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『或
る
男
、
其
姉
の
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稿
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と
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較
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通
し
て

冨

澤

成

實

　
　
　

『或

る
男
、
其
姉
の
死
』
は
、
『
大
阪
毎
日
新
聞

(夕
刊
)』

に
大
正
九
年

一
月
六
日
か
ら
三
月
二
八
日
ま
で
四
〇
回
に
わ
た

っ
て
連
載
さ

れ
た
、
志
賀
直
哉
文
学
中
期
の
中
編
小
説
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
何
度
か
、
志
賀
直
哉
自
ら
が
解
説
し
て
い
る
。

つ
ぎ
は
、
『続

創
作
余
談
』
(『改
造
』
昭
13

・
6
)
の
な
か
の

一
節
で
あ
る
。

こ
れ
は

「
和
解
」
の
後
に
書
い
た
も
の
だ
が
、
作
の
内
容
か
ら
云
へ
ば

「和
解
」
の
前
に
入
れ
る
べ
き
も
の
だ
。
「和
解
」
は
捕
り

た
て
の
生
魚
。
「或
る
男
、
其
姉
の
死
」
は
同
じ
魚
の
干
物
だ
。

こ
の
作
品
は
少
し
陰
気
臭
く
、
愉
快
な
作
品
で
な
い
か
ら
、
私
は
余

り
愛
着
を
持
た
な
い
が
、
書
く
時
は
、
相
当
骨
が
折
れ
た
や
う
に
記
憶
す
る
。
好
き
で
な
く
と
も
、
此
作
品
は
私

に
は
矢
張
り
な
く
て

九
九
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は
な
ら
ぬ
物
だ
と
云
ふ
意
味
で
認
め
て
ゐ
る
。

ま
た
、
昭
和
二

一
年

一
二
月
発
行
の
細
川
書
店
版

『
或
る
男
、
其
姉
の
死
』
の

「
あ
と
が
き
」
で
は
、
自
作
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
振

り
返

っ
た
。

こ
の
小
説
は

「和
解
」
と
い
ふ
小
説
と
対
に
な
る
作
品
で
、
「和
解
」
で
は
和
解
を
主
に
書
き
、
不
和
の
事
実
は
殆
ど
書
か
な
か

つ

た
が
、
こ
れ
で
は
寧
ろ
不
和
を
主
に
し
、
丹
念
に
そ
の
原
因
を
追
及
し
て
書
い
た
つ
も
り
で
あ
る
。

(中
略
)

「和
解
」
は
興
奮
し
な
が
ら
、
十
五
日
間
に

一
ト
息
で
書
上
げ
た
が
、

こ
れ
は
ゆ

つ
く
り
と
骨
を
折

っ
て
書

い
た
。
然
し
出
来
上

っ

た
も
の
は

「和
解
」
程
、
人
に
喜
ば
れ
ず
、
私
か
ら
云
へ
ば
割
の
悪
い
仕
事
に
な
つ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
和
解
」
を
書
い
た
私
と

し
て
は
ど
う
し
て
も
、
こ
れ
を
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
だ
つ
た
か
ら
、
割
の
い
い
悪
い
は
実
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
。

あ
る
い
は
ま
た
、
「
現
代
日
本
文
学
選
集

『和
解
』
は
し
が
き
」
(細
川
書
店
、
昭
23

・
8
)
で
は
、
こ
の
よ
う
に
語

っ
た
。

後
日
、
私
は

「或
る
男
、
其
姉
の
死
」
と
い
ふ
中
篇
で
、
父
と
子
の
不
和
を
主
人
公
の
弟
の
立
場
で
書

い
た
。
姉
と
い
ふ
架
空
な
人

物
な
ど
を
出
し
て
、
私
の
実
生
活
と
は
離
れ
た
も
の
に
し
た
が
、
父
と
私
と
の
心
理
だ
け
は
出
切
る
だ
け
追
求
し
、
そ
れ
を
弟
が
両
方

に
同
情
を
持
ち
な
が
ら
、
批
判
的
に
書
い
た
と
い
ふ
や
う
な
も
の
だ
つ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
気
持
は
あ
り
な
が
ら
、
二
人
は
、
遂
に
和

解
ま
で
は
達
せ
ら
れ
な
か
つ
た
事
を
書
い
た
。
こ
の
小
説
は
相
当
苦
心
し
、
出
来
栄
え
も
悪
い
と
は
思
は
な
か
つ
た
が
、
何
故
か
、
私

は
こ
れ
を
好
ま
ず
、
殆
ど
読
返
し
て
ゐ
な
い
。

志
賀
直
哉
は
他
に
、
岩
波
文
庫
版

『
大
津
順
吉

・
和
解

・
あ
る
男
、
そ
の
姉
の
死
』

の

「
あ
と
が
き
」

(昭
35

・
3
)
や
網
野
菊
と
の
対

談

「
緑
蔭
閑
談
」

(昭
39

・
8
)
の
な
か
で
も
こ
の
作
品
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
同
様

の
内
容
で
あ
る
。
作
者
自
身
に
よ

っ
て

反
復
さ
れ
た
の
は
、
『
或
る
男
、
其
姉
の
死
』
は
、
『和
解
』
(『黒
潮
』
大
6

・
10
)
と
対
に
な
る
も
の
で
、
そ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
か

っ
た

父

・
直
温
と
の
対
立
の
様
相
を
、
「弟
」
の
視
点
か
ら
公
正
に
描
き
、
そ
し
て
不
和
の
原
因
を
追
及
し
た
作
品
で
あ
る
。
相
当
の
時
間
を
費



や
し
苦
心
し
て
執
筆
し
た
が
、
や
や
陰
気
臭
い
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
愛
着
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で

『或
る
男
、
其
姉
の
死
』
に
つ
い
て
の
研
究
は
お
も
に
、
こ
う
し
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
た
作
者
自
身
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
引
き

受
け
、
研
究
の
前
提
と
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
展
開
さ
れ
た
も
の
だ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
須
藤
松
雄
氏
は

「『
和
解
』

で
は
、
十
分
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
不
和
の
諸
様
相
、
不
和
の
諸
原
因

(中
略
)
、
不
和
時
代
に
含
ま

っ
て
い
た
諸
可
能
性
な
ど
を
詳
し
く

追
求

し
た
の
が

『或
る
男
、
其
姉
の
死
』
で
あ
る
。

(中
略
)
し
か
し
、
感
情
、
行
動
統

一
体
と
し
て
の
肯
定
的
な
自
画
像
を
、

一
人
称
的

実
質

に
お
い
て
形
成
す
る
の
が
、
何
と
い
っ
て
も
、
志
賀
文
学
本
来
の
行
き
方
な
の
で
あ

っ
て
、
自
己
を
批
判
的
に
三
人
称
化
し
て
文
学
的

　　
　

