
一
、
は
じ
め
に

昭
和
六
十
三
年
七
月
二
十
九
日
、
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
第
七
十
四
回
大

会
に
お
い
て
、
愛
知
教
育
大
学
の
王
文
樵
氏
の
「
日
本
語
教
育
の
た
め
の
表
現

研
究
l
|
l
文
学
作
品
の
敬
語
表
現
を
中
心
に
し
て
ー
ー
」
と
題
す
る
研
究
発
表

が
あ
っ
た
。
氏
は
「
文
学
作
品
に
お
け
る
敬
語
は
伝
達
の
機
能
だ
け
で
な
く
、

文
学
的
効
果
を
も
っ
て
い
て
、
作
家
の
芸
術
的
意
図
を
具
現
化
す
る
道
具
の
一

つ
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
前
提
と
し
て
、
川
端
康
成
『
千
羽
鶴
』
の
地
の
文

に
お
け
る
人
称
詞
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
集
計
と
分
類
を
通
し
て
ほ
ぼ
次
の
よ
う

な
結
論
を
導
い
て
い
る
。

「
三
人
の
女
性
だ
け
に
多
量
な
敬
称
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
三
人

の
女
性
（
引
用
者
注
太
田
夫
人
・
太
田
文
子
・
稲
村
ゆ
き
子
）
に
代
表

さ
れ
る
女
性
美
の
幻
想
世
界
を
構
築
す
る
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
優
雅
な
茶
道
、
美
し
い
女
性
と
い
う
内
容
上
の
美
と
一
致
さ
せ
る
た

め
に
、
呼
称
と
い
う
表
現
上
の
美
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
敬
称
を
駆

使
し
て
、
女
性
美
の
世
界
を
構
築
し
た
こ
と
の
背
後
に
、
作
者
の
敬
語
意

識
が
あ
る
。
川
端
康
成
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
敬
称
は
敬
意
よ
り
も
美
的

川
端
康
成

『
千
羽
鶴
』

な
要
素
が
多
い
。
つ
ま
り
、
川
端
康
成
は
敬
称
を
美
の
造
形
の
手
段
と
し

て
、
女
性
美
を
強
調
し
、
こ
の
作
品
に
大
き
な
文
学
的
な
香
り
を
与
え

て
、
作
品
の
文
学
的
価
値
を
上
げ
た
の
で
あ
る
。
」

確
か
に
こ
の
作
品
で
は
登
場
人
物
を
呼
ぶ
の
に
＾
令
嬢
＞
＾
夫
人
＞
な
ど
の

呼
称
が
使
わ
れ
て
お
り
、
外
国
人
研
究
者
で
あ
る
王
氏
が
そ
れ
に
注
目
さ
れ
た

の
は
自
然
な
成
行
き
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
ら
の
呼
称
を
作
家
の
美
意
識
と

結
び
付
け
た
。
そ
の
着
眼
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
た
だ
、
作
品
の
中
の

（注

1
)

人
称
詞
の
選
択
に
は
、
森
岡
健
二
氏
も
説
く
よ
う
に
、
語
り
手
の
視
点
と
作
中

人
物
に
対
す
る
待
遇
を
示
す
機
能
が
大
き
く
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
し
、
『
千
羽

鶴
』
の
場
合
も
、
こ
れ
ら
の
呼
称
が
単
に
女
性
美
の
形
象
だ
け
を
担
う
だ
け
に

止
ま
る
も
の
と
も
考
兄
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
改
め
て
こ
の
作
品
を
読
み
返
し
て

み
る
と
、
地
の
文
だ
け
で
な
く
会
話
の
中
の
人
称
詞
の
選
択
に
も
作
中
人
物
の

心
情
の
あ
り
方
や
そ
の
変
化
を
示
唆
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
こ

と
に
気
づ
く
。
そ
こ
で
王
氏
の
読
み
と
は
別
な
銀
点
か
ら
『
千
羽
鶴
』
の
主
要

な
作
中
人
物
に
つ
い
て
、
そ
の
人
称
詞
に
関
わ
る
語
を
す
べ
て
抜
き
出
し
、
そ

れ
ら
の
意
味
と
効
果
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
な
お
『
千
羽
鶴
』
の

