
異
質
な
二
つ
の
語
り
と
子
供
の

〈
独
立
〉
の
内
実

島
崎
藤
村
『
嵐
』

論

李
　
　
　
志

〈
は
じ
め
〉

　
門
嵐
』
は
大
正
十
五
年
九
月
『
改
造
』
に
発
表
さ
れ
た
島
崎
藤
村
の
中

編
小
説
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
父
の
「
私
」
が
母
な
き
子
四
人
を
抱
え
、

奮
闘
す
る
日
常
生
活
の
如
実
な
記
録
で
あ
る
。
発
表
当
時
の
『
嵐
』
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

す
る
反
応
は
、
「
老
境
の
人
生
記
録
」
や
「
昨
今
云
ふ
処
の
心
境
的
小
説

　
　
｛
2
一

の
極
致
」
と
い
う
評
価
に
代
表
さ
れ
る
ご
と
く
、
作
家
藤
村
の
私
小
説
乃

至
心
境
小
説
と
し
て
読
む
の
が
一
般
的
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
作
晶
と
作

家
を
密
着
し
た
も
の
と
し
て
考
え
る
観
点
は
、
そ
れ
以
後
の
『
嵐
』
研
究

史
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
と
き
に
作
品
即
作
家
と
い
う
両
者
を
一
体

化
し
た
読
み
に
意
昆
を
異
に
す
る
見
解
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
『
嵐
』
と
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
3
一

村
と
の
特
殊
な
関
係
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
『
嵐
』
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
評
価
は
、
藤
村
作
晶
史

の
な
か
で
『
嵐
』
が
置
か
れ
て
い
る
位
置
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
も
の
で

も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
「
『
新
生
』
の
終
止
符
で
あ
る
と
と
も
に
、
『
夜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
↓

明
け
前
』
へ
の
出
発
を
す
る
契
機
」
の
ご
と
く
『
新
生
』
と
『
夜
明
け
前
』

と
の
架
橋
的
作
品
と
い
う
評
価
が
、
『
嵐
』
に
対
す
る
評
価
の
大
半
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
ヂ
」
の
よ
う
な
評
価
に
ほ
ぼ
批
評
の
一
致
を
見
て
い
る
先

行
研
究
は
、
〈
浄
化
〉
と
〈
父
〉
と
い
う
二
つ
の
キ
ー
ワ
i
ド
に
収
敏
さ

　
＾
5
一

れ
る
。
前
者
は
姪
と
の
イ
ン
セ
ス
ト
か
ら
派
生
し
た
藤
村
の
「
新
生
事
件
」

　
　
　
τ
一

の
〈
浄
化
〉
を
、
後
者
は
亡
く
な
っ
た
〈
父
〉
と
〈
父
〉
の
時
代
へ
の
回

想
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
、
〈
浄
化
〉
と
〈
父
〉
の
両
キ
i
ワ
ー
ド
は
因

果
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
過
去
の
く
浄
化
V
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
藤
村

の
〈
蘇
生
〉
・
〈
再
生
V
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
父
〉
と
そ
の
時
代
を

回
想
す
る
見
通
し
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
藤
村

と
い
う
作
家
の
個
人
史
と
彼
の
作
品
世
界
は
相
通
じ
る
も
の
、
共
嶋
し
合

う
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
際
、
藤
村
と
彼
の

作
晶
を
予
定
調
和
的
に
自
明
な
も
の
と
し
て
く
っ
つ
け
た
分
析
に
よ
っ

て
、
逆
に
屍
逃
さ
れ
た
作
晶
の
意
図
と
作
家
の
実
像
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
問
題
意
識
で
あ
る
。
『
嵐
』
の
場
合
、
『
新
生
』

か
ら
『
夜
明
け
前
』
に
辿
り
着
く
と
い
う
向
日
性
の
み
が
強
調
さ
れ
過
ぎ

た
た
め
、
そ
の
背
後
で
看
遇
さ
れ
て
し
ま
っ
た
『
嵐
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト

そ
の
も
の
の
分
析
の
不
充
分
が
、
甲
」
の
よ
う
な
問
題
を
露
呈
さ
せ
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
。

　
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
ま
ず
テ
ク
ス
ト
の
精
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密
な
読
み
を
試
み
る
。
そ
し
て
、
そ
の
読
み
に
よ
っ
て
作
晶
の
構
造
と
主

題
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
、
そ
の
結
果
物
の
検
討
を
と
お
し
て
作
品
と
作

家
と
の
関
連
の
蓋
然
健
を
考
え
る
と
い
う
考
察
の
手
順
を
踏
む
ア
」
と
に
す

る
。
つ
ま
り
、
『
嵐
』
は
藤
村
の
実
生
活
を
投
影
さ
せ
た
も
の
と
い
う
論

法
を
ひ
と
ま
ず
括
弧
に
入
れ
、
逆
に
テ
ク
ス
ト
の
構
造
の
中
か
ら
、
そ
れ

が
作
家
の
実
生
活
と
の
関
連
へ
と
開
か
れ
て
い
く
遣
筋
を
探
り
出
し
て
み

た
い
。
こ
の
よ
う
な
分
析
を
通
し
て
こ
そ
、
『
嵐
』
ひ
い
て
は
藤
村
の
作

晶
が
作
家
の
伝
記
的
事
実
か
ら
な
ぜ
切
り
離
せ
ら
れ
な
い
の
か
、
と
い
う

両
者
の
特
殊
な
関
係
性
が
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に

は
、
母
無
き
子
供
四
人
と
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
妻
亡
き
「
私
」
の

二
つ
の
異
質
な
語
り
を
分
析
す
る
こ
と
を
論
の
入
口
と
し
、
考
察
す
る
。

翼
質
な
二
つ
の
語
り

　
「
私
達
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
父
と
子
供
た
ち
が
新
し
い
家
に
移
ろ
う

と
す
る
心
を
お
こ
す
と
こ
ろ
か
ら
、
『
嵐
』
は
始
ま
る
。
そ
の
〈
引
っ
越

し
〉
と
い
う
事
件
を
媒
介
と
し
て
親
子
の
過
去
と
現
在
が
父
親
の
「
私
」

の
視
点
で
語
ら
れ
る
の
が
、
『
嵐
』
の
基
本
構
造
で
あ
る
。

　
引
っ
越
し
の
理
由
と
し
て
ま
ず
語
ら
れ
る
の
は
、
子
供
た
ち
の
成
長
に

よ
っ
て
「
狭
苦
し
」
く
な
っ
た
住
居
環
境
で
あ
る
。
父
の
「
私
」
は
二
階

の
二
部
屋
を
二
人
の
息
子
に
あ
て
が
い
、
娘
の
末
子
は
一
階
の
茶
の
間
の

片
隅
に
住
ま
せ
、
自
分
は
玄
関
側
の
四
畳
半
に
籠
も
っ
て
我
慢
し
て
き
た

が
、
そ
の
忍
耐
も
限
界
に
至
っ
た
と
し
て
語
ら
れ
る
。
子
供
た
ち
は
「
み

ん
な
大
き
く
な
つ
て
、
め
い
め
い
一
部
屋
づ
・
を
要
求
す
る
ほ
ど
一
人
前

に
近
い
心
持
を
抱
く
や
う
に
」
一
四
頁
一
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
数
年

前
か
ら
家
を
離
れ
て
田
舎
の
生
活
を
し
て
い
る
長
男
の
太
郎
を
抜
き
に
し

て
も
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
も
う
少
し
作
品

を
読
み
続
け
る
と
、
引
っ
越
し
の
理
由
が
住
居
環
境
の
問
題
だ
け
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。

実
に
些
細
な
一
」
と
か
ら
、
私
は
今
の
家
を
住
み
憂
く
思
ふ
や
う
に
な

つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
底
に
は
、
何
か
し
ら
自
分
で
も
動
か
ず
に

ゐ
ら
れ
な
い
心
の
要
求
に
迫
ら
れ
て
ゐ
た
。
七
年
住
ん
で
見
れ
ば
沢

山
だ
。
そ
ん
な
気
持
ち
か
ら
、
兎
角
心
も
落
ち
つ
か
な
か
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
玉
頁
一
一
傍
線
李
、
以
下
同
様
一

　
前
の
引
用
を
み
る
と
、
「
七
年
」
住
ん
で
き
た
今
の
家
を
「
住
み
憂
く
」

思
い
、
も
う
「
沢
山
だ
」
と
語
る
「
私
」
の
あ
る
心
境
が
す
ぐ
み
て
と
れ

る
。
「
動
か
ず
に
ゐ
ら
れ
な
い
心
の
要
求
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
が

そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
「
心
の
要
求
」
が
、
主
人
公
の
「
私
」
が
引
っ
越
し

を
試
み
る
も
う
一
つ
の
理
由
、
と
い
う
よ
り
一
番
の
動
因
で
あ
る
こ
と
を

引
用
文
か
ら
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
私
」
は
「
動
か

ず
に
ゐ
ら
れ
な
い
」
の
で
、
家
の
引
っ
越
し
と
い
う
形
で
〈
動
く
〉
の
を

試
み
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
「
心
の
要
求
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。