決
算
書
を
作
る
こ
と
は
、
こ
の
作
者
に
は
向
か
な
い
」
と
述
べ
て
、
こ
れ
は
父
子
の
対
立
と
い
う
志
賀
直
哉
自
身
の
経
験
的
な
問
題
を
、
三

人
称
化
し
な
が
ら
書
か
れ
た
作
品
だ
が
、
し
か
し
、
自
己
の
相
対
化
と
い
う
方
法
そ
れ
自
体
が
本
来
的
に
こ
の
作
家
の
資
質
に
合
う
も
の
で

は
な

い
と
し
て
厳
し
く
批
判
し
た
。
『
或
る
男
、
其
姉
の
死
』
は
こ
れ
ま
で
、
志
賀
直
哉
に
お
け
る
父
子
対
立
の
様
態

を
探
る
た
め
の
資
料

と
し

て
言
及
さ
れ
て
も
、
自
律
し
た
世
界
を
有
す
る
小
説
と
し
て
本
格
的
に
論
究
さ
れ
る
機
会
の
少
な
か

っ
た
作
品
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
従
来
の
論
考
に
対
し
て
、
近
年
で
は
む
し
ろ
、
父
と
の
不
和
を
扱

っ
た
作
品
と
い
う
作
者
自
身

の
言
葉
を
か
な
ら
ず

し
も
前
提
と
し
な
い
地
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
多
く
現
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

た
と
え
ば
こ
の
作
品

を
、
杉
山
雅
彦
氏
は

「
『不
和
』
を
い
わ
ば
無
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
『
死
』
か
ら

『生
』

へ
と
転
換
を
遂
げ
る
、
『
再
生
』

の
物
語
口
と

　
る
　

し
て
、
あ
る
い
は
山
口
直
孝
氏
は

「
『小
説
』
を
書
く
行
為
が
兄
か
ら
弟
に
移
行
し
て
い
く
局
面
に
注
目
し
、

一
種
の
役
割
交
代
劇
」
と
し

て
、

ま
た
伊
藤
佐
彼
氏
は

「
幼
く
し
て
母
を
失
い
、
し
か
も
失

っ
た
事
に
す
ら
気
付
か
ず
に
い
る
息
子
に
、
そ
れ
で
も
母
が
刻
み
付
け
て
い

っ
た

二
つ
の
刻
印
の
物
語

(「
心
の
底

に
隠
さ
れ
た

『祖
母
だ
け
で
は
満
た
さ
れ
な
い
気
持
』
及
び
そ
れ
が
招
き
寄
せ
た
父
子
不
和
」
と

「
母
を

同
じ
く
す
る
姉
と
の
特
権
的
な
親
和
及
び
そ
れ
が
招
き
寄
せ
た
奇
蹟
的
再
会
」

括
弧
内
編
者
〉,
じ
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
読
解

志
賀
直
哉

『或
る
男
、
其
姉
の
死
』
論

草
稿
類
と
の
比
較
を
通
し
て

一
〇

一
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し
た
。

こ
の
よ
う
に

『
或
る
男
、
其
姉
の
死
』
は
、
単
に
作
家
を
知
る
た
め
の
資
料
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
ま
た
志
賀
文
学
中
の
単

な
る
失
敗
作
と
し
て
で
は
な
く
、
固
有
な
世
界
を
も

っ
た
文
学
作
品
と
し
て
改
め
て
読
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
作
品
と
し
て
、
新
た
に
扱
わ

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
『或
る
男
、
其
姉
の
死
』
に
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
く

つ
か
の
草
稿
類
が
あ
る
。
『志
賀
直
哉
全
集

第
二
巻
』

に
は
、
こ
の
作
品
の
草
稿
と
見
倣
す
こ
と
の
で
き
る
文
章
が
、
全
部
で
四
種
類
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

『暗
夜
行
路
』

の
草
稿
お
よ
び
関

係
資
料
と
目
さ
れ
る
三
六
編
の
文
章
が
収
め
ら
れ
た

『
志
賀
直
哉
全
集

第
六
巻
』
の
な
か
に
も
、
『或
る
男
、
其
姉

の
死
』
と
深
く
関
わ

る
よ
う
な
記
述
を
、
い
く

つ
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
作
品
の
末
尾
近
く
で
、
死
の
床
に
つ
く

「
姉
」
が
汚
い
寝
具
と

交
換

し
て
欲
し
い
と
願
い
出
る
場
面
は
、
実
際
に
見
た
夢
を
利
用
し
た
こ
と
が
志
賀
自
身
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
夢
は

日
記

(同
全
集
第
十
巻
)
の
な
か
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
最
も
直
接
的
な
草
稿
と
考
え
ら
れ
る
、
大
正
三
年
二
月

一
五
日
執
筆

の

「
或

る
男

と
其
姉
の
死
」
か
ら
数
え
る
と
、
約
六
年
も
の
歳
月
を
経
て
漸
く
完
成
す
る
に
い
た

っ
た
と
い
う
経
緯
を
も
つ
作
品
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
『
或
る
男
、
其
姉
の
死
』
に
対
す
る
新
た
な
読
み
の
可
能
性
を
探
る
た
め
の
基
礎
的
な
作
業
と
し
て
、
作
品
成
立
に

至
る
ま
で
の
過
程
を
確
認
し
、
ま
た
残
さ
れ
た
こ
れ
ら
草
稿
類
と
の
比
較
を
し
な
が
ら
、
決
定
稿
に
お
い
て
新
た
に
表
わ
さ
れ
た
主
人
公
に

つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

二

 

は
じ
め
に
、
志
賀
全
集

『第

二
巻
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
四
種
類
の
草
稿
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
整
理
し
て
お
こ
う
。
決
定
稿

『或
る
男
、

其
姉

の
死
』
と
直
接
関
連
す
る
草
稿
は
、
「
或
る
男
と
其
姉
の
死
」
で
あ
る
。
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
に
換
算
す
る
と

一
一
枚
ほ
ど
の
分
量



で
、
大
正

「
三
年

二
月
十
五
日
」
と
末
尾
に
執
筆
年
月
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
風
の
吹
く
高
原
の
荒
涼
と
し
た
風
景
の
な
か
を
、
「憂
彫
な

