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夏
⽬
漱
⽯
﹁
三
四
郎
﹂
と
﹁
注
意
﹂
の
⼼
理
学
︵
続
︶ 

―

⻘
年
男
⼥
の
情
緒
的
関
係―

 

⾺

場

美

佳

は
じ
め
に 

前
稿
で
︵
1
︶

は
︑明
治
期
⼼
理
学
に
登
場
し
た﹁
注
意
﹂と
い
う
概
念
に
注
⽬
し
︑

﹁
三
四
郎
﹂︵﹃
東
京
・
⼤
阪
朝
⽇
新
聞
﹄
⼀
九
〇
⼋
・
明
治
四
⼀
年
九
⽉̶

⼀

⼆
⽉
︶
の
七
章
ま
で
が
︑
視
点
⼈
物
で
あ
る
三
四
郎
の
⻘
年
意
識
の
成
⻑
と
︑

美
禰
⼦
の
登
場
に
よ
る
精
神
⽣
活
の
充
実
と
い
う
状
態
に
⾄
る
⼼
理
的
経
緯

を
描
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
︒ 

引
き
続
き
︑
明
治
期
⼼
理
学
の
作
品
読
解
へ
の
応
⽤
の
可
能
性
を
検
討
し
て

い
く
が
︑
本
続
稿
で
は
︑
ま
ず
︑﹁
注
意
﹂
作
⽤
が
形
成
に
深
く
関
与
す
る
﹁
情

緒
﹂
が
︑
三
四
郎
と
美
禰
⼦
の
関
係
の
発
展
の
起
点
と
な
る
⼋
章
を
詳
述
し
︑

そ
こ
か
ら
本
作
の
後
半
に
及
び
た
い
︒﹁
三
四
郎
﹂と
い
う
作
品
は
︑お
も
に
三

四
郎
︑
美
禰
⼦
︑
野
々
宮
の
関
係
に
つ
い
て
︑
基
本
的
に
誘
惑
や
嫉
妬
︑
性
を

含
む
恋
愛
と
い
う
コ
∞
ド
を
⽤
い
た
多
様
な
解
釈
が
検
討
さ
れ
て
き
た
︒
だ
が

本
稿
で
は
︑
そ
う
し
た
名
付
け
う
る
恋
愛
⼼
理
も
明
確
に
線
引
き
で
き
な
い
感

情
の
曖
昧
さ
も
︑
明
治
期
の
⼼
理
学
的
観
点
か
ら
み
た
⻘
年
男
⼥
の
﹁
情
緒
﹂

を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
本
作
の
志
向
に
由
来
す
る
と
考
え
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑

﹁
三
四
郎
﹂
の
本
⽂
に
お
い
て
﹁
情
緒
﹂
は
︑﹁
じ
Ã
う
ち
Ã
﹂
で
は
な
く
︑
慣

⽤
化
す
る
以
前
の
﹁
じ
Ã
う
し
Ã
﹂
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て

当
時
⼼
理
学
の
専
⾨
⽤
語
と
し
て
︑
新
た
な
役
割
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
ば
で
も

あ
¤
た
こ
と
を
予
め
付
記
し
て
お
き
た
い
︒ 

⼀
︑﹁
ヷ
イ
オ
リ
ン
の
⾳
﹂
と
﹁
三
四
郎
の
情
緒
﹂

―

⾥
⾒
家
応
接
間
に
お
け
る
情
緒
の
形
成 

﹁
三
四
郎
﹂
の
プ
ロ
·
ト
が
新
た
に
動
き
だ
す
の
は
︑
⼋
章
に
⼊
り
︑
作
中

時
間
の
⼀
⼀
⽉
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
︑
与
次
郎
の
借
⾦
問
題
が
起
き
た
あ

た
り
か
ら
で
あ
る
︒
⼀
⼀
⽉
の
は
じ
め
︑
野
々
宮
に
返
す
よ
う
に
と
広
⽥
か
ら

預
か
¤
た
⾦
を
︑
与
次
郎
が
⾺
券
に
し
て
し
ま
い
︑
そ
れ
か
ら
⼆
週
間
ほ
ど
経

¤
た
⼀
⼀
⽉
中
旬
頃
︑
困
¤
た
与
次
郎
は
三
四
郎
に
借
⾦
を
申
し
⼊
れ
︑
三
四

郎
は
⽉
末
に
⽀
払
う
は
ず
の
下
宿
代
を
貸
し
て
し
ま
う
︒
し
ば
ら
く
し
て
︑
三

四
郎
に
借
り
た
⾦
を
ど
う
に
か
す
る
た
め
に
︑
与
次
郎
は
美
禰
⼦
に
借
⾦
を
申

し
⼊
れ
る
︒
こ
の
と
き
与
次
郎
は
︑
困
¤
て
い
る
の
は
三
四
郎
だ
と
告
げ
て
し

ま
¤
た
た
め
︑
美
禰
⼦
は
当
⼈
が
来
れ
ば
貸
す
と
⾔
い
出
す
の
で
あ
る
︒
美
禰

⼦
の
元
に
同
居
し
て
い
る
よ
し
⼦
に
こ
の
⼀
件
が
知
ら
れ
︑
東
京
で
の
保
護
者

で
も
あ
る
野
々
宮
の
⽿
に
⼊
¤
て
は
や
¤
か
い
だ
と
⼼
配
す
る
三
四
郎
に
︑
与
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次
郎
は
︑﹁
な
に
午
少
し
過
ぎ
だ
か
ら
学
校
に
⾏
て
る
時
分
だ
︒そ
れ
に
応
接
間

だ
か
ら
居
た
つ
て
構
や
し
な
い
﹂︵
⼋
の
⼆
︶と
︑よ
し
⼦
の
留
守
中
に
応
接
間

で
交
渉
し
た
か
ら
⼤
丈
夫
だ
と
安
⼼
さ
せ
よ
う
と
す
る
︵
こ
の
情
報
は
︑
三
四

郎
の
⾥
⾒
家
訪
問
の
意
味
を
理
解
す
る
上
で
注
⽬
さ
れ
る
︶︒
三
四
郎
は
美
禰

⼦
に
⾦
を
借
り
る
こ
と
を
⾯
⽩
く
な
い
と
は
思
う
が
︑
⼀
⽅
で
与
次
郎
に
で
は

な
く
⾃
分
に
⾦
を
わ
た
す
と
⾔
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
﹁
⼰
惚
れ
﹂
て
み
た

り
︑
逆
に
﹁
愚
弄
﹂
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
悩
ん
だ
り
す
る
︒
語
り
⼿

は
︑
こ
の
﹁
⼰
惚
れ
﹂
を
美
禰
⼦
が
罰
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
な

ど
と
三
四
郎
は
夢
に
も
思
¤
て
い
な
い
の
だ
と
⾔
い
︑
三
四
郎
が
い
か
に
⾃
分

本
位
に
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い
か
と
⾟
辣
で
あ
る
︒
冬
に
向
か
¤
て
冷
え
込

む
季
節
が
や
¤
て
く
る
な
か
で
︑
三
四
郎
の
そ
う
い
¤
た
⾯
が
問
題
に
な
¤
て

い
く
こ
と
が
予
告
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒ 

美
禰
⼦
が
⾦
を
貸
し
て
く
れ
る
と
与
次
郎
が
伝
え
に
来
た
翌
⽇
︑
た
ま
た
ま

昼
か
ら
の
授
業
が
休
み
に
な
¤
た
か
ら
と
︑
さ
¤
そ
く
三
四
郎
は
⾥
⾒
家
に
赴

く
こ
と
に
す
る︵
⼋
の
五
︶︒美
禰
⼦
に
会
い
た
い
気
持
ち
や
︑⾦
を
早
く
調
達

し
た
い
と
い
う
焦
り
が
混
在
し
て
か
︑
昼
⾷
を
済
ま
せ
て
す
ぐ
に
出
向
い
て
い

る
の
だ
が
︑
こ
れ
は
与
次
郎
の
発
⾔
を
参
照
す
る
と
︑
よ
し
⼦
が
不
在
か
ど
う

か
判
断
し
に
く
い
時
間
帯
で
も
あ
る
こ
と
に
気
を
つ
け
て
お
き
た
い
︒ 

和
⾵
の
⾨
前
か
ら
⽞
関
︑
⻄
洋
室
の
応
接
間
へ
と
︑
⾥
⾒
家
の
中
に
⼊
る
ま

で
が
丁
寧
に
描
か
れ
る
が
︑
表
札
か
ら
屋
敷
の
主
⼈
で
あ
る
美
禰
⼦
の
兄
・
⾥

⾒
恭
介
の
こ
と
が
気
に
な
¤
た
り
︑
う
ま
れ
て
は
じ
め
て
﹁
妙
齢
の
⼥
﹂
の
家

を
訪
ね
た
こ
と
が
気
恥
ず
か
し
か
¤
た
り
と
︑
三
四
郎
が
や
や
緊
張
し
た
状
態

に
な
¤
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
そ
し
て
下
⼥
に
応
接
間
へ
と
通
さ
れ
た

三
四
郎
は
︑﹁
静
か
な
部
屋
の
中
に
座
を
占
め
﹂︑
次
の
よ
う
な
観
察
と
⾏
動
を

す
る
︒ 

 
正
⾯
に
壁
を
切
り
抜
い
た
⼩
さ
い
暖
爐
が
あ
る
︒
其
上
が
横
に
⻑
い
鏡
に

な
つ
て
ゐ
て
前
に
蝋
燭
⽴
が
⼆
本
あ
る
︒
三
四
郎
は
左
右
の
蝋
燭
⽴
の
真

中
に
⾃
分
の
顔
を
写
し
て
⾒
て
︑
⼜
坐
つ
た
︒︵
⼋
の
五
︶ 

⾥
⾒
家
は
和
洋
折
衷
建
築
と
い
え
︑﹃
室
内
装
飾
法
﹄︵
近
藤
正
⼀
著
︑
家
庭

百
科
全
書
第
⼆
六
編
︑
博
⽂
館
︑
⼀
九
〇
⼀
〇
・
明
治
四
三
年
︶
の
第
六
章
第

九
節﹁
暖
爐
上
の
装
飾
﹂を
参
照
し
て
み
る
と
︑﹁
近
時
流
⾏
す
る
和
洋
折
衷
の

建
築
﹂に
は
︑﹁
た
い
て
い
暖
爐
が
拵
つ
て
あ
る
か
ら
そ
の
装
飾
の
研
究
は
特
に

必
要
を
感
ず
る
﹂
と
し
て
︑
燭
台
を
は
じ
め
と
す
る
暖
爐
上
の
装
飾
に
つ
い
て

概
説
さ
れ
て
い
る
︒と
く
に
鏡
に
関
し
て
は
︑﹁
暖
爐
の
上
の
壁
に
は
通
常
鏡
を

掛
け
て
あ
る
や
う
だ
が
︑
そ
れ
と
て
も
決
し
て
⽇
本
の
床
の
間
に
掛
物
を
掛
く

る
の
主
旨
と
は
⼤
し
た
違
ひ
の
な
い
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
具
合
に
︑
床
の
間
の

掛
け
軸
と
同
等
の
装
飾
と
み
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
︒
た
し
か
に
﹁
三
四
郎
﹂

で
も
﹁
⼩
さ
い
暖
爐
﹂
と
あ
り
︑
実
⽤
的
と
い
う
よ
り
は
︑
そ
の
上
の
鏡
︑
暖

爐
左
右
の
蝋
燭
⽴
と
合
わ
せ
て
︑
当
時
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
洋
⾵
装
飾
の
要

素
が
強
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
︒
こ
の
暖
爐
の
上
の
横
⻑
の
鏡
の
前
で
︑
三
四

郎
は
﹁
左
右
の
蝋
燭
⽴
の
真
中
に
⾃
分
の
顔
を
写
し
て
⾒
て
︑
⼜
坐
つ
た
﹂
と

い
う
落
ち
着
か
な
い
⾏
動
を
と
¤
て
い
る
が
︑
こ
の
こ
と
か
ら
︑
⽴
ち
上
が
ら

な
け
れ
ば
顔
を
写
せ
な
い
︑
⾼
め
の
位
置
に
鏡
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る︵
こ
の
⾼
さ
が
後
の
美
禰
⼦
登
場
の
際
に
意
味
を
持
つ
︶︒お
そ
ら
く
姿
⾒

と
い
う
よ
り
は
採
光
や
部
屋
に
奥
⾏
き
を
与
え
る
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
が
︑
直
後
︑
三
四
郎
が
﹁
重
い
窓
掛
カ
$
テ
ン
の
懸
つ
て
ゐ
る
⻄
洋
室
で

あ
る
︒少
し
暗
い
︒﹂と
観
察
し
︑後
に
曇
り
の
⽇
だ
と
い
う
情
報
が
⽰
さ
れ
る

の
で
︑
こ
の
場
⾯
で
は
鏡
の
採
光
の
機
能
は
⼗
分
に
働
い
て
お
ら
ず
︑
昼
間
と
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は
い
え
︑
う
す
暗
い
状
態
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