　
そ
の
一
つ
は
、
「
子
供
で
も
犬
き
く
な
つ
た
ら
」
一
一
四
頁
一
と
い
う
独

自
か
ら
み
て
と
れ
る
、
子
供
の
成
長
を
希
求
す
る
「
私
」
の
心
境
で
あ
る
。

子
供
た
ち
を
引
き
取
っ
て
男
手
一
つ
で
育
て
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の

「
私
」
は
、
好
き
だ
っ
た
旅
も
ま
と
も
に
で
き
な
い
ほ
ど
自
分
の
私
生
活

を
ほ
と
ん
ど
奪
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
「
自
由
」
一
一
四
頁
一
を
束
縛
さ

れ
自
分
を
家
の
中
に
埋
め
る
し
か
な
く
な
っ
た
「
私
」
は
、
そ
の
よ
う
な

一52一



自
分
の
境
遇
を
嘆
き
な
が
ら
子
供
の
成
長
「
そ
れ
ば
か
り
を
願
つ
て
」
（
一

四
頁
一
い
る
。
母
親
の
い
な
い
子
供
た
ち
を
育
て
る
過
程
で
払
わ
れ
た
犠

牲
と
そ
れ
に
よ
る
喪
失
感
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
、
「
私
」
は
一
日
で

も
早
く
子
供
た
ち
が
成
長
し
自
分
が
養
育
の
責
務
か
ら
逃
れ
る
日
を
待
望

し
て
い
る
。
作
晶
の
序
盤
部
に
最
も
顕
著
化
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う

な
「
私
」
の
心
境
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
語
の
進
行
に
と
も
な
っ
て
子
供

た
ち
の
成
長
の
み
を
願
っ
て
い
た
「
私
」
の
「
心
の
要
求
」
は
徐
々
に
変

わ
っ
て
い
く
。

　
時
間
の
流
れ
と
と
も
に
子
供
た
ち
は
当
然
成
長
し
て
い
く
。
彼
ら
の
身

体
は
大
き
く
な
り
、
精
神
も
成
熟
す
る
。
そ
し
て
、
身
体
も
精
神
も
ま
す

ま
す
成
長
し
常
に
「
新
し
い
も
の
」
を
求
め
る
子
供
た
ち
に
対
し
、
古
い

存
在
で
あ
る
白
分
一
人
だ
け
が
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と

い
う
不
安
心
理
を
「
私
」
は
段
々
抱
く
よ
う
に
な
る
。
「
心
の
要
求
」
の

も
う
一
つ
で
あ
る
こ
の
心
境
は
、
子
供
た
ち
の
成
長
に
比
例
し
て
自
覚
さ

せ
ら
れ
る
「
私
」
の
疎
外
感
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
子
供
の
成
長
を
願

う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
成
長
に
よ
る
疎
外
感
は
当
然
免
れ
な
い
。
ま
た
、

疎
外
感
を
昧
わ
い
た
く
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
切
実
に
子
供
の
成
長
を
願

う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
で
も
、
「
私
」
は
子
供
た
ち
の
成
長
を
希
求

し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
派
生
さ
れ
る
疎
外
感
を
受
け
入
れ
る
ア
」
と

が
で
き
な
い
。
受
け
入
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
疎
外
感
に
ま
す
ま
す
自
覚
的
に

な
り
、
そ
れ
で
「
さ
び
し
い
」
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
こ
の
疎
外
感
は

「
私
」
の
も
う
一
方
の
心
境
と
は
違
っ
て
、
『
嵐
』
の
な
か
で
け
っ
し
て

直
説
的
な
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
色
々
な
場
面
に
散

在
し
た
形
で
「
私
」
の
「
心
の
要
求
」
の
も
う
一
角
を
構
築
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
「
私
」
の
「
心
の
要
求
」
は
、
子
供
た
ち
の
成
長
へ
の
希
求

と
彼
ら
の
成
長
に
よ
る
疎
外
感
と
い
う
相
反
す
る
二
つ
の
心
境
の
不
安
定

な
共
存
の
形
を
成
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
一
」
の
よ
う
な
「
心
の
要
求
」
を
胸
中
に
抱
い
て
い
る
「
私
」
と
い
う
一

人
称
の
語
り
手
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
く
『
嵐
』
の
作
品
世
界
は
、
二
つ

の
異
質
な
語
り
の
交
叉
が
連
続
し
て
い
る
。

『
こ
㌧
の
家
に
は
飽
き
ち
や
つ
た
。
』

と
言
ひ
出
す
の
は
三
郎
だ
。

『
父
さ
ん
、
僕
と
三
ち
や
ん
と
二
人
で
行
つ
て
探
し
て
来
る
よ
。
好

い
家
が
あ
つ
た
ら
、
父
さ
ん
は
見
に
お
い
で
。
』

次
郎
は
次
郎
で
こ
ん
な
風
に
引
受
け
顔
に
言
つ
て
、
画
作
の
暇
さ
へ

あ
れ
ば
一
人
で
も
惜
家
を
探
し
に
掛
け
た
。
　
　
　
一
四
－
五
頁
一

　
引
用
し
た
場
面
に
登
場
す
る
人
物
は
次
郎
と
三
郎
、
そ
し
て
父
の
「
私
」

の
三
人
で
あ
る
。
三
郎
を
連
れ
て
借
家
探
し
に
出
掛
け
る
次
郎
の
言
葉
は

「
私
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
私
」
は
そ
の
言
葉
に
答
え
て

い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
出
て
く
る
の
は
、
出
掛
け
る
二
人
の
子
供
を
客
観

化
し
そ
の
場
面
を
淡
々
と
解
説
し
て
い
る
よ
う
な
「
私
」
の
語
り
で
あ
る
。

プ
」
の
引
用
で
、
「
私
」
は
自
ら
が
父
と
し
て
そ
の
場
面
の
構
成
員
で
あ
り

な
が
ら
も
、
一
定
の
距
離
を
お
い
て
そ
の
場
面
を
観
照
し
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
。
「
私
」
は
温
か
い
が
冷
静
な
視
線
で
子
供
た
ち
を
見
つ
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
場
面
の
「
私
」
の
語
り
の
特
徴
と
し
て
は
、
観
察
者
的
色
彩

が
強
い
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
語
り
は
続
か
な
い
。

次
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。
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世
は
さ
び
し
く
、
時
は
難
い
。
明
日
は
、
明
日
は
と
待
ち
暮
し
て
見

て
も
、
い
つ
ま
で
待
つ
て
も
そ
ん
な
明
日
が
や
つ
て
来
さ
う
も
な
い
。

眼
前
に
見
る
事
柄
か
ら
起
つ
て
来
る
多
く
の
失
望
と
幻
滅
の
感
じ
と

は
、
い
つ
で
も
私
の
心
を
子
供
に
向
け
さ
せ
た
。
　
　
　
（
一
五
頁
）

　
こ
の
引
用
に
お
い
て
「
私
」
の
語
り
は
そ
の
前
の
引
用
の
文
章
と
は
一

転
し
て
情
緒
的
に
な
る
。
語
り
の
傾
向
は
、
観
察
者
で
は
な
く
独
自
者
の

ほ
う
に
近
い
。
引
用
の
叙
述
に
表
れ
た
「
さ
び
し
い
」
と
い
う
形
容
語
は
、

独
白
者
「
私
」
の
心
境
を
語
る
象
徴
的
な
言
葉
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な

く
、
「
さ
び
し
い
」
の
は
「
世
」
で
は
な
く
「
私
」
で
あ
る
。
だ
が
、
「
私
」

が
「
さ
び
し
く
」
感
じ
る
直
接
的
な
理
由
は
具
体
的
な
言
葉
で
語
ら
れ
て

い
な
い
。
と
き
に
は
男
手
一
つ
で
子
供
た
ち
を
育
て
る
こ
と
の
苦
労
が
、

と
き
に
は
世
間
に
対
す
る
「
失
望
と
幻
滅
」
が
「
私
」
を
「
さ
び
し
く
」

さ
せ
る
理
由
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
け
っ
し
て
「
私
」
の
語
り
は
そ
れ
を

特
定
化
し
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
こ
の
独
自
者
的
語
り
に
お
い
て
「
私
」

が
よ
り
自
分
自
身
を
語
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
子
供

の
成
長
へ
の
希
求
と
彼
ら
の
成
長
に
よ
る
疎
外
感
と
い
う
相
反
す
る
二
つ

の
心
境
が
共
存
す
る
「
私
」
の
「
心
の
要
求
」
は
、
こ
の
よ
う
な
「
私
」

の
独
自
者
的
語
り
を
通
し
て
主
に
表
出
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
「
心
の

要
求
」
が
一
方
の
観
察
者
的
語
り
を
通
し
て
ま
っ
た
く
惨
み
出
て
こ
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
語
り
を
通
し
て
は
、
語
り
手
の
「
私
」
は

物
語
の
場
面
の
構
成
員
で
も
あ
る
語
ら
れ
る
「
私
」
を
あ
る
程
度
ま
で
客

観
化
し
、
そ
の
心
境
の
一
端
を
漂
わ
せ
る
場
合
は
あ
っ
て
も
、
語
り
の
レ

ベ
ル
は
そ
の
水
位
を
こ
え
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
語
る
「
私
」
と
語
ら

れ
る
「
私
」
と
の
間
に
は
一
定
の
距
離
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
独
自
者

