
考
、
情
動
、
着
想
、
欲
望
な
ど
を
、

そ
れ
と
し
て
同
定
す
る
こ
と
な
く
、
外
界
に
位
置
づ
け
る
操
作
。
従
っ
て
主
体
は
そ

れ
ら
が
、
外
部
に
、
客
観
的
に
世
界
の
一
つ
の
様
相
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
信
じ

て
い
る
。R

・
シ
ェ
マ
マ
編
『
精
神
分
析
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
九
五
年
、
二
四
八
頁

14�

東
郷
克
美
「
死
に
行
く
『
母
』
の
系
譜
」『
太
宰
治
の
世
界
』
冬
樹
社
、
一
九
七
七
年
、

二
二
六
頁

15�
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本
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明
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言
語
に
と
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て
の
美
と
は
何
か
』
勁
草
書
房
、
一
九
六
五
年
、
一
一
三

頁

16�

太
宰
治
「
冬
の
花
火
」『
太
宰
治
全
集　

第
九
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
、
254
頁

17�

す
な
わ
ち
、
そ
の
告
白
は
数
枝
に
受
け
と
め
ら
な
い
た
め
、
火
鉢
に
投
げ
さ
れ
た
手

紙
と
桃
源
境
の
夢
の
よ
う
に
、
数
枝
の
絶
望
、
ま
た
作
家
太
宰
治
が
戦
後
社
会
の
現

実
に
対
す
る
絶
望
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
。

18�

同
注
1
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