本
文
は
「
現
代
日
本
文
学
大
系
5
2
『
川
端
康
成
集
』
筑
摩
書
房
刊
」
に
よ
っ

に
お
け
る
人
称
詞

相

原

林

司
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こ
こ
で
言
う
人
称
詞
と
は
、
小
説
に
登
場
す
る
人
物
が
地
の
文
な
り
会
話
な

り
の
中
で
ど
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の

人
称
詞
に
は
、
個
有
名
の
他
に
、
代
名
詞
、
親
族
呼
称
、
職
業
上
の
階
層
名
な

ど
が
用
い
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
人
の
人
物
を
指
す
人
称
詞
は
そ

の
作
品
を
通
じ
て
変
ら
な
い
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
一
人
の
人
物
に
複

数
の
人
称
詞
が
用
い
ら
れ
る
と
か
、
作
品
の
途
中
で
呼
称
が
変
更
さ
れ
る
と
か

の
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。

0
作
中
人
物
の
相
互
関
係
が
複
線
形
を
な
す
場
合
。

0
そ
の
人
物
に
対
す
る
他
の
人
物
（
例
え
ば
視
点
人
物
）
の
見
方
が
変
る
均

合。
0
作
品
の
叙
述
を
支
え
る
視
点
人
物
が
入
れ
替
る
場
合
。

例
え
ば
、
太
宰
治
『
桜
桃
』
に
お
い
て
主
人
公
に
＾
父
＞
＾
夫
V
A
私
＞
と

い
う
三
種
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
第
一
の
例
、
川
端
康
成
『
山
の

音
』
で
尾
形
信
吾
と
息
子
の
修
一
が
＾
信
吾
＞
＾
修
一
＞
の
他
に
＾
父
＞
＾
息

子
＞
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
第
三
の
例
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
志
賀
直
哉
『
網
走

ま
で
』
で
同
一
人
物
に
＾
女
の
人
＞
＾
母
＞
の
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、

そ
の
女
性
が
一
人
の
女
と
し
て
の
面
と
子
ど
も
の
母
親
と
し
て
の
面
の
双
方
を

視
点
人
物
の
＾
自
分
＞
に
見
せ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
第
二
の
例
に
挙
げ
て

よ
い
。だ

が
、
小
説
の
中
の
人
称
詞
を
追
っ
て
ゆ
く
と
、
時
折
、
に
わ
か
に
は
理
解

し
が
た
い
よ
う
な
使
い
方
に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
。
私
の
気
づ
い
た
も
の
で

は
、
庄
野
潤
―
―
一
の
短
椙
『
蟹
』
の
作
中
人
物
が
＾
父
親
＞
八
細
君
＞
＾
男
の

二
、
小
説
作
品
の
人
称
詞

た
。
（
『
雪
国
』
ま
で
の
戟
前
の
作
品
に
つ
い
て
も
同
じ
）

子
＞
＾
女
の
子
＞
と
、
一
見
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
た
人
称
詞
で
呼
ば
れ
て
い
る
の

や
、
中
島
敦
『
山
月
記
』
で
李
徴
の
告
白
の
湯
面
に
お
け
る
自
称
詞
が
＾
自

分
＞
と
＾
己
＞
と
に
分
か
れ
て
い
る
の
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の

よ
う
な
人
称
詞
の
使
い
方
も
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
そ
れ
な
り
の
必
然
性
は
見
い

（注
2
)

だ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
『
蟹
』
に
つ
い
て
は
す
で
に
私
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

本
稿
て
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
『
千
羽
鶴
』
は
、
右
の
よ
う
な
意
味
で
人
称

詞
の
使
用
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
作
中
人
物
の
相
互
関

係
や
心
情
の
推
移
な
ど
に
相
応
し
た
人
称
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
ろ
と
評
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
『
千
羽
鶴
』
と
い
う
作
品
は
、
こ
の
作
者
の
他
の
作
品