的
語
り
に
お
い
て
は
、
「
私
」
の
心
境
の
真
率
な
吐
露
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

語
る
「
私
」
と
語
ら
れ
る
「
私
」
は
一
体
化
し
て
い
る
。

　
当
然
、
そ
れ
ぞ
れ
観
察
者
的
、
独
自
者
的
特
徴
を
も
つ
二
つ
の
語
り
は
、

「
私
」
の
視
点
に
即
し
た
語
り
手
そ
の
も
の
の
分
裂
に
よ
る
も
の
で
は
な

い
。
二
つ
の
異
質
な
語
り
は
、
相
互
並
列
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
重
層
的

な
構
造
を
成
し
て
い
る
と
言
え
る
。
『
嵐
』
の
物
語
は
一
」
の
よ
う
な
重
層

構
造
を
も
つ
二
つ
の
異
質
な
語
り
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、

「
私
」
が
引
っ
越
し
を
決
意
す
る
動
因
と
な
っ
た
「
心
の
要
求
」
が
充
足

さ
れ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
充
足
・
解
消
さ
れ
る
か
に
よ
っ

て
、
引
っ
越
し
の
決
意
か
ら
始
ま
っ
た
『
嵐
』
の
物
語
全
体
も
大
き
く
影

響
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
、
〈
父
〉

と
し
て
の
語
り

〈
伸
び
る
〉
子
供
／
〈
老
い
る
〉
父

　
『
嵐
』
の
描
写
の
空
間
は
、
ほ
と
ん
ど
家
の
中
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

「
私
」
は
そ
の
狭
い
空
間
に
自
分
白
身
を
閉
じ
込
め
て
一
と
本
人
は
思
い

込
ん
で
）
母
無
き
子
供
四
人
と
過
ご
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
「
私
」
の

忍
耐
と
孤
独
は
、
自
分
の
境
遇
を
楡
え
た
「
墓
地
」
一
玉
○
頁
一
と
い
う

一
」
と
ば
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
せ
め
て
楽
し
さ
を
味

わ
え
る
の
は
、
子
供
た
ち
と
過
ご
す
時
間
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し

て
『
嵐
』
で
は
、
父
の
「
私
」
と
子
供
た
ち
が
楽
し
ん
で
い
る
庭
の
風
景

の
場
面
一
二
七
－
二
九
頁
一
が
あ
る
。
庭
に
は
、
山
茶
花
、
薔
薇
、
乙
女

椿
な
ど
の
色
々
な
花
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
花
た
ち
は
蕾
が
膨
ら
ん

だ
り
、
新
し
い
芽
が
出
て
き
た
り
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
側
で
子
供
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た
ち
が
楽
し
く
遊
ん
で
い
る
。
一
」
の
場
面
に
お
い
て
、
〈
花
〉
は
紛
れ
も

な
く
日
々
成
長
し
て
い
く
〈
子
供
た
ち
〉
の
比
楡
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

花
を
父
が
植
え
た
よ
う
に
、
子
供
た
ち
の
成
長
の
陰
に
も
父
の
苦
労
と
犠

牲
が
あ
っ
た
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
こ
の
場
面
に
感
情
移
入
さ
れ
た
比

楡
の
意
図
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
比
楡
は
リ
フ
レ
イ
ン
さ
れ
る
。

め
づ
ら
し
く
心
持
の
好
い
日
が
私
に
は
続
く
や
う
に
な
つ
た
。
私
は

庭
に
向
い
た
部
屋
の
障
子
を
あ
け
て
、
兎
角
気
に
な
る
自
分
の
爪
を

切
つ
て
ゐ
た
。
（
中
略
）

『
ど
う
し
て
父
さ
ん
の
爪
は
斯
う
延
び
る
ん
だ
ら
う
。
ツ
」
な
ひ
だ
切

つ
た
ば
か
り
な
の
に
、
も
う
こ
ん
な
に
延
び
ち
や
つ
た
。
』

と
私
は
次
郎
に
言
つ
て
見
せ
た
。
貝
爪
と
い
ふ
や
つ
で
、
切
つ
て
も
、

切
つ
て
も
、
延
び
て
仕
方
が
な
い
。
一
」
ん
な
こ
と
は
ず
つ
と
以
前
に

は
私
も
気
付
か
な
か
つ
た
こ
と
だ
。
一
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ね

『
御
覧
、
お
前
達
が
み
ん
な
曙
る
も
ん
だ
か
ら
、
父
さ
ん
の
脛
は
こ

ん
な
に
細
く
な
つ
ち
や
つ
た
。
』

私
は
二
人
の
子
供
の
前
へ
自
分
の
足
を
投
げ
出
し
て
見
せ
た
。
病
気

以
来
肉
も
落
ち
痩
せ
、
ず
つ
と
以
前
に
は
信
州
の
山
の
上
か
ら
上
州

下
仁
田
ま
で
二
十
里
の
道
を
歩
い
た
こ
と
も
あ
る
脛
と
は
自
分
な
が

ら
思
は
れ
な
か
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
頁
一

　
前
述
し
た
庭
の
場
面
が
風
景
へ
の
感
情
移
入
に
よ
る
比
楡
で
あ
る
な
ら

ば
、
こ
の
引
用
の
場
面
は
比
楡
を
目
的
と
し
た
身
体
描
写
と
言
っ
た
ほ
う

が
適
切
だ
ろ
う
。
引
用
し
た
と
こ
ろ
は
、
「
私
」
が
自
分
の
爪
を
切
っ
て

い
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
爪
は
、
切
っ
て
も
、
切
っ
て
も
ま
た
延
び
て
く

る
「
貝
爪
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
以
前
に
は
私
も
気
付
か
な
か
つ
た
」

と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
私
」
は
こ
れ
ま
で
そ
の
「
貝
爪
」
を
意
識

し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
「
私
」
は
自
分
の
脛
が
目

立
つ
ほ
ど
細
く
な
っ
た
こ
と
に
気
付
く
よ
う
に
な
る
。
そ
の
上
、
脛
が
細

く
な
っ
た
の
は
子
供
た
ち
が
「
曙
る
」
か
ら
だ
と
、
「
私
」
は
彼
ら
に
言
っ

て
み
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
私
」
は
自
分
の
身
体
の
中
の
二
箇
所
に
視

点
を
集
中
さ
せ
て
い
る
。
「
爪
」
は
延
び
続
け
て
い
る
し
、
「
脛
」
は
痩
せ

て
細
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
、
延
び
続
け
る
「
爪
」
が
成
長
す
る

子
供
た
ち
を
、
細
く
な
っ
た
「
脛
」
が
老
い
て
ゆ
く
父
の
自
分
を
暗
示
し

て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
子
供
V
は
父
の
「
私
」
を
〈
曙

る
〉
こ
と
で
〈
伸
び
る
〉
こ
と
が
で
き
、
そ
の
か
た
わ
ら
で
〈
父
〉
の

「
私
」
は
〈
老
い
る
〉
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
や
が
て
は

〈
子
供
〉
は
「
爪
」
の
よ
う
に
〈
伸
び
〉
て
は
く
離
れ
V
て
い
く
も
の
、
と

い
う
認
識
が
こ
の
場
面
か
ら
は
見
て
と
れ
る
。
子
供
の
〈
成
長
〉
と
近
づ

い
て
く
る
彼
ら
の
〈
独
立
〉
の
背
後
に
取
り
残
さ
れ
た
も
の
と
し
て
老
い

て
ゆ
く
自
分
を
、
「
私
」
は
徐
々
に
見
つ
め
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
同
時
進
行
す
る
。
対
照
的
だ
が
同
一
物
の
裏
表
的

で
も
あ
る
二
つ
の
事
象
が
身
体
描
写
に
比
楡
化
さ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の

場
面
の
構
図
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
7
」
の
よ
う
な
子
供
の
〈
成
長
〉
対
父

の
く
老
い
V
と
い
う
構
図
は
、
『
嵐
』
の
随
所
で
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
父
の
「
私
」
は
父
と
子
の
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
変
化
〉
が
、
〈
成

長
〉
と
〈
老
い
〉
と
い
う
単
な
る
身
体
的
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と

に
も
気
付
か
さ
れ
て
い
く
。
次
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。

そ
の
時
に
な
つ
て
見
る
と
、
新
し
い
も
の
を
求
め
て
熱
狂
す
る
や
う
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な
三
郎
の
気
質
が
、
何
と
な
く
私
の
胸
に
纏
ま
つ
て
浮
ん
で
来
た
。

ど
う
し
て
も
こ
の
児
が
こ
ん
な
に
大
騒
ぎ
を
や
る
か
と
い
ふ
に
－
早

川
賢
に
し
て
も
、
木
下
繁
に
し
て
も
ー
彼
等
が
み
ん
な
新
し
い
人
で

あ
る
か
ら
で
あ
つ
た
。

『
父
さ
ん
は
知
ら
な
い
ん
だ
－
僕
等
の
時
代
の
こ
と
は
父
さ
ん
に
は

解
ら
な
い
ん
だ
。
』

訴
へ
る
や
う
な
ツ
」
の
児
の
眼
は
、
何
よ
り
も
雄
弁
に
そ
れ
を
語
つ

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
頁
一

　
親
子
が
一
緒
に
住
み
始
め
た
「
七
年
」
の
う
ち
に
、
子
供
た
ち
は
み
ん

な
変
わ
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
父
の
「
私
」
は
、
「
み
ん
な
の
変
つ
て
行