こ
う
し
た
応
接
間
で
待
つ
間
の
三
四
郎
の
意
識
に
つ
い
て
︑
先
の
引
⽤
の
直

後
か
ら
み
て
い
き
た
い
︒ 

す
る
と
奥
の
⽅
で
ヷ
イ
オ
リ
ン
の
⾳
が
し
た
︒
そ
れ
が
何
処
か
ら
か
︑
⾵

が
持
つ
て
来
て
捨
て
て
⾏
つ
た
様
に
︑
す
ぐ
消
え
て
仕
舞
つ
た
︒
三
四
郎

は
惜
い
気
が
す
る
︒
厚
く
張
つ
た
椅
⼦
の
背
に
倚
り
か
か
つ
て
︑
も
う
少

し
遣
れ
ば
可
い
が
と
思
つ
て
⽿
を
澄
ま
し
て
ゐ
た
が
︑
⾳
は
夫
限
そ
れ
ぎ
り
で
已
ん

だ
︒
約
⼀
分
も
⽴
つ
う
ち
に
︑
三
四
郎
は
ヷ
イ
オ
リ
ン
の
事
を
忘
れ
た
︒

向
ふ
に
あ
る
鏡
と
蝋
燭
⽴
を
眺
め
て
ゐ
る
︒
妙
に
⻄
洋
の
臭
ひ
が
す
る
︒

そ
れ
か
ら
加
徒
⼒

カ
ゾ
リ
-
ク

の
連
想
が
あ
る
︒
何
故
加
徒
⼒
だ
か
三
四
郎
に
も
解
ら

な
い
︒
其
時
ヷ
イ
オ
リ
ン
が
⼜
鳴
つ
た
︒
今
度
は
⾼
い
⾳ね

と
低
い
⾳ね

が
⼆

三
度
急
に
続
い
て
響
い
た
︒
そ
れ
で
ぱ
つ
た
り
消
え
て
仕
舞
つ
た
︒
三
四

郎
は
全
く
⻄
洋
の
⾳
楽
を
知
ら
な
い
︒
然
し
今
の
⾳
は
︑
決
し
て
︑
纏
ま

つ
た
も
の
の
⼀
部
分
を
弾
い
た
と
は
受
け
取
れ
な
い
︒
た
だ
鳴
ら
し
た
丈

で
あ
る
︒
そ
の
無
作
法
に
た
だ
鳴
ら
し
た
所
が
︑
三
四
郎
の
情
緒
に
よ
く

合
つ
た
︒
不
意
に
天
か
ら
⼆
三
粒
落
ち
て
来
た
︑
出
鱈
⽬
の
雹
の
様
で
あ

る
︒︵
⼋
の
五
︶︵
傍
線
論
者
︑
以
下
同
︶ 

家
の
奥
か
ら
﹁
ヷ
イ
オ
リ
ン
の
⾳
﹂
が
響
き
︑
そ
れ
に
反
応
し
た
り
︑
時
間

が
経
過
し
て
別
の
こ
と
に
気
を
移
し
た
り
す
る
三
四
郎
の
様
⼦
が
描
か
れ
て

い
る
︒
注
意
の
あ
り
⽅
か
ら
み
て
み
る
と
︑
無
意
注
意
に
よ
¤
て
︑
聴
覚
と
視

覚
が
交
互
に
働
く
集
中
と
変
化
が
︵
2
︶

起
き
て
い
る
と
い
え
る
︒ま
ず
は
︑﹁
ヷ
イ
オ

リ
ン
の
⾳
﹂に
よ
¤
て
聴
覚
が
そ
こ
に
集
中
す
る
︒﹁
静
か
な
部
屋
の
中
﹂と
い

う
設
定
︑
さ
ら
に
は
屋
敷
の
﹁
奥
の
⽅
﹂
か
ら
聞
こ
え
た
と
あ
る
の
で
︑
極
端

に
⼤
き
な
⾳
で
は
な
い
も
の
の
︑
楽
器
の
⾳
と
い
う
個
性
的
な
⾳
⾊
ゆ
え
に
︑

聴
覚
が
鋭
く
と
ら
え
う
る
刺
激
で
あ
る
︒
刺
激
の
質
や
継
続
時
間
に
つ
い
て
も

﹁
⾵
が
持
つ
て
来
て
捨
て
て
⾏
つ
た
様
﹂
と
喩
え
ら
れ
る
こ
と
で
⽰
さ
れ
て
い

る
︒
そ
れ
は
﹁
厚
く
張
つ
た
椅
⼦
の
背
に
倚
り
か
か
つ
て
︑
も
う
少
し
遣
れ
ば

可
い
が
と
思
つ
て
⽿
を
澄
ま
し
て
ゐ
た
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
三
四
郎
の
緊
張
状

態
を
緩
ま
せ
る
︑
好
も
し
い
も
の
だ
¤
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
つ
ま
り
聴
覚
へ
の

感
覚
刺
激
に
よ
¤
て
感
応
し
︑
快
い
感
情
が
積
極
的
に
働
い
て
い
る
︒
そ
し
て

﹁
約
⼀
分
﹂
⽴
つ
頃
に
は
﹁
ヷ
イ
オ
リ
ン
の
⾳
﹂
の
こ
と
を
忘
れ
た
︑
と
い
う

注
意
の
変
化
の
状
態
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
︒
す
る
と
今
度
は
︑
聴
覚
と
⼊
れ

替
わ
り
に
視
覚
が
働
き
は
じ
め
︑
正
⾯
に
あ
¤
た
﹁
鏡
と
蝋
燭
⽴
﹂
に
三
四
郎

の
注
意
が
移
る
︒
こ
の
と
き
﹁
鏡
と
蝋
燭
⽴
﹂
に
対
し
﹁
妙
に
⻄
洋
の
臭
ひ
が

す
る
﹂
と
意
識
し
だ
し
︑
結
果
︑
三
四
郎
は
﹁
加
徒
⼒
﹂
を
﹁
連
想
﹂
す
る
と

あ
る
が
︑そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
︒と
こ
ろ
が
さ
ら
に
︑﹁
ヷ
イ
オ
リ

ン
が
⼜
鳴
つ
た
︒
今
度
は
⾼
い
⾳
と
低
い
⾳
が
⼆
三
度
急
に
続
い
て
響
い
た
﹂

と
︑
聴
覚
へ
の
感
覚
刺
激
が
新
た
に
加
わ
る
︒
こ
れ
に
よ
¤
て
再
び
聴
覚
に
注

意
が
集
中
し
︑⼀
度
⽬
の
⾳
と
の
違
い
に
つ
い
て
︑﹁
⻄
洋
の
⾳
楽
﹂の
イ
メ
∞

ジ
を
も
と
に
考
え
始
め
︑
メ
ロ
デ
f
に
な
る
前
の
﹁
た
だ
鳴
ら
し
た
丈
﹂
な
と

こ
ろ
が
﹁
情
緒
に
合
¤
た
﹂
と
い
う
︒ 

⼆
度
⽬
の
﹁
ヷ
イ
オ
リ
ン
の
⾳
﹂
の
あ
と
に
﹁
⻄
洋
の
⾳
楽
﹂
云
々
と
思
考

し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
︑
三
四
郎
⾃
⾝
は
⾃
覚
し
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い

る
が
︑
先
に
﹁
⻄
洋
の
臭
ひ
﹂
を
感
じ
さ
せ
︑﹁
加
徒
⼒
の
連
想
﹂
を
さ
せ
た
原

因
は
︑
⾳
⾃
体
が
消
え
︑
忘
れ
去
¤
た
あ
と
も
意
識
下
に
残
る
⼀
度
⽬
の
﹁
ヷ

イ
オ
リ
ン
の
⾳
﹂
で
あ
¤
て
︑
そ
れ
と
⽬
の
前
の
﹁
鏡
と
蝋
燭
⽴
﹂
と
が
知
的

な
観
念
連
合
が
⽣
じ
た
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ
る
︒
⻄
洋
と
カ
ト
リ
·
ク
を
セ
·

ト
で
イ
メ
∞
ジ
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
三
四
郎
が
上
京
の
途
次
︑
浜
松
で
美
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し
い
⻄
洋
⼈
を
⾒
か
け
た
際
︑
熊
本
の
宣
教
師
の
⼥
性
を
思
い
出
し
て
い
る
の

で︵
⼀
の
⼋
︶︑過
去
の
経
験
に
基
づ
き
︑繰
り
返
さ
れ
て
き
た
連
想
な
の
だ
と

思
わ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
結
末
近
く
に
な
¤
て
判
明
す
る
美
禰
⼦
の
会
堂
チ
1
$
チ

通
い
と

い
う
事
実
ま
で
含
め
て
し
ま
う
と
︑
こ
の
部
分
が
予
知
的
に
な
¤
て
し
ま
う
︒

﹁
何
故
加
徒
⼒
だ
か
三
四
郎
に
も
解
ら
な
い
﹂
と
無
⾃
覚
に
連
想
し
て
い
る
と

説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
︑こ
の
場
⾯
で
は
︑﹁
ヷ
イ
オ
リ
ン
の
⾳
﹂へ
の
注
意
を

契
機
と
し
て
︑﹁
三
四
郎
の
情
緒
﹂の
内
容
を
⽰
す
こ
と
が
⽬
指
さ
れ
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

情
緒―

こ
れ
も
⼼
理
学
を
論
じ
る
書
に
は
か
な
ら
ず
⽴
項
さ
れ
て
い
る
概

念
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒﹁
感
情
と
情
緒
﹂の
よ
う
に
範
疇
化
し
て
論
じ
ら
れ
る
場

合
も
多
く
︑
感
情
が
感
覚
に
伴
う
感
応
だ
と
す
れ
ば
︑
情
緒
は
知
性
に
伴
う
感

応
と
い
え
る
︒
漱
⽯
の
﹃
⽂
学
論
﹄︵
⼤
倉
書
店
︑
⼀
九
〇
七
・
明
治
四
〇
年
︶

で
も
理
論
の
中
核
を
担
う
概
念
で
あ
り
︑﹁
情
緒
は
⽂
学
の
試
⾦
⽯
に
し
て
︑始

に
し
て
終
な
り
﹂︵
第
三
章
︶と
重
視
す
る
も
の
で
あ
¤
た
︒論
に
先
⽴
ち
漱
⽯

は
﹁
⽂
学
的
内
容
﹂
の
﹁
形
式
﹂
を
︑︵F

＋f

︶
と
仮
説
的
に
公
式
化
し
︑
Ｆ
は

﹁
焦
点
的
印
象
⼜
は
観
念
﹂︑
ｆ
は
﹁F

に
附
着
す
る
情
緒
﹂
を
意
味
す
る
と
定

義
し
て
い
る
︒
そ
し
て
﹁
⽂
学
的
内
容
の
基
本
成
分
﹂︵
第
⼆
章
︶
の
﹁
分
類
﹂

で
は
︑﹁
感
覚
的
要
素
﹂︵
五
感
等
︶
と
﹁
情
緒
的
精
神
状
態
﹂︵
恐
怖
や
同
情
な

ど
の
単
純
情
緒
︑
道
徳
や
宗
教
感
情
な
ど
の
複
雑
情
緒
︶
を
概
説
す
る
︒
前
者

の﹁
聴
覚
﹂の
項
に
は﹁
時
に
は
単
に
聴
覚︵
現
存
原
稿
に
は﹁
⾳
の
感
覚
﹂
︵
3
︶

︶

の
み
を
以
て
⽴
派
な
る
⽂
学
を
構
成
し
得
べ
し
と
信
ず
る
こ
と
あ
り
﹂
と
持
論

を
記
し
て
い
る
が
︑﹁
ヷ
イ
オ
リ
ン
の
⾳
﹂は
Ｆ
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
か
︒⼀
度

⽬
の
﹁
⾳
﹂
で
は
快
の
単
純
な
情
緒
か
ら
の
連
想
が
︑
⼆
度
⽬
の
﹁
⾳
﹂
で
は

よ
り
複
雑
な
情
緒
が
形
成
さ
れ
て
お
り
︑
た
だ
そ
の
内
実
は
明
快
に
名
付
け
て

説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
く
︑
あ
る
い
は
命
名
以
前
の
情
緒
に
も
み
え
る
の
だ
︒

﹃
⽂
学
論
﹄に
お
い
て
も
︑︵F +f

︶は
数
に
お
い
て
増
加
す
る
た
め
︑﹁
情
緒
的

精
神
状
態
﹂の
複
雑
化
︑さ
ら
に
は
そ
の
変
化
す
る
性
質
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒ 

こ
の
情
緒
の
形
成
過
程
に
注
意
が
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑

ヴ
ン
ト
に
学
ん
だ
ア
メ
リ
カ
の
⼼
理
学
者
エ
ド
ワ
∞
ド
・
テ
f
チ
≤
ナ
∞
の
⼼

理
学
概
説
書
﹃A prim

er of psychology

﹄︵
⼀
⼋
九
⼋
年
︶
を
訳
し
た
元
良

勇
次
郎
閲
・
⽯
幡
伊
三
郎
訳
補
﹃
⼼
理
学
通
論
﹄︵
同
⽂
館
︑
⼀
九
〇
七
・
明
治

四
〇
年
︶
の
第
⼋
章
第
五
九
節
﹁
情
緒
は
如
何
に
し
て
形
成
せ
ら
る
る
か
﹂
の

記
述
に
よ
¤
て
︑
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒ 

吾
⼈
の
情
緒
は
多
少
突
然
に
現
は
れ
来
る
︒
知
覚
及
び
観
念
の
流
れ
が
平

⽇
通
常
の
⽔
平
を
⾛
る
間
に
︑
突
然
吾
⼈
は
或
る
事
情
に
⾄
り
︑
注
意
を

向
け
ざ
る
を
得
ざ
る
出
来
事
に
相
対
⽴
す
る
を
⾒
る
︒
此
の
不
意
の
変
化

は
次
の
⼆
事
を
喚
起
す
︒ 

︵
⼀
︶
事
情
或
は
出
来
事
は
⾃
然
的
に
知
覚
を
起
し
︑
此
の
知
覚
は
⼜
知

覚
の
常
と
し
て
観
念
に
由
つ
て
補
充
せ
ら
る
︒
且
つ
吾
⼈
は
此
際
受
動
的

注
意
の
状
態
に
陥
り
た
る
を
以
て
︑
此
の
複
雑
な
る
同
化
は
強
く
且
つ
活

溌
に
吾
⼈
に
感
応!!せ
ら
る
!
!
!︑
感
応
は
則
受
動
的
注
意
の
⼀
⾯
た
り
︒ 

︵
⼆
︶
吾
⼈
は
或
る
⾝
体
的
態
度
を
以
て
出
来
事
に
対
す
︒
即
ち
今
述
べ

た
る
⾝
体
的
混
乱
は
進
⾏
し
つ
つ
あ
り
︑
⽽
し
て
根
本
的
感
情
は
其
⾃
⾝

に
て
既
に
充
分
強
し
と
雖
︑
更
に
内
部
機
関
よ
り
の
感
覚
に
由
て
︑
種
々

の
⽅
法
に
て
加
勢
せ
ら
る
︒
情
緒
は
複
雑
な
る
感
情
と
有
機
的
感
覚
の
完

き
融
合
に
由
て
︑
始
め
て
其
の
極
度
に
達
し
︑
此
の
点
を
通
過
せ
ば
︑
情

緒
は
消
失
す
る
か
︵
憤
怒
が
静
ま
る
が
の
如
し
︶
或
は
其
の
反
対
情
緒
に

変
ず
る
か︵
⼼
配
が
安
堵
に
変
ず
る
が
如
し
︶︒或
は
前
よ
り
は
強
烈
な
ら
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ざ
る
も
︑
⼀
層
⻑
く
継
続
す
る
情
式
に
沈
降
す
る
か
な
り
︵
喜
悦
が
恒
久

の
愉
快
と
な
る
が
如
し
︶︒︵
傍
点
原
⽂
︶ 

末
尾
の
﹁
情
式
﹂
が
特
異
な
訳
語
だ
が
︑
原
書
で
はm

ood

と
あ
り
︑
通
例

で
は
気
分
と
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
︵
4
︶

た
め
し
に
こ
の
⼼
理
学
説
に
そ

く
し
て
先
の
三
四
郎
の
状
況
を
説
明
し
て
み
れ
ば
︑
⾥
⾒
家
の
応
接
間
に
て

﹁
ヷ
イ
オ
リ
ン
の
⾳
﹂
が
聴
こ
え
て
く
る
と
い
う
﹁
出
来
事
︵
原event

︶﹂
が

⽣
じ
︑
そ
れ
が
三
四
郎
に
﹁
知
覚
︵
原perception

︶﹂
を
与
え
︑
そ
こ
か
ら
進

ん
で
﹁
鏡
と
蝋
燭
⽴
﹂
を
︑
三
四
郎
が
所
持
し
て
い
る
﹁
観
念
︵
原idea

︶﹂︑

こ
こ
で
は﹁
⻄
洋
﹂に
よ
¤
て
補
充
し
︑﹁
加
徒
⼒
の
連
想
﹂に
⾄
る
ほ
ど
の﹁
複

雑
な
る
同
化︵
原assim

ilation

︶﹂︵
同
化
と
は
新
し
い
観
念
を
得
る
の
に
も
と

も
と
所
持
す
る
観
念
が
作
⽤
す
る
こ
と
︶
を
強
く
感
じ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