顔
」
を
し
た
、
み
す
ぼ
ら
し
い
身
な
り
の
男
が
弱

々
し
げ
に
歩
む
描
写
か
ら
物
語
は
は
じ
ま
る
。
彼
が
歩
を
運
ぶ
の
は
、
「
十
五
年
ぶ
り
で
、

彼
の
ひ
と
り
の
姉
の
将
に
死
な
う
と
し
て
ゐ
る
姿
を
見
」
る
た
め
で
あ
る
。
や
が
て
、
見
舞

っ
た

「姉
」
が
死
に

「内
葬
式
」
が
済
む
と
、

彼
は
す
ぐ
さ
ま
こ
の
家
を
後
に
し
、
激
し
い
風
の
吹
き
わ
た
る
広

い
高
原
の
光
景
の
な
か
に
姿
を
消
す
の
だ

っ
た
。
こ
う
し
た
内
容
は
、
決

定
稿

の
、
「
兄
」
と
彼
の
弟
で
あ
る

「私
」
が
そ
れ
ぞ
れ
、
死
の
淵
に
あ
る

「姉
」
を
見
舞
う
た
め
に
、
彼
女
の
暮
ら

す
信
州
の
あ
る
寒
村

を
訪
ね
る
場
面
と
明
確
に
対
応
し
、
こ
れ
を
『或
る
男
、
其
姉
の
死
』
の
草
稿
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
草
稿
に
は
、
決
定
稿
で
採
ら
れ
た
よ
う
な
、
弟
で
あ
る

「
私
」
に
よ
る
語
り
と
い
う
形
式
は

一
切
な
く
、
主
人
公
は

「
男
」
あ
る
い
は

「彼
」

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
が
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

加

え
て
こ
の
草
稿
に
つ
い
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
原
稿

の
余
白
に
、
後
に
作
者
自
身
に
よ

っ
て
記
入
さ
れ
た
ら
し
い
書
き
込
み

が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
紅
野
敏
郎
氏
の

「後
記
」
に
よ
る
と
、
こ
の
草
稿
末
尾
の
空
白
部
分
に
は
、
「
改
造

中
央
公
論

解
放

新

家
庭

新
潮

雄
弁

二
月

一
杯
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
た
。
『改
造
』
お
よ
び

『解
放
』

の
創
刊
は
そ
れ
ぞ
れ
、
大

正
八
年
四
月
と
同
年

六
月
な

の
で
、
志
賀
は
大
正
八
年
六
月
以
降
、
「
こ
の
草
稿
を
も
と
に
し
た
作
品
を
、
右
の
よ
う
な
雑
誌
に
発
表
し
よ
う
」

(「後
記
」
)
と
考

え
て
い
た
、
と
推
測
さ
れ
る
。

つ
ぎ

に
、
「
死
ね
く

」
と
題
さ
れ
た
文
章
に

つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は

『或
る
男
、
其
姉
の
死
』
お
よ
び

『和
解
』

双
方

の
関
連
草
稿
で

あ
る
。

四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
に
換
算
す
る
と

一
七
枚
ほ
ど
の
分
量
で
、
執
筆
年
月
は
末
尾
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
「
大
正
三
年
十
月

十
八
日
夜
」。
草
稿

「或
る
男
と
其
姉
の
死
」
の
執
筆
か
ら
数
え
る
と
、
九
ヵ
月
後
の
も
の
で
あ
る
。
「
君
は
他
人
か
ら

死
ね
ば
い
ふ
と
思
は

れ
て
ゐ
る
事
を
痛
切
に
感
じ
た
事
が
あ
る
か
?
▽
僕
は
色

々
な
罪
悪
の
中
で
他
人
を
死
ね
ば

い
x
と
思
ふ
心
程
気
持
の
悪
い
罪
悪
は
な
い
と

思

っ
て
ゐ
る
」
と
は
じ
ま
る
よ
う
に
、
こ
の
草
稿
は
、
親
し
い
友
人
ら
し
い

「
君
」
を
相
手
に
、
対
立
関
係
に
あ
る
父
親
に
対
す
る
胸
の
内

志
賀
直
哉

『
或
る
男
、
其
姉

の
死
』
論
-

草
稿

類
と
の
比
較
を
通
し
て

一
〇
三
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一
〇
四

を
率
直

に
吐
露
し
、
そ
し
て
新
た
に
決
意
し
た
事
柄
に
つ
い
て
述
べ
る
と
い
う
形
式
を
も

つ
。
内
容
は
、
あ
る
叔
母
が

「僕
」
に
語

っ
て
聞

か
せ
た
よ
う
に
、
確
か
に
父
は

「僕
」
が
早
く
死
ん
で
く
れ
れ
ば
い
い
、
と
思

っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
い
う
父
を
憎
み
な
が
ら
も
な

ぜ
、
父
を
過
剰
に
意
識
し
、
そ
し
て
執
拗
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
実
は
そ
れ
は
、
「
僕
」
が
心
の
奥
深
く
で
父
に
愛
さ
れ
た

い
と
思

っ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し

一
方
で
、
「僕
」
も
ま
た
、
父
が
死
ね
ば
い
い
と
い
う
気
持
ち
を
、
ふ
と
し
た
瞬
間
に
抱
く
こ
と
も
疑

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
お
互
い
の
幸
福
の
た
め
に
も
、
独
り
自
家
を
離
れ
て
父
と
絶
縁
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
内
容
は
、
『
或
る
男
、
其
姉
の
死
』
の

「
二
十
七
」
の
後
半
以
降
、
主
人
公
が
認
め
た
姉
宛
書
簡
の
な
か
で
示
さ
れ
る
事

柄
と
ほ
ぼ
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

三

つ
目
は
、
「活
き
方
は

一
人

一
人
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

一
文
で
は
じ
ま
る
、
無
題
の
文
章
で
、
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
に
す
る
と

二
枚
ほ
ど
の
短
い
も
の
で
あ
る
。
執
筆
年
月
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
「
兄
」
の
生
き
方
は
確
か
に
、
誰
か
ら
も
同
感
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
、
命
が

一
人
々
々
の
も
の
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
そ
の
生
き
方
も
ま
た

一
人
々
々
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
、
「
私
は
こ
れ
か
ら
九
年
目
に
見
た
兄
の
事
を
御
話
し
し
や
う
と
思
ひ
ま
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
兄
と
い
う

「或
る
男
」
の
人
生
に
つ
い

て
語
ら
れ
る
物
語
の
、
そ
の
導
入
部
に
当
た
る
部
分
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
す
で
に
、
久
し
ぶ
り
に
眼
に
し
た