く
に
も
驚
く
」
一
一
九
頁
一
ば
か
り
で
、
自
分
は
そ
の
「
変
つ
て
行
く
」

こ
と
に
つ
い
て
い
け
な
い
。
子
供
た
ち
は
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
自
分

た
ち
を
囲
む
周
り
の
雰
囲
気
、
流
行
に
敏
感
に
な
っ
て
き
た
。
三
郎
は
、

震
災
後
の
慌
た
だ
し
い
情
勢
の
な
か
で
人
々
の
噂
と
さ
れ
た
社
会
運
動

　
　
　
　
一
7
）

家
、
「
早
川
賢
」
、
「
木
下
繁
」
の
名
前
を
よ
く
自
分
の
口
に
す
る
よ
う
に

な
る
。
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
、
「
ピ
カ
ソ
」
の
よ
う
な
最
新
流
行
の
西

洋
近
代
の
芸
術
家
に
傾
倒
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
関
心
が
次
か
ら
次
へ
と

変
わ
っ
て
く
る
。
末
子
も
同
じ
で
あ
る
。
女
の
子
ら
し
く
「
新
し
い
洋

服
」
を
ね
だ
っ
て
父
を
困
ら
せ
る
こ
と
が
、
一
度
や
二
度
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
そ
こ
で
始
め
て
、
「
私
」
は
、
子
供
た
ち
が
求
め
る
も
の
が
常
に
「
新

し
い
も
の
」
、
「
新
し
い
人
」
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
よ
う
に
な
る
。
〈
身

体
〉
の
〈
成
長
〉
に
伴
っ
て
、
子
供
た
ち
は
周
囲
の
物
事
に
対
す
る
果
て

し
な
い
興
昧
と
好
奇
心
で
大
人
へ
の
〈
成
熟
〉
の
遺
を
辿
っ
て
い
く
。
間

題
は
、
こ
の
よ
う
な
子
供
た
ち
の
〈
変
化
〉
を
目
の
前
に
す
る
父
の
心
境

が
、
た
だ
〈
驚
く
〉
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
に
あ
る
。
常
に

「
新
し
い
も
の
」
を
求
め
る
子
供
た
ち
の
畦
盛
な
好
奇
心
に
感
心
す
る

「
私
」
は
、
逆
に
彼
ら
と
は
違
う
く
旧
い
V
存
在
と
し
て
の
自
分
を
直
視

せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
ア
」
の
よ
う
に
「
私
」
が
成
長
し
た
子
供
た
ち
と
自
分
と
の
間
に
開
か
れ

た
間
隔
が
直
視
で
き
る
の
は
、
観
察
者
的
語
り
を
通
し
て
で
あ
る
。
前
述

し
た
通
り
、
観
察
者
的
語
り
に
お
い
て
語
り
手
の
「
私
」
は
、
子
供
た
ち
、

そ
し
て
語
ら
れ
る
「
私
」
か
ら
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
る
。
む
ろ
ん
、

子
供
た
ち
を
屍
つ
め
る
「
私
」
の
ま
な
ざ
し
に
は
愛
情
が
籠
も
っ
て
い
る

し
、
け
っ
し
て
傍
観
的
で
も
な
い
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
子
供
た
ち
と
自

分
を
見
つ
め
る
「
私
」
の
ま
な
ざ
し
は
冴
え
て
い
る
。
何
か
を
訴
え
る
よ

う
な
三
郎
の
眼
が
常
に
「
新
し
い
も
の
」
に
熱
狂
す
る
子
供
た
ち
の
成
長

の
反
映
で
あ
る
と
冷
静
に
語
ら
れ
て
い
る
の
も
、
「
私
」
が
観
察
者
の
視

点
に
即
し
て
そ
の
場
面
を
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
昧
で
、
語

り
手
の
「
私
」
が
観
察
者
的
語
り
を
施
す
と
き
、
「
私
」
は
母
親
を
亡
く

し
た
子
供
た
ち
を
男
手
一
つ
で
育
て
る
〈
父
親
〉
の
位
置
に
徹
し
て
い
る

と
言
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
私
」
は
子
供
た
ち
に
愛
情
を
注
ぎ
な
が

ら
も
、
ま
た
距
離
を
お
い
て
彼
ら
の
成
長
を
見
守
る
存
在
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
妻
を
亡
く
し
た
「
私
」
は
、
子
供
た
ち
の
父
親
で
あ
る
同
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
呂
一

母
親
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
観
察
者
的
語
り

は
、
他
で
も
な
く
子
供
た
ち
の
母
を
亡
く
し
た
〈
父
〉
と
し
て
の
語
り
な

の
で
あ
る
。

　
一
方
、
子
供
た
ち
の
成
長
に
よ
っ
て
、
「
私
」
の
「
心
の
要
求
」
の
一

つ
で
あ
っ
た
、
子
供
の
成
長
へ
の
希
求
の
感
情
は
当
然
充
足
さ
れ
て
い
く
。

そ
の
代
わ
り
に
残
存
し
、
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
は
、
子
供
の
成
長
に
よ
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る
父
で
あ
る
「
私
」
の
疎
外
感
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す

る
の
は
、
「
私
」
の
疎
外
感
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
決
し
て
子
供

た
ち
で
は
な
い
と
い
う
点
だ
。
子
供
た
ち
に
取
り
残
さ
れ
る
と
い
う
「
私
」

の
疎
外
感
が
ぶ
つ
け
ら
れ
て
い
く
先
は
、
他
で
も
な
く
亡
き
妻
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
「
私
」
は
自
分
の
伴
侶
の
不
在
と
い
う
現
実
を
よ
り
自
覚
さ

せ
ら
れ
、
「
さ
び
し
く
」
な
る
の
で
あ
る
。
「
私
」
の
語
り
が
父
と
し
て
の

断
層
的
な
語
り
に
と
ど
ま
ら
な
い
所
以
が
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

三
、

〈
夫
V
と
し
て
の
語
り

1
〈
亡
き
妻
〉
へ
の
訴
え

　
子
供
の
成
長
へ
の
希
求
と
彼
ら
の
成
長
に
よ
る
疎
外
感
と
い
う
相
矛
盾

し
た
二
つ
の
心
境
を
抱
い
て
い
た
「
私
」
の
「
心
の
要
求
」
は
、
子
供
た

ち
の
成
長
に
伴
っ
て
後
者
の
み
が
残
存
・
増
幅
し
た
形
と
な
る
こ
と
は
二

節
で
既
に
述
べ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
「
心
の
要
求
」
を
露
わ
に
す
る
『
嵐
』

の
独
自
者
的
語
り
は
、
観
察
者
的
語
り
に
比
べ
て
よ
り
色
彩
を
強
め
て
い

く
。　

観
察
者
的
語
り
の
と
き
と
は
一
転
し
て
情
緒
的
に
な
る
独
自
者
的
語
り

に
お
い
て
、
繰
り
返
し
使
わ
れ
る
こ
と
ば
は
「
さ
び
し
い
」
で
あ
る
。

「
私
」
は
自
分
の
身
の
回
り
を
振
り
返
っ
て
み
る
。
子
供
た
ち
に
は
、
〈
母
〉

代
わ
り
と
し
て
の
〈
父
〉
で
あ
る
自
分
が
い
る
。
む
ろ
ん
、
本
当
に
〈
母
〉

に
代
わ
る
と
い
う
ナ
」
と
は
だ
れ
に
も
不
可
能
だ
し
、
〈
父
V
も
〈
母
〉
の

代
役
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
他
に
も
助
力
者
た
ち
が
い
る
。
家
事
を
手

伝
っ
て
く
れ
る
婆
や
と
女
中
の
お
徳
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
彼
女
た
ち
は
、

子
供
た
ち
の
よ
い
理
解
者
で
あ
り
、
代
弁
者
で
も
あ
る
の
だ
。
太
郎
に
は

婆
や
が
、
次
郎
に
は
お
徳
が
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
末
子

も
、
お
徳
が
代
わ
っ
て
、
そ
の
変
わ
り
や
す
い
女
の
子
ら
し
い
繊
細
な
心

境
を
父
に
代
弁
し
て
く
れ
て
い
る
。
里
子
に
出
さ
れ
て
い
て
一
番
最
後
に

家
族
の
内
に
加
わ
っ
た
三
郎
さ
え
も
、
婆
や
と
お
徳
と
は
馴
染
み
に
く
い

そ
の
直
線
的
な
気
質
を
父
の
「
私
」
が
理
解
し
思
い
や
っ
て
い
る
。
だ
が
、

子
供
た
ち
と
は
違
っ
て
、
父
に
は
自
分
の
理
解
者
・
代
弁
者
が
い
な
い
。

子
供
の
母
代
わ
り
の
人
は
存
在
し
て
も
、
「
私
」
の
妻
代
わ
り
の
人
は
い

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
「
子
供
は
到
底
母
親
だ
け
の
も
の
か
」
（
一
八

頁
一
と
い
う
嘆
き
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
な
「
私
」
の
絶
望
感
は
、
他
で
も