こ
れ
は
﹁
受
動
的
注
意
︵
原passive atte ntion
︶﹂︑
つ
ま
り
無
意
注
意
が
働

い
た
せ
い
で
あ
る
︒そ
し
て
三
四
郎
の﹁
⾝
体
的
態
度(
原bodily attitude)

﹂︑

す
な
わ
ち
椅
⼦
に
座
る
姿
勢
は
く
つ
ろ
い
だ
も
の
に
変
じ
て
い
る
︒
⼆
度
⽬
の

﹁
ヷ
イ
オ
リ
ン
の
⾳
﹂が
聞
こ
え
る
こ
と
で
︑再
び
無
意
注
意
が
働
き
︑﹁
複
雑

な
る
同
化
﹂
が
さ
ら
に
⽣
じ
︑﹁
無
作
法
に
た
だ
鳴
ら
し
た
﹂﹁
不
意
に
天
か
ら

⼆
三
粒
落
ち
て
来
た
出
鱈
⽬
の
雹
の
様
﹂と
喩
え
ら
れ
る﹁
情
緒︵
原em

otion

︶﹂

を
形
成
し
︑こ
れ
が﹁
三
四
郎
の
情
緒
﹂の
内
容
と
合
¤
て
い
る
の
だ
と
い
う
︒

た
だ
そ
れ
は
激
し
い
情
緒
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
ゆ
え
に
︑﹁
⻑
く
継
続

す
る
情
式
︵
原m
ood

︶﹂︑
つ
ま
り
気
分
と
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
︒ 

先
に
記
し
た
よ
う
に
︑
三
四
郎
が
⾥
⾒
家
を
訪
問
し
た
の
は
︑
よ
し
⼦
が
不

在
か
ど
う
か
の
判
断
が
難
し
い
時
間
帯
で
あ
る
︒
し
か
も
こ
の
場
⾯
で
は
︑
語

り
⼿
も
三
四
郎
も
美
禰
⼦
も
ま
¤
た
く
よ
し
⼦
に
⾔
及
す
る
こ
と
は
な
く
︑
実

は
﹁
ヷ
イ
オ
リ
ン
の
⾳
﹂
の
主
は
︑
美
禰
⼦
か
よ
し
⼦
か
判
然
と
し
な
い
描
き

⽅
に
な
¤
て
い
る
︒
︵
5
︶

だ
が
こ
れ
は
︑﹁
ヷ
イ
オ
リ
ン
の
⾳
﹂の
発
⽣
元
を
問
題
に

し
て
い
な
い
書
き
ぶ
り
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
明
治
期
の
⼼
理
学
に
お
い

て
情
緒
の
形
成
に
影
響
を
与
え
る
も
の
を
情
調
と
い
い
︑
そ
れ
は
調
べ
と
い
う

⾳
楽
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
∞
に
よ
¤
て
説
明
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
は
な
に
よ
り
個
⼈
を

超
え
て
︑
⼈
間
集
団
や
社
会
︑
時
代
と
い
¤
た
同
じ
時
空
に
お
い
て
共
有
さ
れ

る
情
緒
を
形
成
す
る
も
の
で
も
あ
¤
た
︒
︵
6
︶

﹁
三
四
郎
﹂
に
情
調
と
い
う
⾔
葉
は

登
場
し
な
い
が︵
次
作
の﹁
そ
れ
か
ら
﹂に
は
⾒
出
せ
る
︶︑﹁
三
四
郎
の
情
緒
﹂

が
︑
単
に
屋
敷
の
﹁
奥
の
⽅
﹂
か
ら
聴
こ
え
る
楽
器
の
⾳
と
し
て
表
現
さ
れ
た

の
は
︑
三
四
郎
の
い
る
空
間
の
情
調
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
︒
つ
ま

り
︑こ
の
場
⾯
で
重
要
な
の
は
︑﹁
ヷ
イ
オ
リ
ン
の
⾳
﹂に
よ
る
情
調
に
よ
¤
て

⾥
⾒
家
応
接
間
の
情
緒
が
形
成
さ
れ
︑そ
れ
に
よ
¤
て﹁
三
四
郎
の
情
緒
﹂︑す

な
わ
ち
漱
⽯
﹃
⽂
学
論
﹄
の
い
う
﹁
情
緒
的
精
神
状
態
﹂
が
説
明
さ
れ
る
こ
と

な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
天
か
ら
バ
ラ
バ
ラ
と
﹁
出
鱈
⽬
﹂
に
落
ち
て

き
た
⼆
︑
三
の
氷
の
粒―

﹁
雹
﹂
に
喩
え
ら
れ
る
よ
う
な
情
緒
︵
あ
る
い
は

気
分
︶
︵
7
︶

で
あ
¤
て
︑
こ
の
無
邪
気
な
﹁
無
作
法
﹂
さ
が
︑
こ
の
後
の
三
四
郎
と

美
禰
⼦
の
会
話
や
態
度
︑
⾏
動
に
影
響
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
︒ 

 

⼆
︑﹁
無
作
法
﹂
な
⼆
⼈ 

̶

﹁
出
鱈
⽬
の
雹
の
様
﹂な
⻘
年
男
⼥
の
情
緒
的
関
係 

 

三
四
郎
が
い
か
に
﹁
ヷ
イ
オ
リ
ン
の
⾳
﹂
が
も
た
ら
し
た
⾥
⾒
家
応
接
間
の

情
緒
に
覆
わ
れ
て
い
た
か
は
︑
美
禰
⼦
が
や
¤
て
き
た
気
配
に
気
づ
か
ず
︑
次
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の
よ
う
な
禁
⽰
︵
あ
る
感
覚
に
意
識
が
集
中
し
て
い
る
場
合
︑
別
の
感
覚
の
機

能
は
低
下
す
る
と
い
う
注
意
の
性
質
︶
︵
8
︶

状
態
に
な
¤
て
い
た
こ
と
か
ら
う
か

が
え
る
︒ 

 
 
三
四
郎
が
半
ば
感
覚
を
失
つ
た
眼
を
鏡
の
中
に
移
す
と
︑
鏡
の
中
に
美
禰

⼦
が
何
時
の
間
に
か
⽴
つ
て
ゐ
る
︒
下
⼥
が
閉
て
た
と
思
つ
た
⼾
が
開
い

て
ゐ
る
︒
⼾
の
後
に
掛
け
て
あ
る
幕
を
⽚
⼿
で
押
し
分
け
た
美
禰
⼦
の
胸

か
ら
上
が
明
か
に
写
つ
て
ゐ
る
︒
美
禰
⼦
は
鏡
の
中
で
三
四
郎
を
⾒
た
︒

三
四
郎
は
鏡
の
中
の
美
禰
⼦
を
⾒
た
︒
美
禰
⼦
は
に
こ
り
と
笑
つ
た
︒ 

︵
⼋
の
五
︶ 

三
四
郎
が
﹁
半
ば
感
覚
を
失
つ
た
眼
﹂
を
し
て
い
る
の
は
︑
応
接
間
で
の
情

緒
に
強
く
感
応
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
え
︑
そ
れ
ま
で
聴
覚
に
意
識
が
集
中
し

て
い
た
余
波
で
も
あ
り
︑
禁
⽰
状
態
と
な
¤
て
い
た
ほ
か
の
感
覚
︑
と
く
に
視

覚
が
回
復
す
る
過
程
に
あ
る
こ
と
を
⽰
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
先
の
三
四
郎
が

⽴
¤
た
状
態
で
鏡
に
顔
を
写
し
た
⾏
動
を
思
い
合
わ
せ
れ
ば
︑
座
¤
て
い
る
三

四
郎
に
は
鏡
を
⾒
上
げ
る
こ
と
で
美
禰
⼦
の
﹁
胸
か
ら
上
﹂
が
⾒
え
る
︒
⼀
⽅

の
美
禰
⼦
は
︑
⽴
¤
て
い
る
⽬
線
か
ら
鏡
を
⾒
て
お
り
︑
そ
こ
に
三
四
郎
の
座

¤
て
い
る
正
⾯
が
写
¤
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
い
わ
ゆ
る
飾
り
暖
爐
と
鏡
な

ら
で
は
の
構
図
と
い
え
る
︒
本
来
︑
顔
が
写
る
は
ず
の
な
い
⾼
い
位
置
に
あ
る

鏡
に
︑
あ
た
か
も
三
四
郎
の
虚
像
の
よ
う
に
美
禰
⼦
が
写
る
︒
美
禰
⼦
も
ま
た

三
四
郎
の
虚
像
を
⾒
る
︒
こ
の
⼆
⼈
の
鏡
像
の
⼊
れ
替
わ
り
︑
あ
る
い
は
交
換

が
意
味
す
る
も
の
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
︒ 

こ
の
引
⽤
部
分
を
﹁﹃
三
四
郎
﹄
の
中
で
は
最
も
エ
ロ
ス
的
な
場
⾯
で
あ
ろ

う
﹂
と
し
て
︑
ジ
,
·
ク
・
ラ
カ
ン
の
﹁
鏡
像
段
階
﹂
を
援
⽤
し
解
釈
し
た
⽯

原
千
秋
の
論
が
︵
9
︶

あ
る
︒
鏡
の
中
で
︑
三
四
郎
は
美
禰
⼦
の
虚
像
し
か
⾒
え
ず
︑

⼀
⽅
の
美
禰
⼦
は
三
四
郎
の
実
像
を
も
同
時
に
⾒
て
い
る
と
い
う
構
図
か
ら
︑

本
作
が
﹁
三
四
郎
が
︿
他
者
﹀
に
結
ぶ
⾔
葉
を
獲
得
す
る
物
語
﹂
な
の
だ
と
す

る
︒
だ
が
︑﹁
鏡
の
中
で
﹂
と
あ
る
か
ら
に
は
︑
美
禰
⼦
も
ま
た
三
四
郎
の
虚
像

を
⾒
て
い
る
こ
と
の
⽅
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
⽯
原
が
︑
こ
の
鏡
の

場
⾯
の
﹁
半
ば
感
覚
を
失
つ
た
眼
﹂
を
︑
冒
頭
で
⽬
覚
め
た
三
四
郎
の
あ
り
⽅

の﹁
変
奏
﹂と
み
て
い
る
の
は
炯
眼
だ
が
︑類
似
ゆ
え
に
違
い
も
ま
た
際
⽴
つ
︒

三
四
郎
の
意
識
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
︑
汽
⾞
の
⼥
と
は
ま
¤
た
く
会
話

が
で
き
ず
︑
思
考
ど
こ
ろ
か
情
緒
の
共
有
さ
え
も
が
不
可
能
だ
¤
た
が
︑
美
禰

⼦
と
は
不
思
議
と
張
り
合
う
よ
う
な
︑
対
等
な
会
話
を
す
る
展
開
に
な
¤
て
い

る
︒
こ
の
違
い
を
も
た
ら
し
た
の
が
︑
鏡
の
場
⾯
の
直
前
に
描
か
れ
た
﹁
三
四

郎
の
情
緒
﹂
だ
と
す
れ
ば
︑
鏡
の
中
で
︑
三
四
郎
が
美
禰
⼦
と
な
り
︑
美
禰
⼦

が
三
四
郎
と
な
る
鏡
像
の
交
換
は
︑
⼆
⼈
の
情
緒
が
共
有
さ
れ
た
こ
と
を
暗
⽰

し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
︒と
い
う
の
は
︑以
降
︑﹁
出
鱈
⽬
の
雹
﹂

と
喩
え
ら
れ
た
情
緒
︵
あ
る
い
は
気
分
︶
を
⼆
⼈
が
共
有
し
て
い
る
よ
う
な
︑

﹁
無
作
法
﹂
な
関
係
に
な
¤
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒ 

応
接
間
に
登
場
し
た
美
禰
⼦
は
︑
ま
さ
に
﹁
礼
を
す
る
に
は
及
ば
な
い
位
に

親
し
い
態
度
﹂
で
︑﹁
と
う
と
う
い
ら
し
つ
た
﹂
と
⾔
い
︑
そ
の
調
⼦
が
三
四
郎

を
喜
ば
せ
て
い
る
︒
鏡
を
背
に
座
に
つ
い
た
美
禰
⼦
は
︑
あ
た
か
も
三
四
郎
が

⾒
た
虚
像
が
鏡
の
中
か
ら
現
れ
出
た
よ
う
で
あ
る
︒
美
禰
⼦
は
︑
無
⾔
で
三
四

郎
を
⾒
守
り
︑そ
れ
ゆ
え
に﹁
男
は
寧
ろ
⽢
い
苦
し
み
を
感
じ
る
﹂﹁
凝じ
3

と
し
て

⾒
ら
る
る
に
堪
へ
な
い
⼼
が
起
﹂
こ
る
ほ
ど
で
あ
¤
た
︒
そ
し
て
﹁
光
る
絹
を

着
て
﹂
い
る
美
禰
⼦
が
﹁
例
の
⽩
い
⻭
を
露
し
た
﹂
瞬
間
︑
三
四
郎
の
視
線
は

美
禰
⼦
の
背
後
に
移
る
︒
こ
れ
は
︑
美
禰
⼦
か
ら
の
視
線
の
圧
迫
へ
の
反
動
で

あ
り
︑
⽬
を
そ
ら
す
こ
と
で
平
常
を
保
と
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
た
だ
興
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味
深
い
こ
と
に
︑
三
四
郎
は
こ
の
と
き
︑
美
禰
⼦
の
背
後
に
あ
る
蝋
燭
⽴
に
異

様
な
注
意
⼒
を
発
揮
し
て
お
り
︑﹁
⾦
で
細
⼯
し
た
妙
な
形
の
台
で
あ
る
︒是
を

蝋
燭
⽴
と
⾒
た
の
は
三
四
郎
の
臆
断
で
︑
実
は
何
だ
か
分
ら
な
い
︒
此
不
可
思

議
の
蝋
燭
⽴
の
後
に
明
ら
か
な
鏡
が
あ
る
﹂︵
⼋
の
六
︶と
︑蝋
燭
⽴
が
蝋
燭
⽴

に
⾒
え
な
く
な
る
と
い
う
⼀
種
の
ゲ
シ
R
タ
ル
ト
崩
壊
の
よ
う
な
状
態
に
陥

¤
て
し
ま
う
︒
思
う
に
こ
れ
も
ま
た
注
意
作
⽤
の
問
題
で
︑
背
後
の
装
飾
へ
の

強
す
ぎ
る
注
意
⼒
は
︑
美
禰
⼦
へ
の
強
い
関
⼼
を
代
⾏
す
る
も
の
で
あ
る
と
同

時
に
︑
対
等
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
識
の
表
れ
な
の
で
は
な
い
か
︒
と
は
い
え
︑