に
比
べ
て
も
作
中
人
物
の
相
互
関
係
が
適
度
に
入
り
組
ん
で
お
り
、
し
か
も
場

面
の
進
展
に
伴
っ
て
相
互
の
意
識
や
待
遇
性
に
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
い

う
点
で
、
人
称
詞
を
通
し
て
表
現
を
分
析
す
る
に
は
好
都
合
な
作
品
な
の
で
あ

ろ。

三
、
『
千
羽
鶴
』
の
人
称
詞

三
谷
菊
治
主
人
公
の
三
谷
菊
治
に
関
す
る
人
称
詞
は
、
地
の
文
に
お
い
て
も

会
話
に
お
い
て
も
終
始
一
貫
し
て
安
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
の
文
で
は

＾
菊
治
＞
と
呼
ば
れ
、
会
話
の
中
で
は
、
太
田
夫
人
・
栗
本
ち
か
子
か
ら
＾
菊

治
さ
ん
＞
、
そ
し
て
太
田
文
子
か
ら
＾
三
谷
さ
ん
＞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
呼
称
の
安
定
は
、
こ
の
作
品
が
一
貫
し
て
菊
治
の
視
点
に
も
と
づ
い

て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
作

中
の
人
間
関
係
は
菊
治
を
軸
に
し
て
設
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
三
人
の
女
性
の
間
の
呼
称
の
異
同
は
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
菊

治
を
そ
の
子
供
の
頃
か
ら
知
っ
て
い
る
夫
人
や
ち
か
子
は
彼
を
名
前
で
呼
ぶ
の

が
自
然
で
あ
る
（
彼
女
ら
が
姓
で
呼
ぶ
の
は
菊
治
の
父
）
が
、
若
い
文
子
に
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は
、
菊
治
を
そ
の
名
前
で
呼
ぶ
の
が
、
あ
ま
り
に
な
れ
な
れ
し
く
て
は
ば
か
ら

れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
作
品
の
続
篇
と
見
ら
れ
る
『
波
千
鳥
』
と

い
う
作
品
に
は
、
文
子
の
菊
治
へ
の
手
紙
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で

（注
3
)

は
菊
治
を
＾
菊
治
さ
ん
＞
＾
あ
な
た
＞
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う

な
叙
述
に
暗
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
千
羽
鶴
』
の
末
尾
に
近
く
、
二
人
の
関
係