「
兄
」

の
姿
と
そ
の

独
自
な
生
き
方
を
、
弟
で
あ
る

「私
」
が
語
る
と
い
う
、
『或
る
男
、
其
姉
の
死
』
の
基
本
的
な
形
式
は
で
き
あ
が

っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。『志

賀
直
哉
全
集

第

二
巻
』
収
録
の
最
後

の
も
の
は
、
「自
分
は
中
学
五
年
生
に
な
つ
た
」
と
い
う

一
文
で
開
始
さ
れ
る
、
や
は
り
無
題

の
、
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
に
し
て

一
四
枚
ほ
ど
の
文
章
で
あ
る
。
執
筆
年
月
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
「
五
」
「
六
」

「
八
」
と

い
う
三
つ

の
節
の
み
が
残
さ
れ
た
こ
の
草
稿
は
、
『自
転
車
』
(『新
潮
』
昭
26

・
11
)
お
よ
び

『大
津
順
吉
』

(『
中
央
公
論
』
大

1

・
9
)
と
も
関
連

す
る
も

の
で
あ
る
が
、
「八
」
は
、
足
尾
鉱
毒
事
件
を
め
ぐ
る
父
と
子
の
衝
突
を
題
材
と
し
て
お
り
、
し
た
が

っ
て

『或

る
男
、
其
姉
の
死
』



の

「
十
」
「
十

一
」
と
直
接
的
な
関
連
性
を
も

っ
て
い
る
。
ま
た

『或
る
男
、
其
姉
の
死
』
の
草
稿
と
し
て
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
「
五
」
の

　
マ
マ
　

な
か

の
、
「
母
が
生
き
る
て
も
祖
母
程
に
烈
し
い
愛
を
自
分
に
そ
s
げ
な
か
つ
た
に
相
違
な
い
」
と
確
信
し
な
が
ら
も
、

「自
分
の
心
で
は
祖

母
の
居
場
所
は
祖
母
の
居
場
所
。
母
の
居
場
所
は
母
の
居
場
所
で
あ

つ
た
。
而
し
て
其
母
の
居
場
所
が
空

い
て
ゐ
た
」
と
い
う
箇
所
で
あ

り
、

母
の
愛
に
飢
え
て
い
た

「自
分
」
は
そ
れ
を
代
わ
り
に
キ
リ
ス
ト
に
求
め
て
い
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

た
だ
し
、
主
人
公
は

「自
分
」
と
な

っ
て
お
り
、
決
定
稿
の
よ
う
に

「私
」
に
よ
る
語
り
と
い
う
、
父
子
対
立
の
問
題
を
公
正
に
見
よ
う
と
す
る
形
式
は
採
ら
れ

て
は

い
な

い
。

三

先

に
触
れ
た
よ
う
に
、
志
賀
直
哉
自
身
に
よ
れ
ば

『或
る
男
、
其
姉
の
死
』
は
、
「弟
」
と
い
う
公
正
な
位
置
に
立

つ
こ
と
に
よ
り
、
父

子
対
立
の
様
相
を
可
能
な
限
り
正
確
に
眺
め
る
と
同
時
に
、
そ
の
原
因
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
う
し
た
目
論
み
は
、
十
分

に
功
を
奏
し
た
と
い

っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
「
私
の
自
家
で
は
永
い
間
、
祖
父
が
家
長
ら
し
い
家
長
と
し
て
、
ゆ

つ
た
り
と
し
た
気
持
で

皆
の
上
に
臨
ん
で
ゐ
」
た
た
め
、
「祖
父
-

父

兄
、
此
関
係
が
等
差
級
数
的
に
行
」
か
ず
に
、
「祖
父

父
、
兄
と
云
ふ
風
に
父
と

兄
と
が
同
じ
平
面
に
立

っ
て
居
た
形
だ
つ
た
の
で
す
。
年

の
ち
が
つ
た
仲

の
悪

い
兄
弟
、
寧
ろ
そ
の
方
で
し
た
」
(三
十
)
と
い
う
よ
う
に
、

偉
大

な
家
長
と
し
て
君
臨
す
る
祖
父
の
下
で
、
「年
の
ち
が

つ
た
仲
の
悪

い
兄
弟
」

の
よ
う
な
関
係
が
形
成
さ
れ
て
し
ま

っ
た
、
そ
の
両
者

の
関
係
性
の
本
質
を
洞
察
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
の
は
、
弟
と
い
う
第
三
者
的
な
視
線
を
導
入
し
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か

し
、

そ
れ
以
上
に
、
こ
う
し
た
父
子
関
係
に
つ
い
て
の
分
析
が
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
地
点
に
ま
で
鋭
く
及
ん
で
い
た
こ
と
は
、
瞠
目
に
値
す
る

こ
と

で
あ
る
。

 志
賀
直
哉

『
或

る
男
、
其
姉

の
死
』
論
-

草
稿
類
と

の
比
較
を
通
し
て
1

一
〇

五
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一
〇
六

殆
ど
盲
目
的
に
兄
を
愛
し
て
ゐ
た
祖
母
だ
け
の
愛
情
は
其
母
と
難
も
連
も
持

つ
事
は
出
来
な
か
つ
た
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
兄
自
身

そ
の
事
は
云
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
「お
母
さ
ん
が
生
き
て
ゐ
た
所
で
、
お
祖
母
さ
ん
の
三
分
の

一
も
愛
し
合

へ
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
」

と
。
が
、
そ
れ
に
し
ろ
、
兄
に
は
何
か
祖
母
だ
け
で
は
満
た
さ
れ
な

い
気
持
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
兄
は
矢
張
り
亡
き
母
の

幻
影
に
求
め
て
居
た
の
で
す
。

(中
略
)
結
局
兄
は
そ
れ
を
父
に
ま
で
求
め
て
ゐ
た
の
が
本
縫
だ
つ
た
と
思
ひ
ま

す
。
然
し
兄
は
そ
れ

を
は
つ
き
り
と
は
意
識
し
て
ゐ
な
か
つ
た
や
う
で
す
。
(七
)

シ

も

シ

も

右

の

一
節
に
、
「
父
か
ら
の
愛
を
さ
も
し
く
も
求
め
」

(傍
点
原
文
)
る
、
「さ
う
い
ふ
自
身

の
態
度
が
、
愛
を
求
め

る
気
持
の
変
態
的
な

現
れ
だ
と
云
ふ
事
は
兄
に
は
意
識
出
来
な
か
つ
た
の
で
す
」
(七
)
と
い
う
叙
述
を
加
え
て
み
れ
ば
、
兄
が
父
に
対
し