蝋
燭
⽴
の
観
察
の
直
後
︑﹁
光
線
は
厚
い
窓
掛
に
遮
ら
れ
て
︑充
分
に
這
⼊
ら
な

い
︒其
上
天
気
は
曇
つ
て
ゐ
る
︒三
四
郎
は
此
間
に
美
禰
⼦
の
⽩
い
⻭
を
⾒
た
﹂

と
い
う
よ
う
に
︑
部
屋
の
う
す
暗
さ
の
な
か
に
浮
き
⽴
つ
よ
う
な
﹁
⽩
い
⻭
﹂

が
︑
三
四
郎
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
︑
情
緒
の
共
有
は
︑
基
本
的
に
は
美
禰
⼦

が
優
位
に
あ
る
関
係
だ
と
予
想
さ
れ
る
︒ 

美
禰
⼦
の
余
裕
の
あ
る
親
し
げ
な
態
度
の
理
由
は
︑
こ
れ
か
ら
三
四
郎
に
⾦

を
貸
す
と
い
う
⾏
為
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
が
︑
も
と
も
と
⾥
⾒

家
応
接
間
と
い
う
⻄
洋
的
な
空
間
は
︑﹁
出
鱈
⽬
の
雹
の
様
﹂な
情
緒
︑気
分
が

⽣
成
し
た
場
で
あ
る
︒
こ
の
家
の
住
⼈
で
あ
る
美
禰
⼦
と
そ
れ
を
共
有
し
た
三

四
郎
は
︑
勘
違
い
を
含
む
︑
我
の
張
り
合
い
の
よ
う
な
﹁
無
作
法
﹂
な
会
話
を

展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒ 

と
い
う
の
は
︑
そ
も
そ
も
与
次
郎
が
︑
⾦
を
⾺
券
に
し
て
困
¤
て
い
る
の
は

三
四
郎
だ
と
︑
美
禰
⼦
に
嘘
を
つ
い
て
い
た
こ
と
が
発
端
に
あ
¤
た
︒
美
禰
⼦

は
三
四
郎
が
説
明
し
よ
う
と
す
る
た
び
に
︑﹁
左
う
で
せ
う
︒―

夫
で
⼊
ら
し
つ

た
の
﹂と
︑す
べ
て
を
わ
か
¤
た
気
で
お
り
︑﹁
曇
り
ま
し
た
ね
︒寒
い
で
せ
う
︑

⼾
外
は
﹂
と
天
気
で
話
を
そ
ら
し
︑
じ
れ
た
三
四
郎
が
﹁
実
は
佐
々
⽊
が
⾦
を

…

﹂
と
そ
れ
で
も
事
情
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
も
﹁
分
つ
て
る
の
﹂
と
話
を
中

断
さ
せ
て
し
ま
う
︒
挙
げ
句
の
果
て
に
⾺
券
を
買
¤
た
の
が
三
四
郎
だ
と
勘
違

い
し
た
ま
ま
︑
三
四
郎
に
﹁
⾺
券
で
中
る
の
は
︑
⼈
の
⼼
を
中
る
よ
り
六
づ
か

し
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
︒
あ
な
た
は
索
引
の
附
い
て
ゐ
る
⼈
の
⼼
さ
へ
中
て

⾒
様
と
な
さ
ら
な
い
呑
気
な
⽅
だ
の
に
﹂
と
︑
相
⼿
を
掌
中
に
収
め
る
よ
う
な

説
教
ま
で
始
め
て
し
ま
う
︒
三
四
郎
か
ら
す
れ
ば
︑
説
明
を
聞
こ
う
と
し
な
い

⼀
⽅
的
な
態
度
を
美
禰
⼦
が
と
¤
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
︒
美
禰
⼦
か
ら
す
れ

ば
︑
⾦
を
貸
す
の
に
事
情
は
き
か
な
い
と
い
う
︑
与
次
郎
の
⾔
う
﹁
年
の
⾏
か

な
い
癖
に
姉
さ
ん
じ
み
た
事
を
す
る
の
が
好
き
な
性
質
た
ち

﹂︵
⼋
の
⼆
︶を
思
わ
せ

る
態
度
に
出
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒ 

だ
が
結
局
︑
⾦
を
⾺
券
に
し
た
の
は
与
次
郎
だ
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
︑
⼆

⼈
で
笑
¤
て
ご
ま
か
し
て
⾒
て
も
︑
美
禰
⼦
は
三
四
郎
が
与
次
郎
に
⾦
を
貸
し

た
事
情
を
素
直
に
聞
く
こ
と
は
な
い
の
で
︑
な
ら
ば
三
四
郎
で
は
な
く
⾦
が
必

要
な
の
は
与
次
郎
で
は
な
い
か
と
今
度
は
単
純
に
理
解
し
︑﹁
⾺
⿅
⾺
⿅
し
い
﹂

と
発
⾔
す
る
︒
そ
し
て
三
四
郎
が
﹁
要
る
事
は
僕
が
要
る
の
で
す
﹂
と
⾔
い
出

す
も
の
の
︑
美
禰
⼦
が
﹁
本
当
に
？
﹂﹁
だ
¤
て
そ
れ
じ
t
可
笑
い
わ
ね
﹂
と
ま

た
も
や
話
が
理
解
で
き
な
い
た
め
に
︑
結
局
⾦
の
貸
し
借
り
を
め
ぐ
る
感
情
的

で
不
穏
な
対
⽴
が
続
く
こ
と
に
な
る
︒ 

﹁
だ
か
ら
借
り
な
く
つ
て
も
可
い
ん
で
す
﹂ 

﹁
何
故
︒
御
厭
な
の
？
﹂ 

﹁
厭
ぢ
や
な
い
が
︑
御
兄
さ
ん
に
黙
つ
て
︑
あ
な
た
か
ら
借
り
ち
や
︑
好

く
な
い
か
ら
で
す
﹂ 

﹁
何
う
い
ふ
訳
で
？
 
で
も
兄
は
承
知
し
て
ゐ
る
ん
で
す
も
の
﹂ 

﹁
左
う
で
す
か
︒
ぢ
や
借
り
て
も
好
い
︒―

然
し
借
り
な
い
で
も
好
い
︒
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家
へ
さ
う
云
つ
て
遣
り
さ
へ
す
れ
ば
︑
⼀
週
間
位
す
る
と
来
ま
す
か
ら
﹂ 

﹁
御
迷
惑
な
ら
︑
強
ひ
て…

﹂ 
美
禰
⼦
は
急
に
冷
淡
に
な
つ
た
︒︵
⼋
の
六
︶ 

た
し
か
に
三
四
郎
は
美
禰
⼦
の
兄
に
無
断
で
借
り
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
気
に
し
て
い
た
の
だ
が
︑
こ
だ
わ
り
は
も
は
や
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
こ
と
は
︑

借
り
て
も
借
り
な
く
て
も
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
︑
こ
の
会
話
に
あ
る
よ
う
な
︑

な
げ
や
り
で﹁
無
作
法
﹂な
態
度
を
美
禰
⼦
に
と
¤
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
険
悪
な
雰
囲
気
の
ま
ま
⾥
⾒
家
か
ら
共
に
外
に
出
よ
う
と
す
る

と
き
︑
美
禰
⼦
は
三
四
郎
の
⽿
元
に
⼝
を
寄
せ
﹁
怒
つ
て
⼊
ら
つ
し
や
る
の
﹂

と
さ
さ
や
き
︑
馴
れ
馴
れ
し
い
﹁
無
作
法
﹂
さ
で
問
い
か
け
る
︒
︵
10
︶

す
ぐ
に
和
解

し
な
い
ま
ま
歩
き
出
す
も
の
の
︑
三
四
郎
は
美
禰
⼦
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
お

り
︑意
識
の
上
で
は
美
禰
⼦
を﹁
我
儘
﹂だ
な
ど
と
相
対
化
し
よ
う
と
し
て
も
︑

﹁
⼀
所
に
歩
い
て
ゐ
る
⼆
⼈
は
︑
⼀
所
に
歩
い
て
ゐ
な
が
ら
︑
相
⼿
が
何
処
へ

⾏
く
の
だ
か
︑
全
く
知
ら
な
い
︒
今
迄
に
横
町
を
三
つ
許
曲
つ
た
︒
曲
る
た
び

に
︑
⼆
⼈
の
⾜
は
申
し
合
せ
た
様
に
無
⾔
の
儘
同
じ
⽅
⾓
へ
曲
つ
た
﹂
と
︑
そ

の
⾏
動
は
不
思
議
な
⼀
致
を
み
せ
る
︒
こ
れ
も
ま
た
情
緒
を
共
有
し
た
関
係
ゆ

え
と
思
わ
れ
る
が
︑
結
局
美
禰
⼦
が
再
び
﹁
⽩
い
⻭
﹂
を
露
わ
し
﹁
⼀
所
に
い

ら
つ
し
や
い
﹂
と
い
¤
て
誘
導
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒ 

そ
し
て
銀
⾏
か
ら
引
き
出
し
た
美
禰
⼦
の
⾦
を
三
四
郎
が
預
か
¤
た
ま
ま
︑

丹
⻘
会
に
赴
く
︒
兄
妹
画
家
を
同
⼀
⼈
物
だ
と
勘
違
い
し
て
い
た
三
四
郎
を
美

禰
⼦
が
訂
正
し
︑﹁
や
が
て
⼆
⼈
が
顔
を
⾒
合
わ
し
た
︒さ
う
し
て
⼀
度
に
笑
ひ

だ
し
た
﹂
と
い
う
い
つ
も
の
調
⼦
か
ら
︑
先
ゆ
く
美
禰
⼦
が
振
り
返
¤
て
三
四

郎
の﹁
横
顔
を
熟
視
﹂す
る
と
い
う
場
⾯
が
続
く
が
︑こ
の
態
度
か
ら
す
る
に
︑

お
そ
ら
く
情
緒
︑
気
分
の
共
有
︑
さ
ら
に
は
仮
の
段
階
と
は
い
え
︑
⾦
銭
を
介

し
た
関
係
に
も
な
¤
て
い
る
点
か
ら
み
て
︑
美
禰
⼦
は
こ
の
と
き
三
四
郎
と
の

⼼
理
的
距
離
感
が
狭
ま
り
︑﹁
無
作
法
﹂
な
親
し
み
が
露
出
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
丹
⻘
会
に
野
々
宮
が
現
れ
た
と
き
︑
こ
の
﹁
無
作
法
﹂
さ

が
危
う
い
⾏
動
と
な
¤
て
発
揮
さ
れ
て
し
ま
う
︒
野
々
宮
の
視
線
を
感
じ
つ
つ

﹁
⼈
に
⽬
⽴
た
ぬ
く
ら
い
に
︑
⾃
分
の
⼝
を
三
四
郎
の
⽿
へ
近
寄
せ
た
︒
そ
う

し
て
何
か
さ
さ
や
い
た
﹂
と
い
う
思
わ
せ
ぶ
り
な
⾏
動
を
と
り
︑
そ
し
て
怪
訝

な
三
四
郎
に
対
し
﹁
野
々
宮
さ
ん
︒
ね
︑
ね
﹂
と
暗
黙
の
了
解
と
い
う
共
感
を

求
め
る
美
禰
⼦
は
︑
お
そ
ら
く
三
四
郎
と
共
謀
し
て
い
る
よ
う
な
気
分
で
︑

野
々
宮
に
当
て
つ
け
る
態
度
を
と
¤
て
い
る
︒
︵
11
︶

こ
れ
は
︑
本
作
中
で
⾔
う
と
こ

ろ
の
美
禰
⼦
の
﹁
明
瞭
な
⼥
﹂
の
部
分
で
あ
り
︑
五
章
で
︑
三
四
郎
が
晴
れ
た

空
に
な
ぞ
ら
え
厭
¤
た
要
素
で
あ
る
︒
三
四
郎
は
む
し
ろ
⼆
⼈
の
関
係
を
﹁
澄

む
と
も
濁
る
と
も
⽚
付
か
な
い
空
の
様
な
﹂﹁
意
味
の
あ
る
も
の
﹂︵
五
の
⼗
︶

と
し
て
と
ら
え
た
か
¤
た
は
ず
だ
が
︑
こ
の
と
き
⼆
⼈
の
上
に
あ
る
の
は
︑
⾬

雲
で
覆
わ
れ
た
空
な
の
で
あ
る
︒
か
く
し
て
三
四
郎
は
美
禰
⼦
の
﹁
無
作
法
﹂

な
⾏
動
を
受
け
⼊
れ
て
し
ま
う
︑
そ
し
て
⾦
を
正
式
に
借
り
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
︒
し
か
も
そ
れ
は
必
要
な
⼆
⼗
円
よ
り
も
⼗
円
多
い
額
で
あ
¤
た
こ
と

が
︑
美
禰
⼦
が
⼆
⼈
の
情
緒
的
関
係
に
お
い
て
上
位
に
⽴
¤
た
こ
と
を
明
ら
か

に
⽰
し
て
い
よ
う
︒三
四
郎
は
美
禰
⼦
と
同
じ
︑﹁
出
鱈
⽬
の
雹
の
様
﹂な
情
緒

を
⽣
き
︑
⾃
分
へ
の
﹁
愚
弄
﹂
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
懸
念
を
厭
い
︑
野
々
宮

へ
の
﹁
愚
弄
﹂
を
飲
み
込
ん
で
︑
美
禰
⼦
の
態
度
の
意
味
を
﹁
必
竟
あ
な
た
の

為
に
し
た
事
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
﹂と
い
う
よ
う
に
⾃
分
本
位
に
解
釈
し
︑﹁
⼰

惚
れ
﹂
を
優
先
さ
せ
て
し
ま
う
︒
⼆
⼈
は
思
考
に
お
い
て
は
別
な
の
だ
が
︑
情

緒
の
レ
ベ
ル
で
は
⼀
致
し
て
い
る
︒
野
々
宮
の
眼
に
は
︑
三
四
郎
と
美
禰
⼦
︑

こ
の
⼆
⼈
の
⻘
年
男
⼥
の
﹁
出
鱈
⽬
の
雹
の
様
﹂
な
情
緒
は
︑
同
世
代
の
若
者
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た
ち
が
形
成
す
る
残
酷
な
も
の
に
映
¤
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

 

三
︑﹁
情
緒
の
影
﹂
と
﹁
⼤
き
な
⽕
﹂̶

共
有
さ
れ
な
い
﹁
刺
激
﹂ 

 