に
変
化
の
生
じ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。

り
菊
治
は
つ
つ
と
立
つ
と
、
呪
縛
で
動
け
な
い
人
を
助
け
起
す
や
う
に
、
文

子
の
肩
を
つ
か
ん
だ
。
文
子
の
抵
抗
は
な
か
っ
た
。
（
「
二
重
星
」
の
章
）

岡
文
子
は
菊
治
に
、
比
較
の
な
い
絶
対
に
な
っ
た
。
決
定
の
運
命
に
な
っ

た
。
（
同
右
）

栗
本
ち
か
子
こ
の
人
物
に
関
す
る
人
称
詞
は
、
地
の
文
で
＾
栗
本
ち
か
子
＞

ま
た
は
＾
ち
か
子
＞
で
終
始
す
る
。
ま
た
、
主
人
公
の
菊
治
は
直
接
に
は
＾
あ

ん
た
＞
と
呼
び
、
太
田
夫
人
や
文
子
、
ま
た
稲
村
ゆ
き
子
と
の
会
話
の
中
で
は

＾
栗
本
＞
と
呼
び
捨
て
に
し
た
り
、
時
に
は
＾
あ
の
女
＞
＾
あ
い
つ
＞
な
ど
と

呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

⑱
「
あ
の
女
に
運
命
を
さ
は
ら
れ
た
く
な
い
ん
で
す
よ
。
あ
の
女
に
、
稲
村

さ
ん
を
紹
介
さ
れ
た
と
は
、
ど
う
も
信
じ
に
く
い
や
う
で
す
。
」
（
「
森
の

夕
日
」
の
章
）

山
「
仲
人
を
す
る
と
い
ふ
栗
本
だ
っ
て
、
父
の
女
で
す
よ
。
あ
い
つ
は
過
去

の
毒
気
を
吹
き
か
け
る
。
あ
な
た
は
父
の
最
後
の
女
だ
が
、
父
も
幸
福
だ

っ
た
と
、
僕
は
思
ひ
ま
す
よ
。
」
（
同
右
）

こ
の
＾
あ
の
女
＞
＾
あ
い
つ
＞
な
ど
は
、
ち
か
子
へ
の
反
感
で
菊
治
の
感
情
の

高
ぷ
っ
た
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
一
種
の
蔑
称
と
考

え
て
よ
い
。

そ
の
他
で
は
、
太
田
夫
人
か
ら
＾
あ
の
方
＞
＾
栗
本
さ
ん
＞
の
よ
う
に
呼
ば

れ
、
文
子
か
ら
は
当
初
＾
お
師
匠
さ
ん
＞
と
呼
ば
れ
る
が
、
の
ち
に
は
そ
れ
が

A
栗
本
さ
ん
＞
に
変
る
。
文
子
の
呼
び
方
が
こ
の
よ
う
に
変
る
の
は
、
ち
か

子
に
対
す
る
意
識
の
変
化
ー
~
敬
意
の
減
退
ー
！
—
を
反
映
す
る
も
の
か
、
ま
た

は
、
こ
れ
に
先
行
し
て
次
の
よ
う
に
、
文
子
の
茶
道
へ
の
断
念
が
語
ら
れ
る
の

で
、
そ
の
影
響
な
の
か
、
に
わ
か
に
断
定
し
え
な
い
。

固
「
墨
さ
ん
が
…
・
:
？
ど
う
し
て
わ
か
っ
た
ん
で
せ
う
。
こ
は
い
人
だ

ゎ
。
」
（
「
二
重
星
」
の
章
）

ち
ょ
っ
と
注
意
を
惹
か
れ
る
の
は
、
地
の
文
で
一
個
所
、
ち
か
子
に
＾
彼

女
＞
と
い
う
人
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
わ
い
・
け
ん

佃
ち
か
子
は
父
の
あ
と
を
つ
け
廻
し
た
り
、
未
亡
人
の
家
へ
度
々
強
意
見
に

出
向
い
た
り
、
彼
女
自
身
の
地
底
の
嫉
妬
が
噴
火
し
た
か
の
や
う
で
あ
っ

た
。
（
「
千
羽
鶴
」
の
章
）

こ
れ
は
恐
ら
く
単
純
な
文
脈
指
示
の
用
法
で
、
こ
の
呼
称
自
体
に
特
別
な
意
味

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
作
品
で
は
こ
れ
以
外
に
＾
彼
女
＞
の
使
用

が
見
ら
れ
ず
、
ま
た
、
川
端
作
品
に
お
け
る
＾
彼
女
＞
の
使
用
に
は
あ
る
種
の

傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
改
め
て
考
え
て

み
た
い
。

太
田
夫
人
太
田
夫
人
が
直
接
作
品
面
に
登
場
す
る
の
は
初
め
の
二
章
だ
け
で

あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
人
物
に
関
わ
る
人
称
詞
は
他
の
作
中
人
物
に
比
ぺ
て

も
っ
と
も
変
化
に
富
む
。
そ
れ
は
、
こ
の
人
物
が
主
人
公
を
初
め
作
中
の
他
の

人
物
と
の
関
わ
り
が
複
雑
で
そ
れ
だ
け
に
愛
憎
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
多
く
、

ま
た
、
女
の
性
の
悲
し
み
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
体
現
者
と
し
て
重
要
な
意

味
を
持
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
地
の
文
で
は
＾
太
田
の
未
亡
人
V
A
末
亡
人
＞
＾
太
田
夫
人
V
A
夫

人
＞
＾
こ
の
女
V
A
文
子
の
母
＞
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
＾
夫
人
＞
は
王
氏
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の
言
っ
よ
う
に
一
種
の
敬
称
で
あ
る
。
た
だ
し
、
＾
未
亡
人
＞
と
い
う
呼
称

は
、
夫
人
の
先
夫
と
の
関
わ
り
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
必
ず