な
く
父
親
の
自
分
が
い
く
ら
頑
張
っ
て
も
母
親
の
空
白
を
埋
め
る
ア
」
と
の

出
来
な
い
こ
と
か
ら
く
る
。
そ
れ
で
、
〈
妻
の
不
在
〉
と
い
う
現
実
は
一

層
如
実
に
父
の
「
私
」
に
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
心
境
は

「
さ
び
し
い
」
の
；
員
葉
に
つ
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
母
無
き
子
供
た
ち

の
た
め
努
め
て
き
た
父
の
「
私
」
が
子
供
の
〈
成
長
〉
に
つ
れ
て
白
覚
す

る
よ
う
に
な
る
の
は
、
妻
無
き
夫
と
し
て
の
自
分
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
で
は
、
観
察
者
的
語
り
が
く
父
V
と
し
て
の
語
り
な
ら
ば
、
も
う
一
方

の
独
自
者
的
語
り
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

長
い
こ
と
私
は
友
達
も
訪
ね
な
い
。
日
が
な
一
日
寂
婁
に
閉
さ
れ
る

思
ひ
を
し
て
部
屋
の
黄
色
い
壁
も
慰
み
の
一
つ
に
眺
め
暮
す
や
う
な

こ
と
は
、
私
に
取
つ
て
今
日
に
始
ま
つ
た
こ
と
で
も
な
い
。
母
親
の

な
い
幼
い
子
供
等
を
控
へ
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
、
三
年
も
た
つ
中

に
、
私
は
既
に
同
じ
思
ひ
に
行
き
詰
つ
て
し
ま
つ
た
。
　
　
（
ご
二
頁
一

引
用
の
文
章
か
ら
窺
え
る
「
私
」

の
日
常
は
、
ま
さ
に

　
　
亙
）

「
忍
従
的
」
で
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あ
る
。
そ
の
引
用
の
独
自
調
の
文
章
の
中
で
「
私
」
は
、
母
な
き
子
供
の

四
人
を
控
え
て
か
ら
自
分
の
生
活
が
い
か
に
寂
婁
で
孤
独
な
も
の
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
か
を
、
誰
か
の
相
手
に
訴
え
て
い
る
か
の
よ
う
な
感
じ
で

語
っ
て
い
る
。
「
私
」
に
お
い
て
こ
の
訴
え
を
聞
い
て
欲
し
い
相
手
は
、

ま
ず
は
亡
き
妻
で
あ
り
、
そ
し
て
次
に
は
読
者
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

「
私
」
の
心
境
を
代
弁
す
る
言
葉
「
寂
し
い
」
と
か
「
寂
翼
」
が
訴
え
て
い

る
の
は
、
次
の
二
点
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
そ
の
一
つ
は
、
亡
き
妻

へ
の
思
慕
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
「
私
」
が
再
婚
し
て
い
な
い

こ
と
の
証
明
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
言
い
換
え
れ
ば
、
亡
き
妻
を
思
慕
し

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
「
私
」
は
い
ま
だ
に
再
婚
し
よ
う
と
も
他
に
愛
人
を

つ
く
ろ
う
と
も
思
わ
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
代
わ
り
に
、
孤

独
に
耐
え
な
が
ら
ひ
た
す
ら
子
供
を
育
て
る
こ
と
に
励
ん
で
き
た
、
と
い

う
こ
と
を
「
私
」
は
亡
き
妻
と
読
者
に
向
か
っ
て
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
亡
き
妻
へ
の
一
番
の
〈
祈
り
〉
は
、
子
供
た
ち
を
立
派
に

育
て
る
こ
と
以
外
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
昧
で
、
「
私
」
の
独
自
者
的

語
り
は
、
他
で
も
な
く
亡
き
妻
に
対
す
る
〈
夫
〉
と
し
て
の
語
り
で
あ
る
。

　
一
」
の
よ
う
な
独
自
者
的
特
徴
を
も
つ
〈
夫
〉
と
し
て
の
語
り
と
観
察
者

的
傾
向
の
強
い
〈
父
〉
と
し
て
の
語
り
は
、
語
り
手
「
私
」
の
分
裂
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
二
つ
の
語
り
の
関
係
性
を
「
私
」
と

子
供
た
ち
と
の
関
係
の
側
面
か
ら
い
う
と
、
子
へ
の
愛
情
が
そ
の
ま
ま
亡

き
妻
へ
の
〈
祈
り
〉
に
な
る
と
い
う
揺
曳
の
構
造
と
い
っ
た
ほ
う
が
適
切

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
小
説
が
経
過
し
た
時
間
の
「
七
年
」
は
、

〈
父
〉
と
し
て
の
責
務
を
果
た
そ
う
と
す
る
「
私
」
が
孤
独
に
耐
え
な
が

ら
〈
夫
〉
と
し
て
の
自
分
を
抑
制
し
て
き
た
時
間
だ
と
言
え
る
。
そ
れ
は

ま
さ
に
「
私
」
の
心
理
的
時
間
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
七
年
住
ん

で
見
れ
ば
沢
山
だ
」
一
五
頁
一
と
い
う
思
い
の
末
に
引
っ
越
し
へ
の
決
意

を
起
こ
し
た
「
私
」
の
「
心
の
要
求
」
は
、
〈
夫
〉
と
し
て
の
「
私
」
の

心
境
が
よ
り
多
く
反
映
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
語
り
の
内
容
が
故
郷
の
「
四
方
木
屋
」
（
三
六
頁
一
の
語

に
移
っ
て
か
ら
は
、
「
私
」
の
「
心
の
要
求
」
が
込
め
て
あ
る
独
自
者
的

語
り
が
徐
々
に
弱
ま
っ
て
い
く
。
子
供
の
成
長
に
よ
っ
て
自
分
の
み
が
取

り
残
さ
れ
る
と
い
う
「
私
」
の
疎
外
感
・
不
安
感
を
醸
し
出
し
て
い
た
独

自
者
的
語
り
は
、
い
つ
の
間
に
か
楽
観
的
な
語
り
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
引
っ
越
し
の
話
が
突
然
姿
を
消
し
、
代
わ
り
に
出
て

く
る
の
は
次
郎
の
田
舎
行
き
の
話
題
と
な
る
。
当
初
、
引
っ
越
し
が
必
要

な
理
由
と
し
て
語
ら
れ
た
の
は
、
二
つ
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
子
供
の
成

長
に
よ
っ
て
狭
苦
し
く
な
っ
た
住
居
環
境
、
も
う
一
つ
は
「
私
」
の
「
何

か
し
ら
自
分
で
も
動
か
ず
に
ゐ
ら
れ
な
い
心
の
要
求
」
一
五
頁
一
だ
っ
た
。

次
郎
の
田
舎
行
き
が
実
現
す
れ
ば
前
者
の
要
因
に
目
途
が
立
つ
プ
」
と
は
理

解
で
き
る
。
で
は
、
後
者
で
あ
る
「
私
」
の
「
心
の
要
求
」
の
ほ
う
は
果

た
し
て
解
決
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
引
用
の
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

し
か
し
、
斯
う
い
ふ
旅
疲
れ
も
自
然
と
ぬ
け
て
行
つ
た
。
そ
し
て
、

そ
こ
か
ら
私
が
身
を
起
し
た
頃
に
は
、
過
ぐ
る
七
年
の
間
続
き
に
続

い
て
き
た
や
う
な
寂
し
い
嵐
の
跡
を
昆
直
さ
う
と
す
る
心
を
起
し

た
。
甲
」
ん
な
心
持
は
、
あ
の
太
郎
の
家
を
見
る
ま
で
は
私
に
起
ら
な

か
つ
た
こ
と
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
四
頁
）

引
用
文
は
、
故
郷
に
い
る
太
郎
の
た
め
に
造
っ
て
や
っ
た
「
四
方
木
屋
」
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を
訪
ね
た
後
の
「
私
」
の
心
境
が
表
れ
た
部
分
で
あ
る
。
そ
の
「
私
」
の

心
境
は
「
寂
し
い
嵐
の
跡
を
見
直
さ
う
と
す
る
心
」
と
い
う
一
」
と
ば
に
集

約
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
七
年
」
間
抱
い
て
き
た
「
私
」

の
「
心
の
要
求
」
が
充
た
さ
れ
る
瞬
間
の
到
来
を
意
昧
す
る
。
で
は
、
な

ぜ
「
四
方
木
屋
」
を
訪
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
」
の
「
心
の
要
求
」
が

解
消
さ
れ
る
の
か
。
「
四
方
木
屋
」
訪
問
を
通
し
て
「
私
」
が
確
認
し
た

の
は
、
長
男
太
郎
の
田
舎
で
の
生
活
が
安
定
し
始
め
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
次
男
次
郎
の
田
舎
行
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
；
q
で
言
え
ば
、
そ
れ
は

子
供
の
〈
独
立
〉
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
供
の
〈
成
長
〉
に
よ
る
疎
外
感

を
抱
い
て
い
た
「
私
」
の
「
心
の
要
求
」
が
、
子
供
の
く
独
立
V
に
よ
っ

て
さ
ら
に
増
幅
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
逆
に
解
消
さ
れ
る
の
か
。
そ

の
疑
問
を
解
く
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
「
私
」
の
「
心
の
要
求
」
が
妻
を