九
章
に
⼊
り
︑
三
四
郎
は
結
局
︑
国
元
に
⾦
を
送
¤
て
く
れ
る
よ
う
頼
ん
だ

も
の
の
︑
⺟
親
の
不
信
を
買
い
︑
野
々
宮
の
元
へ
⾦
が
ひ
と
ま
ず
送
ら
れ
て
し

ま
う
︒
そ
れ
を
受
け
取
り
に
⾏
く
前
に
寄
¤
た
唐
物
屋
で
美
禰
⼦
と
よ
し
⼦
に

会
い
︑
美
禰
⼦
に
多
く
借
り
た
⾦
の
⼀
部
で
三
四
郎
は
シ
,
ツ
を
買
い
︑
美
禰

⼦
は
三
四
郎
が
適
当
に
選
ん
だ
⾹
⽔
﹁
ヘ
リ
オ
ト
ロ
∞
プ
﹂
を
買
う
︒
親
し
い

よ
う
な
︑
張
り
合
う
よ
う
な
﹁
無
作
法
﹂
な
や
り
と
り
を
︑
こ
こ
で
も
繰
り
広

げ
て
い
る
︒ 

⼗
章
に
⼊
り
︑
三
四
郎
は
︑
⾦
を
返
す
こ
と
を
⼝
実
に
︑
原
⼝
の
と
こ
ろ
で

モ
デ
ル
を
し
て
い
る
美
禰
⼦
に
わ
ざ
わ
ざ
会
い
に
⾏
く
︒
直
前
に
寄
¤
た
広
⽥

が
貸
し
て
く
れ
た﹁
ハ
イ
ド
リ
オ
タ
フ
ヒ
ア
﹂を
拾
い
読
み
な
が
ら
の
道
中
が
︑

次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
︒ 

贏か

ち
得
た
所
は
物
寂
び
て
ゐ
る
︒
奈
良
の
⼤
仏
の
鐘
を
撞
て
︑
其
余
波
な
ご
り

の
響
が
︑
東
京
に
ゐ
る
⾃
分
の
⽿
に
微
に
届
い
た
と
同
じ
事
で
あ
る
︒
三

四
郎
は
此
⼀
節
の
齎
す
意
味
よ
り
も
︑
其
意
味
の
上
に
這
ひ
か
か
る
情
緒

の
影
を
嬉
し
が
つ
た
︒
三
四
郎
は
切
実
に
⽣
死
の
問
題
を
考
へ
た
事
の
な

い
男
で
あ
る
︒
考
へ
る
に
は
︑
⻘
春
の
⾎
が
︑
あ
ま
り
に
暖
か
過
ぎ
る
︒

⽬
の
前
に
は
眉
を
焦
す
程
な
⼤
き
な
⽕
が
燃
え
て
ゐ
る
︒
其
感
じ
が
︑
真

の
⾃
分
で
あ
る
︒三
四
郎
は
是
か
ら
曙
町
の
原
⼝
の
所
へ
⾏
く
︒︵
⼗
の
⼆
︶ 

三
四
郎
に
と
¤
て
﹁
⽣
死
の
問
題
﹂
は
︑
は
る
か
遠
く
の
鐘
の
︑
さ
ら
に
な

ご
り
の
響
き
の
ご
と
き
﹁
情
緒
の
影
﹂
で
し
か
な
い
︒
こ
れ
は
﹁
⻘
春
の
⾎
﹂︑

す
な
わ
ち
﹁
眉
を
焦
す
程
な
⼤
き
な
⽕
﹂
に
よ
¤
て
あ
¤
け
な
く
か
き
消
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が
﹁
真
の
⾃
分
﹂
の
﹁
感
じ
﹂
だ
と
い
う
︵
こ
の
﹁
情

緒
﹂
と
﹁
⼤
き
な
⽕
﹂
の
関
係
は
︑
原
⼝
の
所
で
の
三
四
郎
の
変
化
の
前
振
り

と
な
¤
て
い
る
︶︒こ
う
し
た
状
態
の
三
四
郎
で
あ
る
ゆ
え
に
︑直
後
に
⼦
供
の

葬
式
を
⽬
に
し
︑
哀
し
い
は
ず
の
と
こ
ろ
を
美
し
い
と
感
じ
て
し
ま
う
⽭
盾
を

語
り
⼿
は
指
摘
し
︑
美
禰
⼦
に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
か
と
︑
三
四
郎
の
あ
り
よ

う
を
分
析
し
て
み
せ
る
︒ 

三
四
郎
は
他ひ
と
の
⽂
章
と
︑他
の
葬
式
を
余
所
か
ら
⾒
た
︒も
し
誰
か
来
て
︑

序
に
美
禰
⼦
を
余
所
か
ら
⾒
ろ
と
注
意
し
た
ら
︑
三
四
郎
は
驚
ろ
い
た
に

違
ひ
な
い
︒
三
四
郎
は
美
禰
⼦
を
余
所
か
ら
⾒
る
事
が
出
来
な
い
様
な
眼

に
な
つ
て
ゐ
る
︒
第
⼀
余
所
も
余
所
で
な
い
も
そ
ん
な
区
別
は
ま
る
で
意

識
し
て
ゐ
な
い
︒︵
⼗
の
⼆
︶ 

三
四
郎
が
美
禰
⼦
を
冷
静
に
︑
客
観
的
に
⾒
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
︑
語

り
⼿
は
︑﹁
余
所
﹂か
ど
う
か
な
ど
三
四
郎
は﹁
区
別
﹂を﹁
意
識
し
て
ゐ
な
い
﹂

と
説
明
す
る
︒
こ
れ
も
淵
源
を
た
ど
れ
ば
美
禰
⼦
と
の
情
緒
の
共
有
に
遡
る
も

の
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
原
⼝
の
ア
ト
リ
エ
で
は
︑
三
四
郎
が
美
禰
⼦
に
い
か
に
集

中
し
て
い
る
か
が
︑﹁
注
意
の
焼
点
﹂と
い
う
⾔
葉
で
強
調
さ
れ
︑具
体
的
に
⽰

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒ 

三
四
郎
の
注
意
の
焼
点
は
︑
今
︑
原
⼝
さ
ん
の
話
の
上
に
も
な
い
︑
原
⼝

さ
ん
の
画
の
上
に
も
な
い
︒
無
論
向
に
⽴
つ
て
ゐ
る
美
禰
⼦
に
集
ま
つ
て

ゐ
る
︒
三
四
郎
は
画
家
の
話
に
⽿
を
傾
け
な
が
ら
︑
眼
丈
は
遂
に
美
禰
⼦

を
離
れ
な
か
つ
た
︒
彼
の
眼
に
映
じ
た
⼥
の
姿
勢
は
︑
⾃
然
の
経
過
を
︑

尤
も
美
し
い
刹
那
に
︑
捕
虜
と
り
こ

に
し
て
動
け
な
く
し
た
様
で
あ
る
︒
変
ら
な

い
所
に
︑
永
い
慰
謝
が
あ
る
︒︵
⼗
の
七
︶ 
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三
四
郎
の
﹁
注
意
﹂
は
⼤
変
強
い
も
の
と
な
り
︑﹁
⼥
の
姿
勢
﹂
に
︑﹁
尤
も

美
し
い
刹
那
﹂を
と
ど
め
た
よ
う
な
不
変
性
を
感
じ
︑﹁
永
い
慰
謝
﹂を
得
て
い

る
︒
だ
が
こ
の
直
後
︑ 

然
る
に
原
⼝
さ
ん
が
突
然
⾸
を
捩
つ
て
︑
⼥
に
何
う
か
し
ま
し
た
か
と
聞

い
た
︒
其
時
三
四
郎
は
︑
少
し
恐
ろ
し
く
な
つ
た
位
で
あ
る
︒
移
り
易
い

美
し
さ
を
︑
移
さ
ず
に
据
ゑ
て
置
く
⼿
段
が
︑
も
う
尽
き
た
と
画
家
か
ら

注
意
さ
れ
た
や
う
に
聞
こ
え
た
か
ら
で
あ
る
︒︵
⼗
の
七
︶ 

と
︑
原
⼝
の
⾔
葉
に
︑
美
禰
⼦
に
感
じ
た
﹁
移
り
易
い
美
し
さ
﹂
を
留
め
て
お

け
ぬ
と
﹁
注
意
﹂
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
︑
実
際
美
禰
⼦
の
様
⼦
が
お
か
し
い
こ

と
か
ら
︑ 

 
 
三
四
郎
は
此
活
⼈
画
か
ら
受
け
る
安
慰
の
念
を
失
つ
た
︒
同
時
に
も
し
や

⾃
分
が
此
変
化
の
原
因
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
へ
付
い
た
︒
忽
ち
強
烈
な

個
性
的
の
刺
激
が
三
四
郎
の
⼼
を
襲
つ
て
来
た
︒
移
り
⾏
く
美
を
果
敢
な

む
と
云
ふ
共
通
性
の
情
緒
は
丸
で
影
を
潜
め
て
仕
舞
つ
た
︒̶

⾃
分
は
そ

れ
程
の
影
響
を
此
⼥
の
上
に
有
し
て
居
る
︒̶

三
四
郎
は
此
⾃
覚
の
も
と

に
⼀
切
の
⼰
れ
を
意
識
し
た
︒
け
れ
ど
も
そ
の
影
響
が
⾃
分
に
取
つ
て
︑

利
益
か
不
利
益
か
は
未
決
の
問
題
で
あ
る
︒︵
⼗
の
七
︶ 

と
︑
先
の
﹁
ハ
イ
ド
リ
オ
タ
フ
ヒ
ア
﹂
を
拾
い
読
み
し
た
と
き
の
﹁
情
緒
﹂
の

如
き﹁
移
り
⾏
く
美
を
果
敢
な
む
と
云
ふ
共
通
性
の
情
緒
﹂は
︑﹁
丸
で
影
を
潜

め
て
﹂
し
ま
い
︑
美
禰
⼦
の
変
調
の
理
由
が
⾃
分
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
﹁
強
烈
な
個
性
的
の
刺
激
﹂︑
つ
ま
り
は
﹁
⻘
春
の
⾎
﹂
に
掻
き
⽴
て
ら
れ
た

﹁
眉
を
焦
が
す
ほ
ど
な
⼤
き
な
⽕
﹂
に
と
ら
わ
れ
︑
つ
い
に
は
美
禰
⼦
に
向
か

¤
て﹁
あ
な
た
に
会
ひ
に
⾏
つ
た
﹂﹁
た
だ
︑あ
な
た
に
会
ひ
た
い
か
ら
⾏
つ
た

の
で
す
﹂︵
⼗
の
⼋
︶と
⼤
胆
に
⼆
度
も
告
げ
て
し
ま
う
︒そ
も
そ
も
三
四
郎
が

⾃
分
本
位
に
﹁
⼰
惚
れ
﹂
る
思
考
に
⼀
気
に
傾
い
た
の
は
︑
美
禰
⼦
と
の
﹁
出

鱈
⽬
の
雹
の
様
﹂
な
情
緒
的
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
︑
こ
の
事
態
は
⼋
章
を

起
因
と
し
て
︑
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
¤
た
こ
と
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒ 

だ
が
︑
三
四
郎
の
⾔
葉
を
き
い
て
も
美
禰
⼦
は
﹁
す
こ
し
も
刺
激
に
感
じ
な

い
﹂
の
で
あ
り
︑
三
四
郎
を
襲
¤
た
﹁
強
烈
な
個
性
的
の
刺
激
﹂
を
共
有
す
る

こ
と
は
な
く
︑
⾦
の
話
に
ず
ら
し
︑
溜
息
を
つ
く
︒
そ
し
て
︑
⼆
⼈
で
し
ば
ら

く
歩
い
た
後
︑
美
禰
⼦
が
突
如
︑
肖
像
画
を
描
き
は
じ
め
た
時
期
を
話
題
に
す

る
︒
池
の
端
で
の
出
会
い
に
つ
い
て
語
り
合
う
四
度
⽬
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い

て
は
美
禰
⼦
か
ら
﹁
注
意
﹂
の
喚
起
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
⽬
し
て
み
た

い
︒ 

 
 
三
四
郎
は
画
の
道
に
暗
い
か
ら
︑
あ
ん
な
⼤
き
な
額
が
︑
何
の
位
な
速
度

で
仕
上
げ
ら
れ
る
も
の
か
︑
殆
ん
ど
想
像
の
外
に
あ
つ
た
が
︑
美
禰
⼦
か

ら
注
意
さ
れ
て
⾒
る
と
︑
余
り
早
く
出
来
過
ぎ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
︒ 

﹁
何
時
か
ら
取
掛
つ
た
ん
で
す
﹂ 

﹁
本
当
に
取
り
掛
つ
た
の
は
︑
つ
い
此
間
で
す
け
れ
ど
も
︑
其
前
か
ら
少

し
宛
描
い
て
頂
い
て
ゐ
た
ん
で
す
﹂ 

﹁
其
前
つ
て
︑
何
時
頃
か
ら
で
す
か
﹂ 

﹁
あ
の
服
装
な
り

で
分
る
で
せ
う
﹂ 

三
四
郎
は
突
然
と
し
て
︑
始
め
て
池
の
周
囲
ま
は
り

で
美
禰
⼦
に
逢
つ
てマ
マ

暑
い
昔

を
思
い
出
し
た
︒ 

﹁
そ
ら
︑
あ
な
た
︑
椎
の
下
に
跼
が
ん
で
い
ら
し
つ
た
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん

か
﹂ 

﹁
あ
な
た
は
団
扇
を
翳
し
て
︑
⾼
い
所
に
⽴
て
ゐ
た
﹂ 

﹁
あ
の
画
の
通
り
で
せ
う
﹂ 
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﹁
え
え
︒
あ
の
通
り
で
す
﹂ 

⼆
⼈
は
顔
を
⾒
合
は
し
た
︒︵
⼗
の
⼋
︶ 

こ
こ
で
︑
は
¤
き
り
と
美
禰
⼦
が
三
四
郎
に
﹁
注
意
﹂
を
与
え
て
お
り
︑
三

四
郎
が
会
い
た
か
¤
た
と
告
げ
た
直
後
と
し
て
読
む
と
︑
⾒
事
に
話
題
が
そ
ら

さ
れ
て
い
る
︒
︵
12
︶

あ
た
か
も﹁
美
禰
⼦
を
余
所
か
ら
⾒
ろ
と
注
意
﹂す
る﹁
誰
か
﹂

の
役
割
を
美
禰
⼦
⾃
ら
果
た
し
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
こ
れ
に
よ
¤
て
三
四
郎
の

意
識
は
︑﹁
強
烈
な
個
性
的
の
刺
激
﹂
か
ら
離
れ
︑﹁
池
の
周
囲
﹂
で
美
禰
⼦
に

は
じ
め
て
出
会
¤
た
﹁
暑
い
昔
﹂
を
想
起
し
︑
強
く
印
象
さ
れ
た
記
憶
へ
と
移

⾏
し
て
し
ま
う
︒
そ
し
て
︑﹁
⼆
⼈
は
顔
を
⾒
合
わ
し
た
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
三