し
も
蔑
称
で
は
あ
る
ま
い
。
同
じ
く
菊
治
の
亡
父
の
愛
人
で
あ
っ
て
も
、
栗
本

ち
か
子
と
比
べ
て
地
の
文
で
も
明
ら
か
に
待
遇
が
違
う
の
は
、
太
田
夫
人
が
も

と
父
の
友
人
の
妻
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ち
か
子
は
菊
治
の
家
に
出
入
す
る
一

介
の
茶
の
湯
の
師
匠
で
あ
っ
た
、
と
い
う
二
人
の
階
層
的
な
差
に
も
と
づ
く
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
に
ち
か
子
の
ほ
う
は
菊
治
に
と
っ
て
子

供
の
頃
か
ら
身
近
か
な
存
在
で
あ
り
、
遠
慮
の
な
い
閻
柄
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
た
だ
、
そ
れ
ら
に
も
増
し
て
、
ち
か
子
の
胸
の
あ
ざ
に
象
徽
さ
れ
る
よ
う

に
菊
治
の
ち
か
子
に
対
す
る
反
感
や
嫌
悪
恙
と
、
対
照
的
に
太
田
夫
人
に
対
す

る
思
慕
の
情
と
が
地
の
文
に
お
け
る
二
人
の
扱
い
に
も
反
映
し
て
い
る
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

太
田
夫
人
に
対
す
る
幾
つ
か
の
呼
称
の
中
で
＾
こ
の
女
＞
と
い
う
待
遇
性
を

抑
え
た
呼
び
か
た
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
菊
治
が
夫
人
と
対
面
し
て
い
て
、

亡
き
父
と
自
分
と
が
重
な
っ
て
き
そ
う
な
予
感
を
覚
え
る
場
面
に
集
中
し
て
使

わ
れ
て
い
る
。

切
う
つ
か
り
し
て
ゐ
る
と
、
こ
の
女
に
愛
さ
れ
て
ゐ
た
父
を
自
分
の
う
ち
に

感
じ
さ
う
で
さ
へ
あ
っ
た
。
こ
の
女
と
古
く
か
ら
翌
し
い
と
い
ふ
錯
覚
に

誘
ひ
こ
ま
れ
さ
う
で
あ
っ
た
。

父
が
ち
か
子
と
は
直
ぐ
別
れ
て
、
こ
の
女
と
は
死
ぬ
ま
で
続
い
た
の
も

分
る
が
、
ち
か
子
は
太
田
夫
人
を
馬
鹿
に
し
て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
な
い
と
、

菊
治
に
は
思
へ
た
。
（
「
千
羽
鶴
」
の
章
）

そ
れ
は
ま
た
、
次
に
菊
治
と
夫
人
と
の
間
に
生
じ
る
関
係
を
予
告
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
相
手
の
身
分
や
地
位
を
捨
象
し
て
一
人
の
女
と
し
て
見
る

こ
と
を
示
す
の
が
＾
こ
の
女
＞
と
い
う
人
称
詞
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
鎌
倉
の
旅
舘
の
場
面
で
は
、
そ
の
冒
頭
に
、

⑧
太
田
夫
人
は
少
な
く
と
も
四
十
五
歳
前
後
の
は
ず
で
、
菊
治
よ
り
は
二
十

歳
近
く
上
な
の
だ
ら
う
が
、
年
上
と
い
ふ
感
じ
を
菊
治
に
忘
れ
さ
せ
た
。

（
「
千
羽
鶴
」
の
章
）

と
あ
る
以
外
は
、
す
べ
て
＾
夫
人
＞
と
い
う
呼
び
方
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。

＾
太
田
夫
人
V
A
太
田
末
亡
人
＞
の
よ
う
な
改
ま
っ
た
呼
称
が
使
わ
れ
な
い
の

は
、
二
人
の
関
係
の
変
化
を
示
す
と
と
も
に
、
ま
た
そ
の
切
迫
し
た
心
情
を
写

し
出
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
場
面
の
展
開
か
ら
考
え
て
、
改
ま
っ
て