亡
く
し
た
〈
夫
〉
と
し
て
の
心
境
の
域
に
属
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〈
独
立
V
は
、
子
供
の
く
成
長
V
の
或
る
帰
結
点

を
意
昧
す
る
も
の
で
あ
り
、
親
と
し
て
の
子
供
に
対
す
る
最
小
限
の
責
任

が
果
た
さ
れ
る
地
点
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
私
」
に
と
っ
て
そ
れ

は
、
〈
父
〉
と
し
て
の
片
荷
が
下
り
る
思
い
以
上
に
、
亡
き
妻
に
対
す
る

〈
夫
〉
と
し
て
の
祈
り
が
一
段
落
す
る
と
い
う
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
る
。

子
供
の
〈
独
立
〉
に
よ
っ
て
妻
へ
の
祈
り
を
果
た
し
た
「
私
」
は
、
よ
う

や
く
他
の
誰
の
た
め
で
も
な
い
、
自
分
自
身
の
た
め
の
新
し
い
人
生
へ
の

一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
「
七
年
」

間
の
「
寂
し
い
嵐
の
跡
を
見
直
さ
う
と
す
る
心
」
は
そ
の
時
に
「
私
」
に

お
い
て
起
こ
さ
れ
、
自
ず
と
「
私
」
の
「
心
の
要
求
」
は
解
消
さ
れ
る
。

四
、
子
供
の

〈
独
立
〉
が
意
味
す
る
こ
と

　
次
郎
が
中
心
と
な
っ
た
子
供
た
ち
の
背
比
べ
の
シ
ー
ン
か
ら
幕
を
あ
げ

た
『
嵐
』
は
、
次
郎
が
田
舎
へ
旅
立
つ
場
面
を
最
後
に
幕
を
閉
じ
る
。
で

は
、
作
晶
の
大
団
円
を
告
げ
る
出
来
事
で
あ
る
子
供
の
〈
独
立
〉
が
、
家

督
の
継
承
者
で
あ
る
は
ず
の
太
郎
で
は
な
く
、
な
ぜ
次
郎
に
よ
っ
て
象
徴

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
は
、
物
語
の

な
か
で
の
次
郎
の
人
物
造
型
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
次
郎
は
、
ま
ず
作
晶
冒
頭
の
背
比
べ
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
、
背
が
「
家

中
で
、
一
番
高
い
」
子
供
と
し
て
語
ら
れ
る
。
「
毎
年
の
暮
に
、
郷
里
の

方
か
ら
年
取
り
に
上
京
し
て
、
そ
の
時
だ
け
私
達
と
一
緒
に
な
る
太
郎
」

よ
り
も
「
背
は
ず
つ
と
高
」
一
三
頁
一
い
の
が
次
郎
で
あ
る
。
そ
の
身
長

は
「
太
郎
と
同
じ
ほ
ど
の
高
さ
」
一
四
頁
一
の
父
の
「
私
」
を
も
超
え
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
子
供
た
ち
の
背
伸
び
の
確
認
を
通
し
て
彼
ら
の
〈
成

長
〉
を
語
ろ
う
と
す
る
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
特
に
次
郎
が
強
調
さ
れ
て

い
る
の
は
、
そ
の
以
後
の
彼
に
対
す
る
叙
述
と
密
接
に
連
動
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
続
い
て
、
次
郎
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
別
の
と
こ
ろ
を
見

よ
う
。

正
直
で
根
気
よ
く
て
、
眼
を
パ
チ
ク
リ
さ
せ
る
や
う
な
癖
の
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ぢ
い

こ
ろ
ま
で
、
何
と
な
く
太
郎
は
義
理
あ
る
祖
父
さ
ん
に
似
て
来
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
な
つ

そ
れ
に
比
べ
る
と
次
郎
は
、
私
の
甥
を
思
ひ
出
さ
せ
る
や
う
な
人
懐

こ
い
と
こ
ろ
と
気
象
の
鋭
さ
と
が
あ
つ
た
。
こ
の
弟
の
方
の
子
供
は
、

宿
屋
の
亭
主
で
も
誰
で
も
遣
り
こ
め
る
ほ
ど
の
理
屈
屋
だ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
頁
一
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引
用
文
で
は
、
次
郎
と
太
郎
「
二
人
の
子
供
の
性
質
の
相
違
」
一
七
頁
一

が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
私
の
甥
」
と
「
祖
父
」
に
例
え
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
な
か
で
、
次
郎
は
「
人
懐
こ
い
と
一
」
ろ
と
気
象
の
鋭
さ
」
が
「
私
の
甥
」

に
一
太
郎
は
「
正
直
で
根
気
よ
」
い
性
質
が
「
祖
父
」
に
似
て
い
る
と
さ

れ
る
。
こ
こ
で
「
祖
父
」
は
、
当
然
「
私
」
の
父
で
、
「
四
方
木
屋
」
を

訪
問
し
た
「
私
」
が
感
慨
に
ふ
け
っ
て
過
去
を
回
想
す
る
シ
ー
ン
を
通
し

て
作
晶
に
顔
を
出
し
て
い
る
。
で
は
、
直
系
家
族
で
も
な
い
「
私
の
甥
」

は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
、
な
ぜ
突
然
次
郎
が
想
い
出
さ
せ
る
人
物
と
し
て

『
嵐
』
の
な
か
に
登
場
し
て
く
る
の
か
。
さ
ら
に
、
作
晶
の
な
か
に
は
こ

の
引
用
の
一
箇
所
を
除
け
ば
、
他
に
「
甥
」
に
関
す
る
叙
述
が
ま
っ
た
く

な
い
。
そ
の
よ
う
な
理
由
で
、
こ
の
「
甥
」
と
い
う
人
物
を
探
る
た
め
に

は
、
仕
方
な
く
『
嵐
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
外
へ
足
を
踏
み
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
作
家
島
崎
藤
村
の
別
の
作
晶
群
を
も
視
野

に
入
れ
て
考
え
て
は
じ
め
て
、
そ
の
「
甥
」
の
人
物
像
は
明
ら
か
に
浮
か

び
上
が
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
藤
村
の
作
晶
群
を
念
頭
に
お
い
て
み

る
と
、
特
に
『
家
』
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
が
わ
か
る
。
そ
の
作
晶

に
お
い
て
「
甥
」
の
人
物
像
は
最
も
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
上
に
、
彼
は

『
嵐
』
の
「
私
」
に
当
た
る
主
人
公
の
岸
本
捨
吉
か
ら
最
も
信
頼
を
受
け

る
、
兄
弟
同
様
の
間
柄
の
人
物
と
し
て
登
場
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と

な
る
と
、
門
嵐
』
の
次
郎
は
単
に
そ
の
性
質
が
「
私
の
甥
」
に
似
て
い
る

だ
け
で
は
な
く
、
父
の
「
私
」
と
の
関
係
性
に
お
い
て
も
、
そ
の
「
甥
」

の
人
物
像
を
受
け
継
い
で
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
の
引

用
を
み
よ
う
。

次
郎
の
作
つ
た
画
を
前
に
置
い
て
、
私
は
自
分
の
内
に
深
く
突
き
入

つ
た
。
そ
サ
」
に
吾
が
子
を
見
た
。
何
と
な
く
次
郎
の
求
め
て
ゐ
る
や

う
な
素
朴
さ
は
、
私
自
身
の
求
め
て
ゐ
る
も
の
で
も
あ
る
。
最
後
か

ら
で
も
歩
い
て
行
か
う
と
し
て
ゐ
る
や
う
な
、
ゆ
つ
く
り
と
遅
い
次

郎
の
歩
み
は
、
私
自
身
の
踏
ま
う
と
し
て
ゐ
る
遺
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
三
頁
一

　
こ
の
引
用
を
み
る
と
、
次
郎
と
父
の
「
私
」
と
の
関
係
性
は
も
は
や
明

確
で
あ
る
。
次
郎
の
「
素
朴
さ
」
も
、
「
ゆ
っ
く
り
と
遅
い
」
歩
み
も
、

彼
の
「
画
」
も
、
そ
の
す
べ
て
が
「
私
」
も
「
求
め
て
」
い
る
も
の
だ
と

引
用
の
文
章
で
は
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
作
品
の
な
か
で
定
位
さ

れ
る
次
郎
の
位
置
は
、
単
に
子
息
の
中
で
最
も
「
私
」
に
似
て
い
る
子
供

と
い
う
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
彼
は
、
父
の
「
私
」
が
自
ら
を
投
影

さ
せ
て
い
る
、
〈
分
身
V
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

次
郎
を
中
心
と
す
る
子
供
た
ち
の
背
比
べ
の
シ
ー
ン
か
ら
始
ま
り
次
郎
の

巣
立
ち
を
通
し
て
幕
を
閉
じ
る
『
嵐
』
の
作
品
構
造
の
含
意
が
判
然
と
な

る
。
つ
ま
り
、
次
郎
が
巣
立
ち
す
る
『
嵐
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面

が
象
徴
す
る
の
は
、
〈
子
供
〉
の
〈
独
立
〉
の
み
で
は
な
い
。
子
供
た
ち

の
〈
独
立
〉
と
と
も
に
、
父
で
あ
る
「
私
」
の
新
し
い
出
発
を
も
暗
示
し

て
い
る
の
が
最
後
の
場
面
の
意
図
と
言
え
よ
う
。
子
供
の
「
独
立
」
に
よ
っ

て
果
た
さ
れ
る
「
私
」
の
新
し
い
出
発
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
〈
個
〉