四
郎
と
美
禰
⼦
は
図
ら
ず
も
い
つ
も
の
様
⼦
に
復
し
て
い
る
︒
⼆
章
で
の
︑
出

会
¤
た
残
暑
の
頃
の
ス
タ
∞
ト
地
点
に
三
四
郎
の
意
識
が
拉
し
さ
ら
れ
た
と

も
い
え
る
が
︑
美
禰
⼦
か
ら
す
れ
ば
三
四
郎
と
⾔
葉
を
交
わ
す
以
前
だ
と
い
え
︑

三
四
郎
と
の
関
係
に
は
関
⼼
が
な
い
︑
あ
る
い
は
関
係
を
進
め
な
い
︑
と
い
う

意
識
が
⾒
え
て
き
そ
う
で
あ
る
︒
だ
が
そ
の
い
ず
れ
と
も
わ
か
ら
ぬ
う
ち
に
事

態
が
進
ん
で
し
ま
う
こ
と
は
︑
直
後
に
突
然
語
ら
れ
る
﹁
⾞
の
上
の
若
い
紳
⼠

は
美
禰
⼦
の
⽅
を
⾒
詰
め
て
ゐ
る
ら
し
く
思
は
れ
た
﹂
の
⼀
⽂
で
察
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
︒ 

 

四
︑三
四
郎
と
美
禰
⼦
の
﹁
分
か
れ
﹂―

情
緒
的
関
係
の
終
焉 

 

⼗
⼆
章
に
⼊
り
︑
⽂
芸
協
会
で
美
禰
⼦
と
﹁
若
い
紳
⼠
﹂
が
親
し
げ
に
話
す

姿
を
⽬
に
し
て
落
ち
込
ん
だ
三
四
郎
は
︑
そ
の
ま
ま
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か

¤
て
し
ま
う
︒
そ
の
間
に
事
態
は
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
お
り
︑
⾒
舞
い
に
来
た
よ

し
⼦
か
ら
︑
⾃
分
の
縁
談
相
⼿
だ
¤
た
は
ず
の
⼈
物
と
美
禰
⼦
と
の
結
婚
話
が

ま
と
ま
¤
た
の
だ
と
告
げ
ら
れ
る
︒
病
か
ら
回
復
し
た
三
四
郎
が
︑
借
り
た
⾦

を
返
す
た
め
に
⾥
⾒
家
に
⾏
く
と
︑
よ
し
⼦
か
ら
︑
美
禰
⼦
は
会
堂
に
⾏
¤
て

い
る
と
教
え
ら
れ
る
︒
さ
¤
そ
く
会
堂
へ
向
か
う
と
︑
⼤
勢
が
歌
う
唱
歌
︵
讃

美
歌
︶が
聴
こ
え
︑﹁
美
禰
⼦
の
声
も
そ
の
う
ち
に
あ
る
︒三
四
郎
は
⽿
を
傾
け

た
︒
歌
は
歇や

ん
だ
︒
⾵
が
吹
く
︒
三
四
郎
は
外
套
の
襟
を
⽴
て
た
︒
空
に
美
禰

⼦
の
好
な
雲
が
出
た
﹂︵
⼗
⼆
の
七
︶
と
い
う
よ
う
に
︑
美
禰
⼦
の
声
︑
歌
の
余

韻
︑
⾵
の
冷
た
さ
︑
そ
し
て
空
の
雲
が
︑
三
四
郎
の
意
識
に
こ
れ
ま
で
の
美
禰

⼦
と
の
思
い
出
の
印
象
を
呼
び
起
こ
す
の
で
あ
る
︒ 

か
つ
て
美
禰
⼦
と
⼀
所
に
秋
の
空
を
⾒
た
事
も
あ
つ
た
︒
所
は
広
⽥
先
⽣

の
⼆
階
で
あ
つ
た
︒
⽥
端
の
⼩
川
の
縁
に
坐
つ
た
事
も
あ
つ
た
︒
其
時
も

⼀
⼈
で
は
な
か
つ
た
︒
迷
⽺

ス
ト
レ
イ
・
シ
$
プ

︒
迷
⽺
︒
雲
が
⽺
の
形
を
し
て
ゐ
る
︒ 

︵
⼗
⼆
の
七
︶ 

こ
の
⽂
脈
か
ら
す
る
と﹁
迷
⽺
︒迷
⽺
︒﹂と
繰
り
返
す
三
四
郎
に
と
¤
て
︑

﹁
迷
⽺
﹂
は
﹁
⼀
⼈
﹂
で
は
な
い
こ
と
︑
⼆
⼈
揃
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
︒
こ

れ
は
美
禰
⼦
が
三
四
郎
を
⼼
理
的
に
同
じ
場
所
に
お
い
て
く
れ
た
こ
と
を
意

味
し
︑
そ
の
こ
と
を
三
四
郎
が
⼼
か
ら
喜
ん
だ
か
ら
だ
︒
会
堂
か
ら
出
て
き
た

美
禰
⼦
は
三
四
郎
に
︑
⼋
章
で
⽬
的
も
告
げ
あ
わ
ず
に
⾥
⾒
家
応
接
間
か
ら
⼀

緒
に
出
か
け
︑
と
う
と
う
銀
⾏
へ
向
か
う
こ
と
に
な
¤
た
と
き
の
如
く
﹁
ぢ
や

⼊
ら
つ
し
や
い
﹂
と
⼀
⽅
的
に
誘
お
う
と
す
る
︒
し
か
し
三
四
郎
は
そ
れ
を
拒

み
︑
と
う
と
う
⾦
を
返
す
︒
美
禰
⼦
は
⾦
を
懐
へ
⼊
れ
︑
代
わ
り
に
取
り
出
し

た
の
が
﹁
⽩
い
⼿
帛
ハ
ン
ケ
チ

﹂
で
あ
り
︑
そ
の
匂
い
を
⾃
ら
嗅
い
で
⾒
せ
な
が
ら
﹁
三

四
郎
を
⾒
て
い
る
﹂︒美
禰
⼦
は
︑三
四
郎
と
⾃
分
を
つ
な
い
で
い
た
⾦
の
か
わ

り
に
︑
か
つ
て
三
四
郎
が
選
ん
で
く
れ
た
﹁
ヘ
リ
オ
ト
ロ
∞
プ
﹂
の
⾹
り
を
新

た
に
⽰
す
︒
こ
の
⾹
⽔
は
三
四
郎
と
美
禰
⼦
の
﹁
無
作
法
﹂
な
や
り
と
り
の
成
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果
物
で
あ
り
︑
⼆
⼈
が
﹁
出
鱈
⽬
の
雹
の
様
﹂
な
情
緒
を
共
有
し
て
い
た
こ
れ

ま
で
の
時
間
に
つ
な
が
る
も
の
で
︑三
四
郎
と
の
距
離
を﹁
ヘ
リ
オ
ト
ロ
∞
プ
﹂

を
選
ん
で
く
れ
た
頃
の
ま
ま
だ
と
感
じ
て
い
る
ゆ
え
の
︑
美
禰
⼦
の
⾏
動
か
と

思
わ
れ
る
︒
し
か
し
三
四
郎
は
︑
そ
の
﹁
鋭
い
⾹
﹂
に
対
し
﹁
思
は
ず
顔
を
後

へ
引
い
た
﹂
と
あ
る
よ
う
に
拒
絶
し
て
し
ま
う
︒
こ
の
瞬
間
の
連
想
が
﹁
ヘ
リ

オ
ト
ロ
∞
プ
の
壜
︒
四
丁
⽬
の
⼣
暮
︒
迷
⽺
︒
迷
⽺
︒﹂
と
︑
過
去
へ
と
遡
る
よ

う
な
配
列
で
あ
り
︑
三
四
郎
の
意
識
が
美
禰
⼦
と
過
ご
し
た
時
間
へ
と
引
き
戻

さ
れ
そ
う
に
な
¤
て
い
る
様
⼦
が
わ
か
る
︒
だ
が
︑
⾥
⾒
家
の
応
接
間
で
情
緒

を
共
有
し
た
午
後
の
よ
う
な
曇
り
空
で
は
な
く
︑時
は
午
前
中
で
︑﹁
空
に
は
⾼

い
⽇
が
明
か
に
懸
る
﹂
状
態
で
あ
る
こ
と
が
︑
も
は
や
そ
れ
は
叶
わ
な
い
と
告

げ
て
い
る
︒か
く
し
て
三
四
郎
は
︑﹁
結
婚
な
さ
る
さ
う
で
す
ね
﹂と
美
禰
⼦
に

問
い
詰
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
結
婚
と
い
う
世
俗
の
⽂
脈
に
よ
¤
て
︑

⼆
⼈
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
⾏
為
で
も
あ
¤
た
︒つ
ま
り
︑﹁
⼆
⼈

の
頭
の
上
に
広
が
つ
て
ゐ
る
︑
澄
む
と
も
濁
る
と
も
⽚
付
か
な
い
空
の
様
な
︑

―

意
味
の
あ
る
も
の
に
し
た
か
つ
た
﹂︵
五
の
⼗
︶
と
い
う
か
つ
て
の
願
い
か

ら
︑
三
四
郎
は
逸
脱
し
よ
う
と
す
る
︒
そ
の
衝
撃
は
︑
⾔
わ
れ
た
美
禰
⼦
よ
り

も
尋
ね
た
三
四
郎
の
⽅
が
強
く
感
じ
て
し
ま
い
︑何
も
⾔
え
な
く
な
る
︒﹁
⼥
は

や
や
し
ば
ら
く
三
四
郎
を
眺
め
た
後
︑
聞
兼
る
ほ
ど
の
嘆
息
を
か
す
か
に
漏
ら
﹂

す
︒そ
し
て
美
禰
⼦
は
︑﹁
わ
れ
は
我
が
愆
を
知
る
︒我
が
罪
は
常
に
我
が
前
に

あ
り
﹂
と
﹁
聞
き
取
れ
な
い
位
な
声
﹂
で
呟
い
た
の
で
あ
る
︒ 

こ
の
美
禰
⼦
の
呟
き
も
ま
た﹁
三
四
郎
﹂の
謎
を
形
作
¤
て
き
た
も
の
だ
が
︑

三
四
郎
と
の
間
に
恋
愛
の
雰
囲
気
を
⽣
じ
さ
せ
ず
︑
出
会
い
の
昔
に
引
き
戻
そ

う
と
す
る
美
禰
⼦
が
︑
突
如
こ
こ
で
三
四
郎
の
想
い
に
応
え
ら
れ
な
い
と
詫
び

を
す
る
と
考
え
る
の
は
唐
突
に
思
え
る
︒
な
ぜ
な
ら
美
禰
⼦
に
と
¤
て
の
三
四

郎
は
︑
ま
さ
に
﹁
出
鱈
⽬
の
雹
の
様
﹂
な
情
緒
を
共
有
で
き
る
︑
い
わ
ば
共
犯

関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
相
⼿
で
あ
り
︑﹁
愆
﹂と
呼
ぶ
よ
う
な
過
ち
を
犯
し

た
相
⼿
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒美
禰
⼦
の
懺
悔
は
︑﹃
旧
約
聖
書
﹄か
ら
の
引

⽤
で
︑
部
下
を
裏
切
り
そ
の
妻
を
奪
¤
た
イ
ス
ラ
エ
ル
王
ダ
ビ
デ
の
⾔
葉
だ
が
︑

内
容
に
即
す
な
ら
︑
縁
談
相
⼿
を
奪
わ
れ
た
よ
し
⼦
こ
そ
が
謝
罪
の
対
象
と
な

る
だ
ろ
う
︵
た
と
え
よ
し
⼦
⾃
⾝
が
気
に
し
て
い
な
い
と
し
て
も
︶
︵
13
︶

︒
三
四
郎

の
問
い
に
対
し
︑﹁
御
存
じ
な
の
﹂
と
応
じ
た
美
禰
⼦
は
︑
そ
の
瞬
間
︑
三
四
郎

が
⾥
⾒
家
経
由
で
会
堂
に
来
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
結
婚
の
事
情
を
よ
し
⼦
に
聞

き
︑
三
四
郎
が
⾃
分
を
責
め
て
い
る
︑
と
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
︒
思
え
ば
︑

よ
し
⼦
は
病
弱
で
あ
り
︑
美
禰
⼦
を
羨
ま
し
が
¤
て
バ
イ
オ
リ
ン
を
欲
し
が
¤

た
り
︑
⾃
慢
の
兄
に
対
し
美
禰
⼦
か
ら
の
伝
⾔
を
伝
え
る
際
︑﹁
嬉
し
い
で
せ

う
︒
嬉
し
く
な
く
つ
て
？
﹂
と
か
ら
か
い
︵
九
の
七
︶︑
三
四
郎
に
も
﹁
美
味
で

せ
う
︒美
禰
⼦
さ
ん
の
お
⾒
舞
よ
﹂︵
⼗
⼆
の
六
︶と
わ
ざ
わ
ざ
⾔
¤
て
み
せ
た

り
と
︑
陽
性
で
は
あ
る
も
の
の
︑
い
わ
ゆ
る
コ
ン
プ
レ
·
ク
ス
の
持
ち
主
で
あ

¤
て
︑
美
禰
⼦
が
こ
れ
を
察
し
て
い
た
な
ら
︑
縁
談
相
⼿
を
横
取
り
し
た
と
い

う
﹁
罪
﹂
は
︑
他
⼈
か
ら
⾮
難
さ
れ
る
⾏
い
と
し
て
﹁
愆
﹂
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ

し
い
︒
お
そ
ら
く
︑
三
四
郎
の
⾔
葉
を
⾮
難
と
し
て
受
け
⽌
め
る
こ
と
が
な
け

れ
ば
︑
美
禰
⼦
と
し
て
は
︑
⼆
⼈
の
情
緒
的
関
係
は
︑
こ
れ
か
ら
も
続
く
よ
う

に
感
じ
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
︒
だ
か
ら
こ
そ
美
禰
⼦
は
︑
咄
嗟
に
︑
三
四
郎
に

﹁
ヘ
リ
オ
ト
ロ
∞
プ
﹂
を
差
し
出
し
た
の
だ
ろ
う
︒
だ
が
そ
の
⾹
を
反
射
的
に

拒
絶
し
︑
距
離
を
と
る
三
四
郎
に
は
︑
も
は
や
美
禰
⼦
と
情
緒
を
共
有
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
︒﹁
三
四
郎
と
美
禰
⼦
は
斯
様
に
し
て
分
れ
た
﹂の
⼀
⽂
が
含
意