＾
太
出
夫
人
＞
八
太
田
未
亡
人
＞
な
ど
と
呼
ぶ
余
裕
が
菊
治
の
心
に
も
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
現
象
は
「
森
の
夕
日
」
の
章
で
、
夫
人
が

菊
治
の
も
と
を
訪
ね
る
場
面
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
夫
人
の
死

後
、
菊
治
が
志
野
の
水
指
の
運
命
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
場
面
な
ど
で
、

⑨
太
田
夫
人
の
骨
壺
の
前
で
花
立
に
な
っ
て
ゐ
た
の
が
、
今
日
は
本
来
の
水

指
に
な
つ
て
ゐ
る
。

太
田
夫
人
の
手
に
あ
っ
た
も
の
が
、
栗
本
ち
か
子
の
手
に
あ
っ
か
は
れ

て
ゐ
る
。
太
田
夫
人
が
死
ん
で
か
ら
、
娘
の
文
子
の
手
に
渡
り
、
文
子
か

ら
ま
た
菊
治
の
手
に
渡
さ
れ
た
。

妙
な
運
命
の
や
う
な
水
指
だ
が
、
茶
道
具
‘
と
は
そ
ん
な
も
の
か
も
し
れ

な
い
。
（
「
母
の
口
紅
」
の
章
）

と
、
＾
太
田
夫
人
＞
が
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

さ
ら
に
＾
文
子
の
母
＞
と
い
う
呼
び
方
も
何
個
所
か
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ

は、
岡
菊
治
の
父
に
黒
を
出
し
、
文
子
の
母
は
赤
で
、
女
夫
茶
碗
と
し
た
の
で
は

な
か
ら
う
か
。

⑪
文
子
も
菊
治
も
、
文
子
の
母
の
死
に
つ
か
れ
て
ゐ
て
、
か
う
い
ふ
異
様
な
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感
傷
に
も
さ
か
ら
へ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

1

対
の
楽
茶
碗
は
菊
治

に
文
子
と
共
通
の
悲
し
み
を
深
め
た
。
（
「
絵
志
野
」
の
章
）

の
よ
う
に
、
夫
人
が
菊
治
の
父
と
の
関
わ
り
で
回
想
さ
れ
て
い
る
と
き
か
、

⑫
玄
関
で
文
子
に
迎
へ
ら
れ
た
時
か
ら
、
菊
治
が
や
は
ら
か
い
感
じ
を
受
け

た
の
も
、
文
子
の
や
さ
し
い
円
顔
に
、
母
の
面
影
を
見
た
せ
ゐ
も
あ
っ

た。
夫
人
が
菊
治
に
父
の
面
影
を
見
て
、
あ
や
ま
ち
を
犯
し
た
の
だ
と
す
る

と
、
菊
治
が
文
子
を
母
に
似
て
ゐ
る
と
思
ふ
の
は
、
戦
慄
す
べ
き
呪
縛
の

や
う
な
も
の
だ
が
、
菊
治
は
素
直
に
誘
ひ
寄
せ
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。
（
同

右）

の
よ
う
に
、
菊
治
が
文
子
に
夫
人
の
面
影
を
重
ね
て
偲
ん
で
い
る
と
き
に
使
わ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
菊
治
が
文
子
と
の
間
の
共
通
体
験
を
通
し
て
文
子
と
の