と
し
て
の
「
私
」
の
新
し
い
人
生
の
到
来
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
母
無

き
子
供
た
ち
に
対
す
る
〈
父
〉
と
し
て
の
養
育
の
責
務
を
果
た
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
亡
き
妻
に
対
す
る
〈
夫
〉
と
し
て
の
〈
祈
り
〉
を
棒
げ
る
こ
と

を
完
遂
し
た
地
点
に
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
分
析
の
末
に
導
出
さ
れ
た
作
晶

に
内
在
し
た
含
意
を
考
え
る
な
ら
ば
、
作
晶
の
背
後
に
い
る
島
崎
藤
村
と

い
う
作
家
の
存
在
を
ど
う
し
て
も
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
と
い
う

の
は
、
『
嵐
』
の
発
表
を
前
後
し
た
時
期
に
お
け
る
藤
村
の
伝
記
的
事
実

が
と
て
も
微
妙
な
形
で
作
晶
と
連
動
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ

う
に
、
そ
も
そ
も
藤
村
は
自
分
の
伝
記
的
事
実
を
作
晶
の
主
な
素
材
と
す

る
私
小
説
作
家
の
特
徴
を
揃
え
た
作
家
で
は
あ
る
。
だ
が
、
『
嵐
』
は
、

『
春
』
以
後
書
か
れ
続
け
て
き
た
藤
村
の
私
小
説
的
作
品
群
に
お
い
て
、

最
も
藤
村
が
白
ら
の
伝
記
的
事
実
を
一
面
に
お
い
て
抑
圧
し
な
が
ら
書
い

た
小
説
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
嵐
』
に
は

欠
落
さ
れ
た
伝
記
的
要
素
が
見
つ
け
ら
れ
る
。
三
好
行
雄
は
い
ち
早
く
こ

の
点
に
注
目
し
て
い
る
。
三
好
は
「
「
嵐
」
に
は
三
人
の
女
性
を
拒
否
す

　
　
　
　
　
　
　
　
｛
1
0
一

る
一
つ
の
意
思
が
あ
る
」
と
い
い
、
そ
れ
が
「
計
算
さ
れ
た
巧
妙
な
欠
如
」

だ
と
指
摘
す
る
。
そ
の
三
人
の
女
性
と
は
、
藤
村
の
姪
の
島
崎
こ
ま
子
、

姉
の
高
瀬
そ
の
、
そ
し
て
後
に
藤
村
と
再
婚
す
る
一
」
と
に
な
る
加
藤
静
子

を
指
す
。
つ
ま
り
、
『
嵐
』
に
は
亡
き
妻
以
外
の
〈
女
性
〉
の
跡
は
ま
っ

た
く
消
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
小
説
の
「
私
」
が
「
牲
の
稀
薄
化

し
た
人
間
、
愛
欲
に
か
か
わ
る
描
写
の
す
べ
て
を
欠
落
し
た
人
間
像
」
と

し
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
指
摘
は
た
だ
し
い
。
し
か
し
、

三
好
の
論
は
『
嵐
』
か
ら
欠
落
し
て
い
る
も
の
は
見
出
し
て
い
て
も
、
そ

の
欠
落
の
意
味
を
現
実
の
藤
村
と
は
異
な
る
「
仮
構
さ
れ
た
私
」
像
創
り

と
い
う
認
識
に
と
ど
め
て
い
る
た
め
、
そ
ザ
」
か
ら
は
み
出
し
て
く
る
も
の

に
つ
い
て
の
認
識
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。

　
三
好
が
そ
の
欠
落
を
主
張
し
た
三
人
の
女
性
を
考
え
て
み
よ
う
。
藤
村

と
こ
ま
子
は
二
人
の
関
係
を
告
自
し
た
『
新
生
』
の
発
表
以
後
そ
の
関
係

が
途
絶
え
て
い
た
。
ま
た
、
姉
の
高
瀬
そ
の
は
大
正
九
年
に
亡
く
な
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
二
人
の
女
性
と
藤
村
と
の
関
係
は
過
去
形
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
人
だ
け
現
在
進
行
形
の
関
係
を
保
持
し
て
い
る
女
性
が
い
た
。

そ
れ
は
加
藤
静
子
で
あ
る
。
藤
村
が
加
藤
静
子
と
再
婚
し
た
の
は
、
『
嵐
』

の
発
表
二
年
後
の
昭
和
三
年
で
あ
る
。
し
か
し
、
藤
村
が
加
藤
静
子
に
結

婚
の
意
志
を
告
げ
た
の
は
、
そ
の
四
年
前
の
犬
正
十
三
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
四
年
ほ
ど
の
間
の
二
人
の
間
柄
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か

は
、
何
よ
り
も
藤
村
が
静
子
に
宛
て
た
数
百
通
の
手
紙
が
そ
れ
を
物
語
っ

　
　
　
｛
1
1
一

て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
間
、
藤
村
は
子
供
た
ち
の
成
長
と
独
立
を
描

い
た
一
連
の
〈
成
長
小
説
〉
を
一
年
お
き
に
次
々
と
発
表
す
る
。
『
嵐
』

発
表
の
前
年
で
あ
る
大
正
十
四
年
の
『
伸
び
支
度
』
、
十
五
年
の
『
嵐
』
、

そ
の
翌
年
の
昭
和
二
年
の
『
分
配
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
」
の
三
つ
の
作
品

に
描
か
れ
た
内
容
を
少
し
垣
問
昆
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
『
伸
び
支

度
』
は
子
供
の
〈
独
立
〉
の
最
低
限
の
必
要
条
件
で
あ
る
子
供
の
身
体
的

成
熟
、
『
嵐
』
は
親
子
の
別
居
と
い
う
空
間
的
意
味
の
く
独
立
V
、
『
分
配
』

は
〈
独
立
〉
に
必
要
な
経
済
力
を
子
供
に
持
た
せ
る
こ
と
が
作
品
の
主
な

内
容
と
な
る
。
一
」
の
よ
う
に
三
つ
の
作
品
を
考
え
併
せ
て
み
る
と
、
共
通

す
る
テ
ー
マ
が
、
子
供
の
親
離
れ
す
な
わ
ち
〈
独
立
〉
で
あ
る
プ
」
と
が
わ

　
＾
u
一か

る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
中
で
、
加
藤
静
子
の
影
は
全
く
見

あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
だ
と
言
っ
て
、
プ
ロ
ポ
ー
ズ
の
翌
年
か
ら
書
き

始
め
て
一
年
置
き
に
結
婚
の
前
年
ま
で
書
き
続
け
た
こ
れ
ら
の
作
品
の
創

作
意
図
が
、
純
然
た
る
子
供
た
ち
の
〈
独
立
〉
の
み
を
描
く
こ
と
に
あ
っ

た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
は
、
太
郎
で
は
な
く
次
郎
の
巣
立
ち
が
描
か

れ
た
『
嵐
』
の
問
題
を
も
う
一
度
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
太
郎
の
モ
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デ
ル
で
あ
る
島
崎
楠
雄
の
帰
農
が
あ
っ
た
の
が
大
正
十
一
年
、
そ
れ
に
対

し
次
郎
の
モ
デ
ル
で
あ
る
島
崎
鶏
二
が
田
舎
に
赴
い
た
の
は
大
正
十
五
年

五
月
だ
っ
た
。
楠
雄
の
帰
農
が
藤
村
の
再
婚
か
ら
六
年
も
前
で
あ
る
反
面
、

鶏
二
の
田
舎
行
き
は
そ
の
わ
ず
か
二
年
前
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ

で
、
『
嵐
』
に
お
い
て
太
郎
で
は
な
く
次
郎
の
巣
立
ち
が
描
か
れ
た
こ
と

に
は
、
単
に
子
供
た
ち
の
〈
独
立
〉
だ
け
で
は
な
く
、
「
私
」
の
モ
デ
ル

で
あ
る
藤
村
個
人
の
〈
新
し
い
出
発
〉
の
思
い
も
託
さ
れ
て
い
た
の
が
確

認
さ
れ
る
と
言
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
『
嵐
』
は
作
品
の
み
で
考
え
れ

ば
主
人
公
「
私
」
が
く
個
V
と
し
て
の
新
し
い
出
発
の
契
機
を
掴
め
る
主

題
と
な
っ
て
い
る
が
、
作
家
の
藤
村
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
作
品
そ
の
も

の
が
、
『
嵐
』
を
書
く
数
年
前
か
ら
自
分
の
く
個
V
と
し
て
の
〈
新
生
〉

を
周
到
綿
密
に
模
索
し
て
い
た
島
崎
藤
村
の
模
索
・
準
備
過
程
の
産
物
的

性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
藤
村
は
再
婚
に
向
け
て
加
藤

静
子
と
の
愛
を
育
ん
で
い
く
一
方
で
子
供
た
ち
の
〈
独
立
〉
を
準
備
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
子
供
た
ち
の
〈
親
離
れ
〉
を
通
し
て
自