す
る
と
こ
ろ
は
深
く
︑
⼀
組
の
⻘
年
男
⼥
の
情
緒
の
共
有
に
よ
る
関
係
の
終
焉

を
も
意
味
し
て
い
る
︒
⾥
⾒
家
の
﹁
加
徒
⼒
の
連
想
﹂
を
誘
¤
た
応
接
間
に
お
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い
て
美
禰
⼦
と
同
じ
情
緒
を
⽣
き
る
こ
と
に
な
¤
た
三
四
郎
は
︑
現
実
の
会
堂

の
前
で
そ
の
情
緒
的
関
係
の
終
焉
を
迎
え
た
の
で
あ
る
︒ 

最
終
⼗
三
章
の
︑
原
⼝
が
完
成
さ
せ
た
美
禰
⼦
の
肖
像
画
に
付
け
ら
れ
た

﹁
森
の
⼥
﹂
と
い
う
題
だ
が
︑
三
四
郎
に
と
¤
て
美
禰
⼦
は
︑
ま
ず
は
﹁
池
の

⼥
﹂
で
あ
り
︑
な
に
よ
り
⼀
緒
に
﹁
迷
⽺
﹂
に
な
¤
た
⼥
で
あ
る
︒﹁
森
の
⼥
﹂

は
︑
三
四
郎
と
の
時
間
を
出
会
い
の
前
ま
で
引
き
戻
し
︑
そ
れ
ま
で
の
こ
と
を

美
禰
⼦
が
な
か
¤
た
こ
と
に
し
て
い
る
よ
う
な
題
で
あ
り
︑
も
¤
と
い
え
ば
︑

彼
⼥
の
意
識
の
上
で
は
︑
ほ
と
ん
ど
三
四
郎
と
の
時
間
に
関
⼼
が
⽰
さ
れ
て
い

な
か
¤
た
こ
と
が
露
⾒
し
て
い
る
題
に
も
み
え
る
︒﹁
森
の
⼥
﹂に
代
わ
る
題
名

を
与
次
郎
に
問
わ
れ
つ
つ
︑﹁
迷
⽺
︒
迷
⽺
︒﹂
と
三
四
郎
が
﹁
繰
返
し
た
﹂
と

き
︑
出
会
¤
て
以
降
︑
⼆
⼈
で
過
ご
し
た
時
間
が
思
い
起
こ
さ
れ
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
︒
⼗
⼀
章
で
︑
広
⽥
が
⾒
た
夢―
昔
会
¤
た
⼥
と
森
の
中
で
邂
逅
し

た
話―

を
﹁
索
引
﹂
に
︑
三
四
郎
と
美
禰
⼦
の
結
末
を
恋
愛
の
コ
∞
ド
で
理
解

す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
︑
⼥
は
出
会
¤
た
頃
の
美
し
さ
の
ま
ま
に
時

を
⽌
め
た
と
い
い
︑
男
は
よ
り
美
し
い
⽅
へ
と
移
¤
て
⾏
き
年
を
と
¤
て
い
¤

た
と
い
う
違
い
は
︑
美
禰
⼦
と
三
四
郎
と
の
時
間
を
め
ぐ
る
意
識
の
ズ
レ
と
︑

ま
さ
し
く
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
お
そ
ら
く
こ
れ
が
︑
⼆
⼈
の
情

緒
的
関
係
に
終
⽌
符
を
打
¤
た
も
の
で
も
あ
¤
た
の
だ
ろ
う
︒ 

美
禰
⼦
が
意
識
し
︑
結
婚
に
よ
¤
て
社
会
的
関
係
を
結
ぶ
可
能
性
が
あ
¤
た

相
⼿
で
あ
る
野
々
宮
は
︑
出
席
し
た
結
婚
披
露
の
招
待
状
を
破
り
捨
て
た
が
︑

そ
れ
と
対
⽐
さ
れ
る
三
四
郎
の
姿
か
ら
は
︑
美
禰
⼦
が
そ
う
い
¤
た
世
俗
的
に

結
び
つ
い
た
⼥
性
で
は
な
か
¤
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
三
四
郎
が
つ
ぶ
や
い

た
﹁
迷
⽺
︒
迷
⽺
︒﹂
と
い
う
迷
え
る
⼆
⼈
を
指
す
⾔
葉
は
︑
最
終
的
に
は
︑
三

四
郎
と
美
禰
⼦
と
い
う
⻘
年
男
⼥
の
情
緒
的
関
係
を
象
徴
す
る
も
の
に
成
¤

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

 

お
わ
り
に
︑﹁
情
緒
的
精
神
状
態
﹂
へ
の
志
向 

 

﹁
三
四
郎
﹂
の
新
聞
連
載
中
に
発
表
さ
れ
た
談
話
﹁
⽂
学
雑
話
﹂︵﹃
早
稲
⽥

⽂
学
﹄
三
五
号
︑
⼀
九
〇
⼋
・
明
治
四
⼀
年
⼀
〇
⽉
︶
に
お
い
て
漱
⽯
が
︑﹁
無

意
識
な
偽
善
家︵
ア
ン
コ
ン
シ
ヤ
ス
︑ヒ
ポ
ク
リ
ツ
ト
︶﹂を
書
い
て
み
よ
う
か

と
語
¤
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
当
時
か
ら
熱
⼼
な
﹁
三
四
郎
﹂
論
者
で
あ
¤
た
⼩

宮
豊
隆
は
︑
後
年
﹃
夏
⽬
漱
⽯
﹄︵
岩
波
書
店
︑
昭
和
⼀
三
年
︶
の
中
で
︑
漱
⽯

が
﹁
ヒ
ポ
ク
リ
ツ
ト
﹂
を
﹁
偽
善
家
と
訳
し
て
は
悪
い
が
﹂
と
躊
躇
し
て
い
る

こ
と
に
注
⽬
し
︑そ
の
理
由
に
つ
い
て
︑﹁
道
徳
的
⾊
彩
が
附
著
し
て
︑⼈
が
⾃

分
で
な
い
も
の
に
な
る
と
い
ふ
︑
本
来
の
意
味
が
消
え
る
か
ら
に
相
違
な
い
﹂

と
明
⾔
し
て
い
る
︒
そ
し
て
漱
⽯
が
⾔
及
す
る
ズ
∞
デ
ル
マ
ン
の
﹃
ア
ン
ダ
イ

イ
ン
グ
・
パ
ス
ト
﹄
の
﹁
フ
≤
リ
シ
タ
ス
﹂
の
分
析
を
通
じ
て
︑
美
禰
⼦
と
三

四
郎
の
関
係
の
独
特
な
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
み
せ
て

い
る
︒ ︵

フ
≤
リ
シ
タ
ス
は
︶
即
ち
無
意
識
的
に
⾃
分
で
な
い
も
の
に
な
ら
な
け

れ
ば
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
是
は
︑
結
果
か
ら
⾔
へ
ば
︑
無
論
道
徳
的

批
判
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
︒
然
し
動
機
か
ら

⾔
へ
ば
︑
道
徳
的
批
判
を
超
越
し
た
︑
も
し
く
は
道
徳
以
前
の
︑
⽣
理
⼼

理
的
事
実
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
に
外
な
ら
な
か
つ
た
︒
そ
れ
を
漱
⽯
は
︑

ア
ン
コ
ン
シ
ア
ス
・ヒ
ポ
ク
リ
シ
∞
と
名
づ
け
る
︒̶

⾃
由
で
︑聡
明
で
︑

誰
に
で
も
姉
さ
ん
と
し
て
対
し
な
け
れ
ば
気
が
済
ま
な
い
よ
う
な
美
禰

⼦
は
︑
同
い
年
の
三
四
郎
を
相
⼿
に
恋
愛
を
意
識
す
る
に
は
︑
余
り
に
⼤
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⼈
び
て
い
た
︒
然
し
美
禰
⼦
は
︑
⾃
分
の
意
識
と
反
省
と
を
超
え
た
奥
の

⽅
で
は
︑
鉄
が
磁
⽯
に
吸
ひ
寄
せ
ら
れ
る
や
う
に
︑
三
四
郎
に
吸
ひ
寄
せ

ら
れ
る
︒
た
だ
美
禰
⼦
は
︑
意
識
し
反
省
す
る
⾯
の
上
で
は
︑
そ
の
事
実

を
認
め
な
い
︒
従
つ
て
そ
の
⾯
の
上
で
︑
美
禰
⼦
の
眼
に
映
る
三
四
郎
の

姿
は
︑
影
が
薄
か
つ
た
︒
然
も
美
禰
⼦
の
意
識
と
反
省
と
の
閾
を
超
え
た

奥
の
⽅
で
は
︑三
四
郎
の
姿
は
︑別
趣
な
光
彩
を
帯
び
て
来
る
の
で
あ
る
︒

⾃
然
三
四
郎
に
対
す
る
美
禰
⼦
の
態
度
は
⼆
様
に
分
れ
︑
普
通
の
美
禰
⼦

ら
し
く
な
い
も
の
が
︑
屡
す
る
す
る
と
︑
美
禰
⼦
の
奥
か
ら
滑
り
出
て
来

る
︒
其
所
に
美
禰
⼦
の
ア
ン
コ
ン
シ
ア
ス
・
ヒ
ポ
ク
リ
シ
∞
が
成
⽴
し
︑

ま
た
其
所
に
三
四
郎
は
︑
無
限
に
牽
き
つ
け
ら
れ
る
︒
然
も
意
識
し
反
省

す
る
⾯
の
上
で
は
︑
美
禰
⼦
に
と
つ
て
三
四
郎
は
︑
物
の
数
で
も
な
い
の

で
あ
る
︒そ
の
時
三
四
郎
は
︑美
禰
⼦
か
ら
突
き
放
さ
れ
る
︒︵﹃
三
四
郎
﹄︶ 

 
﹁
無
意
識
な
偽
善
家
﹂
は
︑﹁
三
四
郎
﹂
理
解
の
前
提
と
し
て
検
討
が
続
け
ら

れ
て
き
た
も
の
で
︑
し
ば
し
ば
美
禰
⼦
へ
の
道
徳
的
な
批
判
を
呼
び
寄
せ
︑
美

禰
⼦
の
三
四
郎
へ
の
恋
愛
感
情
の
有
無
に
つ
い
て
の
議
論
を
紛
糾
さ
せ
て
き

た
⾔
葉
だ
と
い
え
る
︒
だ
が
明
治
期
の
⼼
理
学
を
傍
ら
に
︑
た
と
え
ば
⼩
宮
の

い
う
﹁
⽣
理
⼼
理
的
事
実
や
う
な
も
の
﹂
と
し
て
ま
な
ざ
し
て
み
た
と
き
︑
恋

愛
と
名
付
け
よ
う
と
し
た
と
た
ん
に
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
い
そ
う
な
︑
⻘
年
た

ち
の
複
雑
な
情
緒
的
関
係
が
⾒
え
て
く
る
の
で
あ
る
︒⼩
宮
は
︑美
禰
⼦
が﹁
意

識
と
反
省
を
超
え
た
奥
の
⽅
﹂
で
三
四
郎
に
惹
か
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
が
︑

こ
れ
は
美
禰
⼦
と
三
四
郎
と
が
⼆
⼈
特
有
の
情
緒
を
共
有
し
う
る
関
係
だ
¤

た
と
⾔
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒さ
ら
に
⼩
宮
は
︑⼆
⼈
の
関
係
が
︑

最
終
的
に
恋
愛
や﹁
フ
≤
リ
シ
タ
ス
﹂の
物
語
の
よ
う
に
な
ら
な
い
の
は
︑﹁
善

悪
の
彼
岸
に
あ
る
芽
⽣
え
の
状
態
に
お
い
て
捕
捉
さ
れ
︑
む
し
ろ
同
情
的
・
和

解
的
な
態
度
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
﹂
か
ら
だ
と
︑
漱
⽯
の
ま
な
ざ
し
と
ス
タ

ン
ス
を
分
析
し
て
い
る
︒
⾥
⾒
家
の
応
接
間
で
象
徴
的
に
描
か
れ
共
有
さ
れ
た

情
緒
は
︑
三
四
郎
と
美
禰
⼦
と
い
う
⻘
年
男
⼥
の
︑﹁
無
作
法
﹂
で
︑﹁
不
意
に

天
か
ら
⼆
三
粒
落
ち
て
来
た
︑
出
鱈
⽬
の
雹
の
様
﹂
だ
と
喩
え
ら
れ
る
感
情
世

界
だ
¤
た
︒
そ
れ
は
﹁
無
意
識
な
偽
善
家
﹂
と
し
て
の
美
禰
⼦
と
︑
そ
こ
に
惹

き
つ
け
ら
れ
た
三
四
郎
と
が
⽣
き
た
世
界
で
あ
り
︑
⼩
宮
の
い
う
﹁
善
悪
の
彼

岸
に
あ
る
芽
⽣
え
の
状
態
﹂に
あ
る
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
の
だ
︒情
緒
と
は
︑

⼈
間
と
い
う
総
体
を
と
ら
え
る
上
で
新
た
に
発
⾒
さ
れ
た
広
⼤
な
⼼
の
領
域

で
あ
り
︑
そ
れ
を
三
四
郎
の
﹁
情
緒
的
精
神
状
態
﹂︵﹃
⽂
学
論
﹄︶
を
通
し
て
描

こ
う
と
し
た
の
が
本
作
だ
¤
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

 
以
上
︑﹁
三
四
郎
﹂
を
︑
明
治
期
⼼
理
学
の
重
要
な
概
念
で
あ
る
﹁
意
識
﹂
に

お
け
る
﹁
注
意
﹂︑
さ
ら
に
そ
の
作
⽤
が
深
く
関
わ
る
﹁
情
緒
﹂
に
着
⽬
し
読
み

解
い
て
き
た
︒
本
作
に
は
︑
前
稿
で
論
じ
た
三
四
郎
の
⻘
年
意
識
の
誕
⽣
と
美

禰
⼦
を
め
ぐ
る
精
神
⽣
活
の
充
実
︑
そ
し
て
︑
本
続
稿
で
論
じ
た
⻘
年
男
⼥
の

﹁
情
緒
﹂
の
共
有
と
そ
の
関
係
の
終
焉
ま
で
が
描
か
れ
て
い
た
︒
こ
こ
に
は
名

付
け
得
る
感
情
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
う
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
複
雑
な
﹁
情
緒

的
精
神
状
態
﹂
が
⾒
据
え
ら
れ
て
お
り
︑
⼼
理
学
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
︑
⼩
説

と
い
う
か
た
ち
に
よ
¤
て
は
じ
め
て
開
⽰
さ
れ
る
精
神
世
界
の
表
現
が
志
向

さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
︒﹁
三
四
郎
﹂の
次
に
連
載
さ
れ
た﹁
そ
れ
か
ら
﹂で
は
︑