い
っ
た
い
何
を
求
め

ら
れ
な

い
た
め
に
、
異
常
な
ま
で
に
い
ら
い
ら
し
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
兄
が
苛
立
た
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
は
、
生
母
が
も
た

ら
す
愛
情
を
、
父
が
も
た
ら
し
て
は
く
れ
な
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
兄
が
究
極
的
に
欲
し
て
い
た
の
は
、
生
母
に
よ
る
愛
以
外
に
は
な

い
。祖

母
か
ら
兄
が
ど
れ
ほ
ど
十
分
に
愛
情
を
享
受
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
生
母
そ
の
人
か
ら
与
え
ら
れ
た
愛
情
で
は
な
い
の
は
い
う
ま
で

も
な

い
。
生
母
に
よ
る
愛
は
、
生
母
自
身
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
半
ば
無
意
識
に
兄
の
内
部
に
堆
積
す
る
こ
う
し
た

不
充
足
感
や
欠
落
感
は
、
生
母
本
人
が
不
在
で
あ
る
以
上
、
つ
ぎ
に
は
祖
母
と
は
別
の
人
物

(父
)
を
選
び
、
そ
し
て
そ
れ
を
満
た
し
て
も

ら
お
う
と
働
き
か
け
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
こ
の
と
き
、
兄
に
と

っ
て
父
と
い
う
存
在
は
、
不
在
の
母
の
代
償
に
ほ

か
な
ら
な
か

っ
た
。
言
い
換
え
る
と
、
兄
は
本
来
な
ら
ば
母
か
ら
与
え
ら
れ
る
べ
き
は
ず
の
愛
情
を
、
そ
の
代
わ
り
に
父
に
求
め
て
い
た
の

で
あ

っ
て
、
兄
の
こ
う
し
た
行
為
は
、
精
神
分
析
学
で
い
う

「転
移
」
と
い
う
現
象
に
似
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
む
ろ
ん
、
祖

母
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
母
に
よ
る
愛
情
は
母
そ
の
人
に
よ

っ
て
で
し
か
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
不
必
要
な
衝
突
を
回
避
し
よ
う

と
し
て
兄
の
い
る
場
か
ら
退
去
す
る
父
を
、
そ
れ
で
も
な
お
執
拗
に
後
を
追
い
ま
わ
し
、
そ
し
て
な
お
さ
ら
苛
立
た
な

い
で
は
い
ら
れ
な
い



の
は
、
生
母
に
代
わ
る
愛
情
を
得
よ
う
と
し
て
つ
い
に
得
ら
れ
な
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
悪
循
環
の
な
か
で
、
兄
の
行
動

は
ま
す
ま
す
オ
ブ
セ

ッ
シ
ョ
ナ
ル
に
な
ら
さ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
生
母
の
不
在
に
起
因
す
る
父
子
の
対
立
と
い
う
認
識
が
、
主
人
公
の
弟

で
あ
る

「私
」
と
い
う
視
座

を
導
入
し
た
決
定
稿

『或
る
男
、
其
姉
の
死
』
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
に
な

っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に

『或
る
男
、
其
姉
の
死
』
に

関
す

る
四
線
の
草
稿
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
そ
の
な
か
で
父
子
対
立
と
い
う
題
材
に
関
連
す
る
の
は
、
「
死
ね
く

」

お
よ
び

「自
分
は
中

学
五
年
生
に
な

つ
た
」
と
い
う

一
文
で
は
じ
ま
る
草
稿
の
二
つ
で
あ
る
。
「死
ね
く

」
で
は
、
「僕
」
が

「
丸
二
年
前
に
書
い
た
」
「
原
稿

紙
」
が
紹
介
さ
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で

「彼
は
祖
母
と
の
関
係
で
は

『
ほ
う
満
』
し
た
愛
情
を
感
じ
て
ゐ
た
し
、
義
理
の
母
と
の
関
係
で
も
、

少
し

の
不
服
も
な
か
つ
た
。

(中
略
)
が
、
父
と
の
関
係
で
は
ど
う
し
て
も

コ
ダ
ワ
ラ
ズ
に
は
ゐ
ら
れ
な
か

つ
た
。
彼

の
心
の
奥
底
に
は
絶

え
ず
、
父
か
ら
愛
さ
れ
た
い
と
い
ふ
欲
望
が
燃
え
て
ゐ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
父
が
中
断
し
よ
う

と
す

る
交
渉
を
、
そ
れ
で
も
な
お
執
拗
に
続
け
よ
う
と
し
て
父
の
後
を
追
い
ま
わ
す
の
は
結
局
、
「
彼
」
が
父
か
ら
の
愛
情
を
心
の
奥
で
は

欲
し

て
い
た
か
ら
だ
、
と
い
う
地
点
ま
で
は
捉
え
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
父
と
の
不
和
と
生
母
の
不
在
と
の
関
連
性
に
ま
で
は
焦
点
は

合
わ
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
後
者
で
は
、
母
に
よ
る
愛
を
、
代
わ
り
に
キ
リ
ス
ト
に
対
し
て
求
め
て
い
た
こ
と
は
捉
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、

し
か
し
そ
れ
が
父
と

の
対
立
的
で
複
雑
な
関
係
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
を
見
通
す
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
父
と
の
不
和
が
結
局
は
母
の
不
在

に
起
因
す
る
と
い
う
認
識
は
、
決
定
稿

『或
る
男
、
其
姉
の
死
』
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

志
賀
直
哉

『
或
る
男
、
其
姉

の
死
』
論
-

草
稿

類
と
の
比
較
を
通
し
て

一
〇
七
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一
〇
八

四

　　
　

『或
る
男
、
其
姉
の
死
』
の
な
か
の

「姉
」
臨
終
の
場
面
は
、
志
賀
直
哉
に
よ
れ
ば
、
彼
自
身
が
実
際
に
見
た
夢
を
利
用
し
て
書
か
れ
た

こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
夢
は
、
明
治
四
五
年

一
月

二
二
日
の
日
記
に
、
「
(十
三
日
の
明
け
方
見
た
夢
、)
」
と
し
て
詳
細
に
書
き
留

め
ら
れ
て
い
る
。
死
の
床
に
あ
る
母
を
、
直
哉
本
人

・
祖
母

・
昌
子

・
英
子

・
佐
本
の
叔
父
が
見
守

っ
て
い
る
。
母
は
不
意
に
起
き
上
が

っ

て
、
「
死
ぬ
身
で
夜
着
な
ど
を
よ
ご
す
の
は
無
駄
な
話
だ
か
ら
何
か
悪
い
蒲
団
を
此
所

へ
敷

い
て
く
れ
」
と
言
う
。
母

の
気
休
め
に
な
れ
ば

と
、
そ
れ
を
命
じ
る
ふ
り
を
し
て
部
屋
を
出
る
と
、
そ
こ
で
父
と
出
会
う
。
そ
の
旨
を
伝
え
る
と
、
父
は
そ
う
す
れ
ば