一
体
感
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
さ
ら
に
、

⑬
文
子
が
ぐ
ら
っ
と
の
し
か
か
つ
て
来
る
け
は
ひ
で
、
き
ゅ
っ
と
体
を
固
く

し
た
菊
治
は
、
文
子
の
意
外
な
し
な
や
か
さ
に
、
あ
っ
と
声
を
立
て
さ
う

だ
っ
た
。
烈
し
く
女
を
感
じ
た
。
文
子
の
母
の
太
田
夫
人
を
感
じ
た
。

（
中
略
）

匂
ひ
は
強
く
来
た
。
夏
の
朝
か
ら
夕
方
ま
で
勤
め
に
ゐ
た
女
の
体
臭
は

濃
く
な
っ
て
ゐ
た
。
菊
治
は
文
子
の
匂
ひ
を
感
じ
て
、
や
は
り
太
田
夫
人

の
匂
ひ
を
感
じ
た
。
太
田
夫
人
の
抱
擁
の
匂
ひ
で
あ
っ
た
。
（
「
二
重
星
」

の
章
）

の
よ
う
に
切
迫
し
た
場
面
に
な
る
と
、
文
子
の
母
で
あ
る
と
と
も
に
一
人
の
女

と
し
て
の
太
田
夫
人
が
表
面
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

菊
治
は
太
田
夫
人
を
直
接
に
は
＾
あ
な
た
＞
＾
奥
さ
ん
＞
と
呼
び
か
け
て
い

る
。
「
森
の
夕
日
」
の
章
で
は
、
最
初
＾
奥
さ
ん
＞
で
あ
っ
た
も
の
が
、
菊
治

の
感
情
が
激
し
て
く
る
に
伴
っ
て
、
親
し
み
を
こ
め
た
＾
あ
な
た
＞
に
変
っ
て

ゆ
く
の
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
栗
本
ち
か
子
は
菊
治
と
の
会
話
の
中
で
夫
人

を
＾
太
田
の
奥
さ
ん
＞
＾
太
田
さ
ん
＞
＾
あ
の
奥
さ
ん
＞
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
が

多
い
が
、
場
面
に
よ
っ
て
は
＾
あ
の
人
＞
＾
あ
の
ひ
と
＞
と
敬
称
抜
き
で
呼
ぶ

こ
と
が
あ
る
。

⑭
「
あ
の
人
は
用
心
な
さ
い
よ
。
し
を
ら
し
さ
う
に
見
せ
て
、
い
つ
も
自
分

に
は
罪
が
な
い
と
い
ふ
顔
を
し
て
、
な
に
を
考
へ
て
る
か
分
ら
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
か
ら
。
」
（
「
千
羽
鶴
」
の
章
）

⑮
私
の
考
へ
る
の
に
、
あ
の
ひ
と
は
ひ
よ
っ
と
す
る
と
、
あ
て
が
あ
っ
た
ん

ぢ
や
な
い
か
、
自
分
が
死
ん
だ
後
は
、
菊
治
さ
ん
が
娘
を
見
て
く
れ
や
し

な
い
か
・
・
・
・
・
・
。
」
（
「
母
の
口
紅
」
の
章
）

こ
れ
ら
は
、
ち
か
子
の
太
田
夫
人
へ
の
心
情
の
激
化
ー
ー
反
感
の
昂
ま
り
I

を
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

太
田
文
子
地
の
文
で
の
人
称
詞
は
「
千
羽
鶴
」
の
章
で
＾
太
田
の
令
嬢
＞

＾
太
田
令
嬢
＞
＾
令
嬢
＞
が
用
い
ら
れ
る
が
、
「
森
の
夕
日
」
の
章
の
途
中
か

ら
あ
と
は
、
＾
文
子
＞
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
。
こ
れ
は
主
人
公
菊
治
の
文
子

に
対
す
る
意
識
の
変
化
—
|
親
近
感
の
深
ま
り
—
ー
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
、
「
千
羽
鶴
」
の
章
で
も
そ
の
末
尾
に
近
く
、
一
度
だ
け
、

⑯
令
嬢
の
言
葉
か
ら
、
菊
治
は
千
羽
鶴
の
令
嬢
の
姿
を
、
ふ
と
思
ひ
浮
べ
て

ゐ
る
と
、
そ
こ
で
文
子
が
立
止
ま
つ
て
別
れ
を
告
げ
た
。
（
「
千
羽
鶴
」
の

章）

と
＾
文
子
＞
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
千
羽
鶴
の
令
嬢

(11稲
村
ゆ
き

子
）
」
と
の
混
同
を
避
け
た
と
も
、
次
章
以
下
の
＾
文
子
＞
へ
の
橋
渡
し
と
も

と
れ
そ
う
で
あ
る
。
逆
に
「
絵
志
野
」
の
章
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
呼
称
が
＾
文