﹁
情
緒
の
⽀
配
を
受
け
や
す
い
﹂
︵
14
︶

主
⼈
公
が
︑
⼼
理
学
的
知
識
に
基
づ
き
﹁
情

調
﹂
を
制
御
し
よ
う
と
す
る
様
が
描
か
れ
る
︒
︵
15
︶

も
ち
ろ
ん
百
年
以
上
前
の
学
説

で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
我
々
に
は
そ
の
細
か
い
網
の
⽬
は
︑
簡
単
に
は
と
ら
え
が

た
い
も
の
に
な
¤
て
し
ま
¤
て
は
い
る
の
だ
が
︑同
時
代
の
⼼
理
学
的﹁
空
気
﹂

の
中
に﹁
三
四
郎
﹂を
放
¤
て
み
る
こ
と
で
︑漱
⽯
に
よ
¤
て
実
現
さ
れ
た﹁
⽂
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学
的
内
容
﹂︵﹃
⽂
学
論
﹄︶の
︑よ
り
豊
穣
な
読
解
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

 

 
注 

︵
1
︶
拙
稿
﹁
夏
⽬
漱
⽯
﹁
三
四
郎
﹂
と
﹁
注
意
﹂
の
⼼
理
学
︱
⻘
年
意
識
に
お
け
る
﹁
無

意
注
意
﹂
と
﹁
有
意
注
意
﹂
の
物
語
︱
﹂︵﹃
稿
本
近
代
⽂
学
﹄
第
四
⼀
集
︑
⼆
〇
⼀
⼋
・

平
成
三
〇
年
︶ 

︵
2
︶
注
︵
1
︶
拙
稿
に
て
︑
明
治
期
の
⼼
理
学
が
論
じ
る
﹁
注
意
﹂
の
主
要
な
性
質
と

し
て
﹁
変
化
﹂
と
﹁
集
中
﹂
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
︒ 

︵
3
︶﹃
⽂
学
論
﹄
の
校
異
に
つ
い
て
は
﹃
漱
⽯
全
集
﹄
第
⼀
四
巻
︵
岩
波
書
店
︑
⼀
九
九

五
・
平
成
七
年
︶
の
﹁
後
記
﹂
を
参
照
し
た
︒ 

︵
4
︶
テ
{
チ
}
ナ
�
の
同
書
を
翻
訳
し
た
⼗
時
弥
訳
﹃
⼼
理
学
綱
要
﹄︵
⼤
⽇
本
図
書
︑

⼀
九
〇
四
・
明
治
三
七
年
︶
で
は
﹁
気
分
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
︒ 

︵
5
︶
三
四
郎
が
訪
問
し
た
午
過
ぎ
は
︑
与
次
郎
の
発
⾔
か
ら
し
て
︑
よ
し
⼦
が
在
宅
か

ど
う
か
︑
い
ず
れ
と
も
判
断
が
つ
か
な
い
時
間
帯
で
あ
る
︒
よ
し
⼦
が
不
在
な
ら
ば
﹁
ヷ

イ
オ
リ
ン
の
⾳
﹂
の
主
は
美
禰
⼦
と
な
る
が
︑
そ
う
す
る
と
美
禰
⼦
は
外
出
の
準
備
を
し

な
が
ら
バ
イ
オ
リ
ン
を
弾
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
逆
に
よ
し
⼦
が
在
宅
の
場
合
︑
野
々

宮
は
す
で
に
よ
し
⼦
に
バ
イ
オ
リ
ン
を
買
い
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
︵
九
の
六

で
三
四
郎
が
よ
し
⼦
に
確
認
し
て
お
り
︑
和
製
の
バ
イ
オ
リ
ン
で
⾳
が
悪
い
と
も
あ
る
︶︑

よ
し
⼦
が
試
し
弾
き
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
︒
⼀
⽅
︑﹁
ヷ
イ
オ
リ
ン
の
⾳
﹂
の
質
の
違

い
に
注
⽬
す
れ
ば
︑
重
松
泰
雄
﹁
三
四
郎
﹂
注
釈
︵﹃
⽇
本
近
代
⽂
学
⼤
系
26
夏
⽬
漱
⽯

集
３
﹄
⾓
川
書
店
︑
⼀
九
七
⼆
・
昭
和
四
七
年
︶
の
よ
う
に
︑
⼀
度
⽬
は
美
禰
⼦
︑
⼆
度

⽬
は
よ
し
⼦
と
解
釈
す
る
と
い
う
余
地
も
出
て
く
る
︒
こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
と
も
判
断
し

が
た
い
の
は
︑﹁
⾳
﹂
の
発
⽣
元
の
問
題
で
は
な
く
︑
⾥
⾒
家
応
接
間
に
お
け
る
情
緒
の
形

成
を
描
く
た
め
で
あ
Í
た
の
で
は
な
い
か
と
本
稿
で
は
考
え
て
い
る
︒ 

︵
6
︶
拙
稿
﹁﹁
情
調
﹂
の
⽣
理
的
⼼
理
学
と
明
治
四
〇
年
代
⽂
学
に
お
け
る
創
作
／
批

評
﹂︵﹃
北
九
州
市
⽴
⼤
学
⽂
学
部
紀
要
﹄
第
⼋
三
号
︑
⼆
〇
⼀
四
・
平
成
⼆
六
年
︶
に
て
︑

明
治
期
⼼
理
学
に
お
け
る
﹁
情
調
﹂
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
︒
そ

こ
で
紹
介
し
た
テ
オ
ド
�
ル
・
ツ
{
�
エ
ン
著
︑
松
本
孝
次
郎
訳
﹃
チ
�
ヘ
ン
⽒
 
増
補

⽣
理
的
⼼
理
学
﹄︵
成
美
堂
︑
⼀
九
〇
⼀
・
明
治
三
四
年
︶
に
は
﹁
第
⼗
⼆
講
 

注
意―

有

意
的
思
考―

⾃
我―

記
憶
﹂
と
い
う
章
が
設
け
ら
れ
て
お
り
︑
全
体
の
詳
述
は
お
き
た
い

が
︑﹁
新
奇
な
る
も
の
及
び
不
意
の
も
の
﹂
に
﹁
注
意
を
惹
く
こ
と
﹂
に
つ
い
て
︑
⾳
の
例

を
出
し
︑﹁
感
覚
の
明
瞭
の
度
︑
及
感
覚
の
強
度
の
度
﹂
の
ほ
か
に
︑﹁
情
調
の
強
さ
﹂
と

い
Í
た
刺
激
に
対
し
て
﹁
快
・
不
快
﹂﹁
積
極
的
・
消
極
的
﹂
の
い
ず
れ
か
の
影
響
が
あ
り
︑

そ
れ
が
﹁
観
念
連
合
﹂
に
関
係
す
る
と
論
じ
て
い
る
︒
三
四
郎
の
﹁
ヷ
イ
オ
リ
ン
の
⾳
﹂

は
﹁
新
奇
﹂
に
し
て
﹁
不
意
﹂
の
も
の
で
あ
り
︑
な
お
か
つ
﹁
快
﹂
と
い
う
﹁
積
極
的
情

調
﹂
が
働
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒ 

︵
7
︶
気
分
に
つ
い
て
は
︑
⼗
章
の
原
⼝
の
ア
ト
リ
エ
の
場
⾯
で
話
題
に
な
Í
て
い
る
︒

毎
⽇
違
う
表
情
の
⼈
間
の
肖
像
画
を
可
能
に
す
る
も
の
は
何
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
︑

﹁
か
う
遣
つ
て
毎
⽇
描
い
て
ゐ
る
と
︑毎
⽇
の
量
が
積
り
積
つ
て
︑し
ば
ら
く
す
る
内
に
︑

描
い
て
ゐ
る
画
に
⼀
定
の
気
分
が
出
来
て
く
る
︒
だ
か
ら
︑
た
と
ひ
外
の
気
分
で
⼾
外
か

ら
帰
つ
て
来
て
も
︑
画
室
へ
這
⼊
つ
て
︑
画
に
向
ひ
さ
へ
す
れ
ば
︑
ぢ
き
に
⼀
種
⼀
定
の

気
分
に
な
れ
る
︒
つ
ま
り
画
の
中
の
気
分
が
︑
此
⽅
へ
乗
り
移
る
の
だ
ね
︒﹂︵
⼗
の
六
︶

と
い
う
気
分
の
転
移
や
継
続
性
に
つ
い
て
の
原
⼝
の
説
明
が
あ
り
︑
本
作
に
お
い
て
⼗
分

意
識
さ
れ
て
い
た
概
念
だ
と
い
え
る
︒ 

︵
8
︶
注
︵
1
︶
拙
稿
参
照 

︵
9
︶
⽯
原
千
秋
﹃
反
転
す
る
漱
⽯
﹄︵
⻘
⼟
社
︑
⼀
九
九
七
・
平
成
九
年
︶ 

︵
10
︶
千
種
キ
ム
ラ
・
ス
テ
{
�
ブ
ン
﹃﹃
三
四
郎
﹄
の
世
界
︵
漱
⽯
を
読
む
︶﹄︵
翰
林
書
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房
︑
⼀
九
九
五
・
平
成
七
年
︶
は
︑
⾥
⾒
家
内
お
よ
び
外
で
の
⼆
⼈
の
や
り
取
り
に
つ
い

て
︑﹁
傲
慢
﹂
な
三
四
郎
に
対
し
︑﹁
美
禰
⼦
が
い
か
に
繊
細
な
⼼
く
ば
り
の
で
き
る
⼈
間

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
﹂
と
⼆
⼈
の
落
差
を
論
じ
て
い
る
が
︑
⾒
て
き
た
よ
う
に
美
禰

⼦
も
ま
た
三
四
郎
に
対
し
て
は
傲
慢
で
あ
り
︑
本
稿
で
は
そ
う
し
た
⼆
⼈
の
﹁
無
作
法
﹂

な
関
係
が
︑
こ
の
あ
と
続
い
て
い
く
と
考
え
て
い
る
︒ 

︵
11
︶
秋
⼭
公
男
﹁﹃
三
四
郎
﹄
⼩
考―

﹁
露
悪
家
﹂
美
禰
⼦
と
そ
の
結
婚
の
意
味
﹂︵﹃
⽇

本
近
代
⽂
学
﹄
第
⼆
四
集
︑
⼀
九
七
七
・
昭
和
五
⼆
年
︶
は
︑
こ
の
丹
⻘
会
の
場
⾯
に
つ

い
て
︑
美
禰
⼦
が
野
々
宮
に
あ
て
つ
け
る
た
め
に
三
四
郎
を
﹁
だ
し
﹂
に
使
Í
て
い
る
と

指
摘
し
て
い
る
︒ 

︵
12
︶
須
⽥
千
⾥
﹁
愚
弄
す
る
美
禰
⼦̶
﹃
三
四
郎
﹄
試
論̶

﹂︵﹃
国
語
国
⽂
﹄
第
⼋
⼋

巻
第
⼋
号
︑
⼆
〇
⼀
九
・
令
和
元
年
︶
は
︑
こ
の
場
⾯
に
つ
い
て
︑
美
禰
⼦
が
求
愛
を
拒

絶
す
る
と
い
う
解
釈
も
あ
る
と
し
つ
つ
︑そ
う
で
は
な
く
︑そ
の
場
し
の
ぎ
の
嘘
で
あ
り
︑

三
四
郎
に
気
を
も
た
せ
る
た
め
の
﹁
演
戯
﹂
だ
と
し
て
︑
美
禰
⼦
が
三
四
郎
を
弄
ぶ
物
語

と
い
う
⼀
貫
し
た
解
釈
を
試
み
て
い
る
︒
だ
が
本
稿
で
は
︑
美
禰
⼦
に
集
中
し
て
い
た
三

四
郎
の
意
識
が
︑
美
禰
⼦
の
﹁
注
意
﹂
に
よ
Í
て
そ
ら
さ
れ
る
と
い
う
展
開
か
ら
︑
三
四

郎
を
こ
れ
ま
で
の
情
緒
的
関
係
に
留
め
よ
う
と
す
る
︑
美
禰
⼦
の
⼼
理
的
反
応
に
由
来
し

た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒ 

︵
13
︶
美
禰
⼦
の
懺
悔
は
﹃
旧
約
聖
書
﹄﹁
詩
篇
﹂
第
五
⼀
編
第
三
節
に
⾒
え
る
も
の
で
︑

イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
ダ
ビ
デ
が
︑
部
下
ウ
リ
ヤ
の
美
し
い
妻
を
⾒
初
め
て
奪
い
︑
ウ
リ
ヤ
を

戦
の
最
前
線
に
⾏
か
せ
間
接
的
に
殺
し
た
罪
に
つ
い
て
懺
悔
し
た
⾔
葉
で
あ
る
︒
男
⼥
の

⼊
れ
替
え
は
あ
る
が
︑
結
婚
相
⼿
の
奪
い
合
い
と
し
て
⾒
れ
ば
︑
懺
悔
の
⾔
葉
を
⼝
に
し

た
美
禰
⼦
こ
そ
が
ダ
ビ
デ
で
あ
り
︑
縁
談
の
相
⼿
を
奪
わ
れ
た
よ
し
⼦
が
部
下
の
ウ
リ
ヤ

に
相
当
す
る
だ
ろ
う
︒
注
︵
12
︶
須
⽥
論
も
ま
た
︑
美
禰
⼦
の
懺
悔
︑
謝
罪
に
つ
い
て
︑

三
四
郎
や
野
々
宮
に
で
は
な
く
︑
よ
し
⼦
に
向
け
て
の
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
︒ 

︵
14
︶
藤
井
淑
禎
﹃
⼩
説
の
考
古
学
へ
 

⼼
理
学
・
映
画
か
ら
⾒
た
⼩
説
技
法
史
﹄︵
名

古
屋
⼤
学
出
版
会
︑
⼆
〇
〇
⼀
・
平
成
⼀
三
年
︶
は
︑
代
助
は
﹁
情
緒
の
⽀
配
を
受
け
や

す
い
タ
イ
プ
﹂
で
あ
り
︑﹁
⼼
理
学
の
成
果
に
裏
打
ち
さ
れ
た
感
覚
描
写
の
実
践
の
み
な
ら

ず
︑
⼩
説
と
い
う
枠
を
借
り
て
︑
最
新
の
⼼
理
学
が
明
ら
か
に
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
・

情
報
の
啓
蒙
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
し
ま
Í
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
い
か
に
も
︿
⼼
理
学
の
時

代
﹀
な
ら
で
は
の
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
と
い
う
⼩
説
の
濃
厚
な
同
時
代
性
を
⾒
る
思
い
が
す
る
﹂

と
論
じ
て
い
る
︒ 

︵
15
︶
注
︵
6
︶
拙
稿
に
て
︑﹁
そ
れ
か
ら
﹂
に
お
け
る
情
調
に
注
⽬
し
論
じ
て
い
る
の

で
参
照
さ
れ
た
い
︒ 

 

＊
﹁
三
四
郎
﹂
の
本
⽂
引
⽤
は
初
出
紙
に
拠
Í
て
い
る
︒ 