い
い
、
と
軽
く
言

う
。
「
父
の
言
葉
は
但
し
母
の
意
志
を
貢
じ
て
賛
成
し
た
の
で
は
な
く
、
母
の
左
う
し
や
う
と
思
う
動
機
に
賛
成
し
た
の
で
あ
る
」。

シ
ゲ
に

命
じ
て
部
屋
に
戻
る
と
、
横
に
な

っ
て
い
る
の
は

「
い
つ
の
間
に
か
母
で
は
な
く
て
祖
母
に
な

つ
て
ゐ
」
た
。
戸
外
で
は
大
勢

の
職
人
が
集

ま

っ
て

い
る
の
が
察
せ
ら
れ
る
。
祖
母
の
死
去
に
際
し
て
人

々
が
集
ま

っ
て
い
る
の
だ
と
彼
女
自
身
に
感
づ
か
れ
て
は
気
の
毒
な
の
で
、

「棟
上
を
し
て
ゐ
る
ん
で
す
よ
」
と
言

っ
て
き
か
せ
た
。

こ
う

し
て
記
述
さ
れ
た
夢
は
、
引
用
は
し
な
い
が
、
『或
る
男
、
其
姉
の
死
』
の

「
三
十
七
」
「
三
十
八
」
お
よ
び

「
三
十
九
」
の
な
か
で
、

細
部
を
も
最
大
限
に
利
用
し
な
が
ら
再
現
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
志
賀
直
哉
は
、
夢
で
見
た
母
お
よ
び
祖
母
を
、
小
説
中

の
こ
れ
ら
三
つ
の
節

で

「姉
」
に
変
換
し
て
そ
の
ま
ま
書

い
た
ー

こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
む
ろ
ん
あ
ま
り
に
短
絡
的
で
は
あ
る
が
、
し
か
し

一
方
で
、
『
或

る
男
、
其
姉
の
死
』
の
こ
の
姉

・
時
子
は
兄
に
と

っ
て
、
兄
が
八
歳
の
と
き
に
亡
く
し
た
生
母
の
存
在
を
最
も
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
人
物

で
あ
る
だ
ろ
う
。
父
と
の
不
和
の
根
底
に
は
、
生
母
を
求
め
る
心
性
が
働
い
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
述

べ
た
。
そ
れ
ほ
ど
、
兄
に

と

っ
て
生
母
は
大
き
な
存
在
だ

っ
た
。
兄
を
除
い
て
唯

一
、
そ
の
生
母
の
血
を
ひ
く
の
が
時
子
で
あ
り
、
兄
が
い
わ
ば
超
能
力
の
働
き
に
よ



っ
て
、
臨
終
の
床
に
あ
る
姉
の
も
と
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
の
も
、
姉
に
流
れ
る
そ
の
血
の
力
に
よ
る
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
心
の
奥
深
く
で
、
兄
は
こ
こ
で
も
ま
た
生
母
と
向
き
合

っ
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
。

と

こ
ろ
で
、
姉
の
死
を
描
い
た
こ
の
場
面
の
な
か
で
、
読
者
に
と
っ
て
最
も
不
可
解
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
兄
が
忘

れ
る
は
ず
の
な
い
姉

の
痔
を
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
す

っ
か
り
忘
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。

姉
の
死
体
は
垢
だ
ら
け
で
し
た
。
兄
と
私
と
は
顔
の
部
分
を
洗

っ
て
居
ま
し
た
。

兄
は

一
度
八
重
子
に
返
し
た
糠
袋
を
又
貰

っ
て
時

々
覗
き
込
む
や
う
に
し
て
は
姉
の
耳
の
下
を
丹
念
に
擦

っ
て
ゐ
ま
し
た
。

「叔
父
さ
ん
、
そ
れ
は
癒
で
す
わ
」
と
八
重
子
が
気
が
つ
い
て
注
意
し
ま
し
た
。

「さ
う
か
?
」

「お
生
ま
れ

つ
き
の
癒
な
の
よ
。
叔
父
さ
ん
お
忘
れ
遊
ば
し
た
の
?
」
と
不
思
議
さ
う
に
八
重
子
は
兄
の
顔
を
見
て
居
ま
し
た
。

「
さ
う
か
な
?
」
か
う
い
つ
て
兄
は
も
う

一
度
其
処
を
覗
込
ん
で
か
ら
少
し
気
ま
り
悪
さ
う
に
其
糠
袋
を
八
重

子
の
方

へ
返
し
ま
し

た
。

(三
十
九
)

こ
こ
で

「
叔
父
さ
ん
お
忘
れ
遊
ば
し
た
の
?
」
と
姪
の
八
重
子
か
ら
不
思
議
そ
う
に
尋
ね
ら
れ
る
、
姉
の
耳
の
下
に
あ

っ
た
と
い
う
、
生

ま
れ

つ
き
の
癒
に
関
し
て
は
、
「書
捨
て
て
置

い
た
原
稿

の
断
片
で
、
兄
が
此
癒
を
書
い
た
の
を
知

っ
て
ゐ
る
私
」
に
よ

っ
て
具
体
的
に
説

明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
姉
が
嫁
入
り
前
の
裁
縫
の
稽
古
を
し
て
い
る
と
き
の
こ
と
で
、
青
み
を
帯
び
た
彼
女
の
癒
を
美
し
く
思

っ
た

一

四
五
歳
の
兄
は
、
そ
れ
に

「
触
れ
て
見
た
い
不
思
議
な
欲
望
」
を
も
ち
、
傍
ら
に
あ

っ
た
物
差
し
で
何
度
か
触
れ
て
み
る
。
し
か
し
、
そ
れ

を
強
く
拒
ま
れ
た
と
き
、
兄
は

「
其
時
の
自
分
の
欲
望
を
見
抜
か
れ
た
や
う
な
気
が
し
て
、
そ
れ
で

一
種
妙
な
差
恥
心
を
感
じ
」
た
の
だ

っ

た
。
思
春
期
の
兄
が
あ
る
種
の
性
的
な
欲
望
を
姉
の
癒
に
よ

っ
て
誘
発
さ
れ
た
と
い
う
経
験
を
、
し
か
も
そ
れ
を
後
に
原
稿
に
ま
と
め
て
ま

で
い
た

こ
の
こ
と
を
、
姉
の
汚
れ
た
痔
を
拭
き
な
が
ら
、
こ
の
と
き
は
完
全
に
忘
れ
て
し
ま

っ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の

志

賀
直
哉

『
或
る
男
、
真
如

の
死
』

論
-

草
稿
類

と
の
比
較
を
通

し
て
1

一
〇

九
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〇

だ
ろ
う
か
。

姉

の
痔
を
め
ぐ
る
記
憶
の
完
全
な
忘
却
は
、
杉
山
雅
彦
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
兄
は
か
つ
て
の
兄
で
は
な
い
。