分
の
〈
子
離
れ
〉
を
も
果
た
し
つ
つ
、
〈
父
V
で
は
な
い
〈
個
〉
と
し
て

新
し
い
人
生
を
設
計
す
る
「
私
」
ひ
い
て
は
藤
村
の
意
図
が
『
嵐
』
に
は

潜
ん
で
い
る
ξ
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
嵐
』
に
描
か
れ
た
禁
欲
的
な
〈
私
〉
像
と
モ
デ
ル
で

あ
る
藤
村
の
実
生
活
は
鮮
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
み
せ
て
い
る
。
そ
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
加
藤
静
子
を
含
め
「
私
」
を
囲
む
〈
女
性
〉
の
陰
が

作
晶
の
な
か
で
ま
っ
た
く
欠
落
し
て
い
る
か
ら
甲
」
そ
、
逆
説
的
に
よ
り
一

層
は
み
出
し
て
く
る
。
作
晶
の
意
図
と
は
裏
腹
に
そ
こ
か
ら
は
み
だ
し
て

く
る
の
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
昧
で
、
『
嵐
』
は
亡
き
妻

に
捧
げ
る
〈
祈
り
〉
の
物
語
で
あ
る
同
時
に
、
作
家
藤
村
の
〈
個
〉
と
し

て
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
濃
厚
に
潜
ん
で
い
る
作
品
で
も
あ
る
。
子
供
た
ち
の

〈
独
立
〉
の
主
題
に
隠
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
実
は
こ
の
よ
う
な
こ
と

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
む
す
び
〉

　
以
上
の
考
察
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
『
嵐
』
は
妻
を
亡
く
し
た
夫
の
「
私
」

が
亡
き
妻
に
捧
げ
る
く
祈
り
V
の
物
語
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
〈
祈
り
〉

の
終
結
を
意
昧
す
る
子
供
の
く
独
立
V
が
父
の
「
私
」
の
〈
個
〉
と
し
て

の
新
し
い
出
発
を
予
兆
す
る
物
語
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
私
」
は

そ
の
モ
デ
ル
で
あ
る
藤
村
と
必
然
的
に
重
な
っ
て
く
る
。
「
私
」
の
視
点

に
即
す
る
『
嵐
』
の
二
つ
の
異
質
な
語
り
が
絢
い
交
ぜ
ら
れ
て
収
鮫
さ
れ

る
と
こ
ろ
は
、
ま
さ
に
そ
こ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
読
め
る
以
上
、
一
部
伝
記
的
事
実
の
欠
落
と
い
う
形
で

「
私
」
の
〈
個
〉
の
意
識
が
小
説
の
な
か
で
ほ
と
ん
ど
影
を
隠
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
語
り
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
『
嵐
』
は
〈
肉
親
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
〉
と
〈
個
の
エ
ゴ
イ
ズ

ム
〉
が
混
在
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
父
と
子
が
向
き
合
っ
て
き
た
「
七

年
」
は
、
宙
吊
り
状
態
の
二
つ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
葛
藤
に
よ
っ
て
「
私
」

が
も
が
き
苦
し
ん
た
時
間
で
あ
っ
た
。
『
嵐
』
の
最
後
の
場
面
で
語
ら
れ

て
い
る
「
矛
盾
が
矛
盾
で
な
い
時
」
は
、
そ
の
葛
藤
が
解
消
し
、
両
考
が

両
立
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
の
到
来
を
意
味
す
る
暗
示
的
な
言
葉
と

言
え
る
。
そ
れ
は
藤
村
に
と
っ
て
は
、
加
藤
静
子
と
の
婚
約
が
近
づ
い
て

き
た
こ
と
の
意
味
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
『
嵐
』
は
、
藤
村
の
実
人
生

に
お
い
て
も
、
ま
た
作
晶
活
動
に
お
い
て
も
、
〈
晩
年
へ
の
布
石
〉
だ
っ
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た
の
で
あ
る
。

立三↓注
一
4
一

一
5
一

一
6
一

一
7
一

一
8
）

！0 9
正
宗
自
鳥
「
文
芸
時
評
」
一
『
中
央
公
論
』
大
正
一
五
年
一
〇
月
一

南
部
修
太
郎
「
九
月
の
創
作
」
（
『
読
売
新
聞
』
大
正
一
五
年
九
月
五
日
一

例
え
ば
、
三
好
行
雄
「
嵐
の
意
昧
－
青
山
半
蔵
の
成
立
」
一
文
学
史
の
会
編
『
論

集
文
学
史
』
第
一
輯
、
昭
和
三
七
年
三
月
一
は
、
こ
の
種
に
属
す
る
代
表
的
論
文

で
あ
る
。

伊
東
一
夫
繍
『
島
崎
藤
村
事
典
』
一
明
治
書
院
、
昭
和
五
七
年
四
月
一
の
一
七
頁
、

「
嵐
」
の
項
目
、
項
目
の
執
筆
担
当
者
は
和
田
謹
吾
。

『
嵐
』
の
藤
村
作
晶
史
的
評
価
に
つ
い
て
は
、
下
山
嬢
子
「
『
嵐
』
」
一
『
国
文
学
解

釈
と
鑑
賞
』
特
集
島
崎
藤
村
の
再
検
討
、
平
成
二
年
四
月
）
の
一
〇
六
－
一
〇
七

頁
に
詳
し
い
。

正
宗
白
鳥
が
、
前
掲
記
事
の
な
か
で
、
「
「
嵐
」
は
む
し
ろ
嵐
の
後
と
題
し
た
方
が

適
切
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
記
し
た
の
も
、
こ
の
門
新
生
』
と
『
嵐
』
の
相
関
性

を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。

和
田
謹
吾
『
島
崎
藤
村
』
（
翰
林
書
房
、
平
成
五
年
一
〇
月
一
の
一
一
八
頁
に
よ

れ
ば
、
「
早
川
賢
」
の
モ
デ
ル
は
犬
杉
栄
だ
と
い
う
。

『
嵐
』
で
は
、
「
餌
を
拾
ふ
雄
鶏
の
役
昌
と
、
羽
翅
を
ひ
ろ
げ
て
雛
を
隠
す
母
鶏
の

役
目
と
を
兼
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
や
う
な
私
」
一
九
頁
一
、
「
私
は
子
供
を

叱
る
父
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
へ
提
げ
出
る
母
を
兼
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
つ
た
」
一
ニ
ハ
頁
）
の
文
章
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
母
親
の
な
い
子
供
た
ち
の

前
で
〈
父
〉
と
〈
母
〉
の
両
役
割
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
私
」
の
心
労
が

鮮
囎
に
語
ら
れ
て
い
る
。

武
者
小
路
実
篤
「
藤
村
の
嵐
を
よ
む
」
〈
『
改
遺
』
、
犬
正
一
五
年
一
〇
月
一

三
好
行
雄
、
「
嵐
の
意
昧
－
青
山
半
蔵
の
成
立
」
一
文
学
史
の
会
編
『
論
集
文
学

史
』
第
一
輯
、
昭
和
三
七
年
三
月
一
、
後
に
『
島
崎
藤
村
論
』
一
筑
摩
書
房
、
昭
和

五
九
年
一
月
一
に
所
収
。
引
用
は
所
収
本
の
二
二
九
頁
か
ら
。
一
方
、
藤
村
が
欠

落
し
た
三
人
の
女
性
に
対
す
る
「
心
境
は
す
で
に
『
新
生
』
『
あ
る
女
の
生
涯
』

『
三
人
』
な
ど
に
描
い
て
い
た
」
一
伊
東
一
夫
編
、
前
掲
書
、
一
七
頁
一
の
で

　
　
　
『
嵐
』
に
お
け
る
彼
女
ら
の
欠
落
は
当
然
と
い
う
和
田
謹
吾
の
主
張
も
あ
る
が
、

　
　
少
な
く
と
も
『
嵐
』
の
な
か
で
は
三
人
の
女
性
が
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
三
好
の

　
　
見
解
は
間
違
い
で
は
な
い
。

一
1
1
一
藤
村
が
加
藤
静
子
に
宛
て
た
書
簡
の
内
容
は
、
門
藤
村
妻
へ
の
手
紙
』
一
島
崎
静
子

　
　
編
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
二
年
七
月
一
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
1
2
一
新
潮
杜
版
藤
村
文
庫
第
八
編
『
春
待
つ
宿
』
（
昭
和
；
年
二
月
一
第
一
都
の

　
　
な
か
に
『
嵐
』
、
『
伸
び
支
度
』
、
『
分
配
』
の
み
が
揃
っ
て
入
っ
て
い
る
編
集
意
図

　
　
か
ら
考
慮
し
て
も
、
一
」
の
三
つ
の
作
品
に
抱
い
た
藤
村
の
同
様
の
創
作
意
図
が
窺

　
　
え
る
と
言
え
る
。

※
付
記

　
　
本
稿
は
、
筑
波
大
学
国
語
国
文
学
会
平
成
十
二
年
度
大
会
一
平
成
十

　
二
年
九
月
三
〇
日
）
で
発
表
し
た
内
容
に
基
づ
い
て
書
い
た
も
の
で
あ

　
る
。
な
お
、
発
表
の
際
、
池
内
輝
雄
、
名
波
弘
彰
両
先
生
か
ら
貴
重
な

ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

（
イ
　
ジ
ヒ
ョ
ン

文
学
一

筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
　
文
芸
∴
言
語
研
究
科
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