そ
れ
程
、
兄
の
内
面

　
ア
　

で
の
精

神
的
変
化
は
顕
著
な
の
」
だ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
兄
は
こ
の
と
き
、
対
立
的
な
父
と
の
関
係

は
も
と
よ
り
、
そ
の
要
因
で
あ
る
生
母
の
不
在
と
そ
の
愛
情
の
享
受
に
拘
泥
す
る
か
つ
て
の
自
分
自
身
か
ら
も
、
す
で
に
脱
却
し
て
い
た
の

だ
と

い
っ
て
よ
い
。
姉
の
癒
に
つ
い
て
の
忘
却
は
、
家
を
出
て
い
た
九
年
の
間
に
兄
が
精
神
的
に
大
き
く
変
貌
を
遂
げ

て
い
た
こ
と
を
物
語

る
出
来
事
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
主
人
公
の
成
熟
は
、

つ
ぎ
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
草
稿

「或
る
男
と
其
姉
の
死
」
の
な
か
に
は
見
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
変
化
は
姉
に
バ
カ
リ
あ
つ
た
の
で
は
な
か

つ
た
。
今
メ
イ
の
娘
か
ら

「御
忘
れ
に
な
つ
た
の
?
」
と
詰
ぢ
る
や
う
に

い
は
れ
た
時
で
も
忘
れ
た
と
も
覚
え
て
ゐ
る
と
も
云
は
ず

「左
う
だ

つ
た
か
ネ
」
と
だ
け
い
つ
た
彼
は
自
ら
の
過
去
に
つ
い
て
も
憶
ひ

出

し
な
が
ら
依
然
自
分
で

「左
う
だ
つ
た
か
ネ
」
と
い
ふ
や
う
な
人
間
に
な
つ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
御
忘
れ
に
な
つ
た
の
?
」
と
い
う
姪
の
言
葉
に
よ

っ
て
、
主
人
公
の
脳
裏
に
姉
の
癒
を
め
ぐ
る
記
憶
が
わ
ず
か
に
よ
み
が
え
る
点
は
、

決
定
稿

と
ま

っ
た
く
異
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
力
点
は
む
し
ろ
、
過
去
の
記
憶
が
再
生
さ
れ
て
も
、
再
生
さ
れ
な
く
て
も
、
単
に

「左

う
だ

つ
た
か
ネ
」
と
返
答
す
る
だ
け
の
、
す

っ
か
り
彼
に
染
み
付
い
た
無
感
動
で
虚
無
的
な
性
格
上
の
側
面
を
強
調

す
る
こ
と
に
あ
る
。

「
三
日
前
と
少
し
も
変
ら
な
い
憂
欝
な
顔
を
し
て

一
人
ト
ボ
〈

」
と
来
た
道
を
帰
る
彼
に
は
、
決
定
稿
の
兄
の
よ
う
な
内
面
的
に
深
み
の

あ
る
変
貌
は

一
切
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
過
去
の
自
分
か
ら
脱
却
し
、
あ
る
精
神
的
な
成
熟
を
遂
げ
た
人
物
と
し
て
主
人
公
が
描
か

れ
る
の
は
、
『或
る
男
、
其
姉

の
死
』
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。



五

兄

の
精
神
的
な
成
熟
に
つ
い
て
は
、
同
じ
姉
臨
終
の
場
面
の
な
か
で
、
兄
の

「
眼
」
あ
る
い
は

「暇
な
さ
し
」
の
性
質
と
し
て
具
体
的
に

記
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
作
品
の
冒
頭
で
は
じ
め
に
、
「私
」
の
眼
に
映

っ
た
兄
の
姿

の
あ
ま
り
に
著
し
い
変
化
と
い
う
形
で
示
唆
さ
れ
て
い

た
。
「
此
兄
は
私
が
十
八
の
暮
れ
に
自
家
を
出
て
、
そ
れ
な
り
行
方
不
明
に
な

つ
た
」
が
、
し
か
し
、
「
そ
れ
か
ら
九
年
し
て
信
州
の
或
る
寒

村
に
居
た
其
上
の
姉
の
臨
終
の
床
で

(中
略
)
再
び
此
兄
に
会
」

っ
た
と
き
、
「ど
う
す
れ
ば
か
う
も
変
っ
た
ら
う
と
驚
」

(
一
)
か
さ
れ
た

こ
と
が
す
で
に
語
ら
れ
て
い
た
。
兄
の
姿
の
こ
う
し
た
変
貌
ぶ
り
が
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
作
品
の
末
尾
に

近
い
、
「三
十
五
」
以
降
の
節
で
あ
る
。
危
篤
の
知
ら
せ
を
受
け
て
姉
の
も
と

へ
と
急
ぐ

「私
」
は
、
同
じ
よ
う
に
姉
を
訪
ね
よ
う
と
す
る

兄
と
信
州
の
高
原
の
山
道
で
偶
然
に
出
会
う
。

兄
は
な

つ
か
し
さ
う
に
私
の
顔
を
ぢ

つ
と
見
入
り
ま
し
た
。
其
限
は
柔
ら
か
い
、
そ
し
て
温
か
い
感
情
を
含
ん
で
居
ま
し
た
が
、
そ

れ
に
か
か
は
ら
ず
、
ぢ

つ
と
見
ら
れ
る
と
私
は
変
な
圧
迫
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
は
兄
が
家
出
を
し
た
頃
の
あ
の
如
何
に
も
自
信
の
な

い
オ
ド
く

し
た
暇
な
ざ
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
全
く
予
期
し
な
か
つ
た
も
の
で
し
た
。
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
、
ト
ボ
く

と
し
た

歩
み
、
そ
ん
な
も
の
を
超
え
た
暇
な
さ
し
で
し
た
。
(三
十
五
)

九
年
ぶ
り
に
兄
と
再
会
し
た

「私
」
が
驚
嘆
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
か

つ
て
の

「
自
信
の
な
い
オ
ド
く

し
た
眼
な
ざ
し
」
か
ら

「柔
ら
か

い
、

そ
し
て
温
か
い
感
情
を
含
」
み
、
そ
し
て

「
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
、
ト
ボ
〈

と
し
た
歩
み
、
そ
ん
な
も
の
を
超
え
た
暇
な
さ
し
」

へ
の

変
化

で
あ

っ
た
。
こ
の
兄
の

「眼
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に

「三
十
七
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
死
に
ゆ
く
姉
の
横
た
わ
る
部
屋
を
、
あ
た

か
も

「黄
泉
の
や
う
に
感
じ
」
て
恐
怖
感
を
覚
え
る

「私
」
が
、
「唯

一
の
手
頼
り
」
に
な
る
も
の
と
し
て
勇
気
付
け
ら
れ
る
の
が
、
「
死
に

志
賀
直
哉

『或
る
男
、
其
姉
の
死
』
論

草
稿
類
と
の
比
較
を
通
し
て

一
一
一
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反
抗
も
し
な
い
代
り
、
又
そ
れ
に
も
決
し
て
打
ち
負
か
さ
れ
な
い
や
う
な
眼
」
を
も
つ
兄
の
存
在
で
あ

っ
た
。
先
に
、
姉
の
癒
に
対
す
る
兄

の
記
憶
の
忘
却
が
、
父
子
対
立
の
問
題
と
生
母
に
よ
る
愛

へ
の
執
着
か
ら
の
兄
の
脱
却
を
意
味
す
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
兄
の
成
熟
は
さ
ら

に
、

こ
う
し
て
生
死
の
問
題
さ
え
も
超
越
し
た

「眼
」
の
所
有
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、

こ
れ
は
す
で
に
触
れ

た
よ
う
に

「或
る
男
と
真
如
の
死
」
を
は
じ
め
と
す
る
草
稿
類
に
は
ま

っ
た
く
な
い
要
素
で
あ
り
、
大
正
九
年
発
表
の

『
或
る
男
、
其
姉
の

死
』

に
お
い
て
は
じ
め
て
示
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

『或
る
男
、
其
姉
の
死
』
の
主
人
公
は
、

一
種
の
超
越
的
な
境
地
に
立
つ
人
物
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
だ
が
、

こ
う
し
た
兄
の

「眼
」
が
、
彼
が
家
を
離
れ
て
い
た
九
年
間
に
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
の
は
疑
い
な
い
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
、
兄
が
具
体
的

に
は
ど
の
よ
う
な
経
験
を
重
ね
た
結
果
、
身
に
着
け
ら
れ
た
も
の
だ

っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
そ
れ
は
直
接
的

に
は
、
家
出
し
て
い
る
兄
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い

「私
」
と
い
う
、
限
定
さ
れ
た
語
り
が
も
つ
機
能
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
志

賀
直
哉
は
、
自
己
相
対
化
と
い
う
積
極
的
な
機
能

の
裏

に
あ
る
、
「
私
」
に
よ
る
語
り
と
い
う
、

一
見
す
る
と
不
完
全

で
消
極
的
な
方
法
を

あ
え
て
、
あ
る
い
は
意
識
し
な
い
ま
ま
に
採
用
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
う
し
た
点
に
つ
い

て
の
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

注(1
)

『
大
阪
毎

日
新
聞

(夕
刊
)
』
連
載
当
時

の
原
題
は
、
『
或

る
男
と
其
姉

の
死
』

で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
大
正

一
四
年

四
月
、
改
造
社
刊
行

の
短
編
集

『
雨

蛙
』
に
収
録
さ
れ
る
と
き
、
『
或
る
男
、
其
姉

の
死
』
と

い
う
現
行

の
タ
イ
ト
ル
に
改
め
ら
れ
た
。

(2
)

須
藤
松
雄

『
志
賀
直
哉

の
文
学
』

(桜
楓
社
、
昭

51

・
6
)
、

一
八
三
～

一
八
四
ペ
ー
ジ
。

(3
)

杉
山
雅
彦

「
『
或
る
男
、
其
姉

の
死
』
論
1

「
或
る
男
」
と

い
う
枠
組
1

」

(『
文
藝

と
批
評
』
第

7
巻
第

7
号
、
平

5

・
5
)
。



(
4
)

山

口
直
孝

「
志
賀

直
哉

『
或
る
男
、
其
姉

の
死
』

論

「
小
説
家
」

の
死
/

「
小
説
家
」

の
誕

生

」

(『
二
松
学
舎
大
学
論
集
』
第

四

一
号
、

平
10

・
3
)
。

(
5
)

伊
藤
佐
枝

「
志
賀
直
哉

『
或
る
男
、
其
姉

の
死
』

の

「姉
」

に

つ
い
て
」

(『
都
大
論
究
』

三
五
号
、
平

10

・
5
)
。

(6
)

網
野
菊
と

の
対
談

『
緑
蔭
閑
談
』

(『
日
本

の
文
学

志
賀
直
哉

(
一
)
』
付
録
、
中
央
公
論
社
、
昭
39

・
8
)

の
な
か
で
、
「
『
或
る
男
、
其
姉

の
死
』

の
姉
さ
ん
は

モ
デ

ル
で
も
…
…
」
と

い
う
網
野

の
質

問
に
対

し
て
、
志
賀
直
哉
は

「
あ
れ
は

モ
デ

ル
な
い
で
す
。

終
り

の
方
は
あ
れ
は
夢

を
見

た
、
そ

れ
を
書

い
た
ん

で
す
」
と
答

え
て
い
る
。
『
或
る
男
、
其
姉

の
死
』

の
な
か

で
、
死

の
床
に

つ
い
て

い
る

「
姉
」

が
汚

い
布

団
と
枕

に
替

え
て
欲
し

い
と

申
し
出
る
場
面
は
、
志
賀
が
実
際
に
見
た
夢

を
利
用
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
分
か

る
。

(7
)

(3
)

に
同
じ
。

※

志
賀

作
品
等
か
ら

の
引
用
は
、

し
た
。

す
べ
て
菊
版

『
志
賀
直
哉
全
集
』

(岩
波
書
店
)

に
拠

っ
た
。

た
だ
し
、

旧
漢
字

は
新
漢
字

に
改

め
、
ル
ビ
は
適

宜
省
略

(と
み
さ
わ

・
し
げ
み

政
治
経
済
学
部
専
任
講

師
)

志
賀
直
哉

『
或
る
男
、
其
姉

の
死
』
論
-

草
稿
類
と

の
比
較
を
通
し
て
ー

一

=

二