子
＞
で
あ
る
中
に
一
個
所
、
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⑬
ど
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
こ
の
令
嬢
は
抵
抗
を
示
す
の
だ
ら
う
か
。
（
「
絵

志
野
」
の
章
）

と
、
菊
治
の
内
言
を
述
べ
た
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
は
菊
治
が
胸
の
中
で
文
子
を

改
め
て
一
人
の
女
性
と
し
て
見
直
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
も
ま
た
、
菊
治
の
心
情
の
動
き
を
地
の
文
の
中
に
読
み
と
れ
る
よ
う
に

思
う
。菊

治
の
文
子
に
対
す
る
直
接
の
呼
称
は
、
「
千
羽
鶴
」
の
章
で
は
＾
あ
な

た
＞
が
使
わ
れ
、
「
検
志
野
」
の
章
以
後
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
＾
文
子
さ
ん
＞

に
変
る
。
一
般
的
な
他
称
で
あ
る
＾
あ
な
た
＞
よ
り
、
個
有
名
の

A
文
子
＞
を

使
う
ほ
う
が
親
密
さ
を
表
す
の
に
有
効
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
＾
ぁ

な
た
＞
か
ら
八
文
子
さ
ん
＞
へ
の
転
換
に
も
菊
治
の
文
子
へ
の
心
情
の
変
化
が

読
み
と
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
太
田
夫
人
は
菊
治
と
の
会
話
の
中
で
文
子
を

＾
文
子
V
A
あ
の
子
＞
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
る
。
八
あ
の
子
＞
は
純
粋
に
文
脈

指
示
の
用
法
と
考
え
て
よ
い
よ
う
だ
。
さ
ら
に
、
栗
本
ち
か
子
は
文
子
を
直
接

（
対
称
）
に
も
間
接
（
他
称
）
に
も
＾
文
子
さ
ん
＞
と
呼
ん
で
い
る
。
稲
村
ゆ

き
子
を
終
始
＾
お
嬢
さ
ん
＞
と
呼
ぶ
の
に
比
べ
る
と
、
両
者
の
親
疎
の
差
も
あ

ろ
う
が
、
菊
治
の
結
婚
相
手
と
し
て
ち
か
子
が
推
し
て
い
る
ゆ
き
子
と
む
し
ろ

邪
魔
な
存
在
で
あ
る
文
子
と
で
そ
の
扱
い
に
差
を
つ
け
て
い
る
こ
と
も
う
か
が

わ
れ
る
。

稲
村
ゆ
き
子
こ
の
人
物
に
蘭
す
る
人
称
詞
は
、
地
の
文
の
中
で
は
＾
千
羽
鶴

の
（
風
呂
敷
の
）
令
娯
V
A
稲
村
念
の
）
令
嬢
＞
＾
あ
の
令
嬢
＞
＾
令
嬢
＞
な

ど
と
多
様
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
＾
令
嬢
＞
で
一
貫
し
て
い
る
e

と
こ
ろ
が

「
二
重
星
」
の
章
の
途
中
で
、

⑲
菊
治
は
一
一
度
し
か
ゆ
き
子
に
会
つ
て
ゐ
な
い
。
（
「
二
電
星
」
の
章
）

と
あ
っ
て
、
そ
れ
以
後
は
地
の
文
に
も
八
ゆ
き
子
＞
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
こ
れ
は
、
ゆ
き
子
が
結
婚
し
た
と
ち
か
子
か
ら
聞
か
さ
れ
た
菊
治
が
「
烈

し
い
混
き
の
や
う
に
」
ゆ
き
子
の
面
影
に
執
着
す
る
、
そ
の
心
情
の
変
化
を
反

映
し
た
呼
称
の
変
化
な
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
ゆ
き

子
は
菊
治
に
と
っ
て
、
か
つ
て
の
よ
う
に
「
永
遠
に
彼
方
の
人
」
（
「
森
の
タ

日
」
の
章
）
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
菊
治
は
、
ゆ
き
子
に
対
し
て
直
接
に
は
＾
稲
村
さ
ん
＞
と
呼
び
か
け
、

栗
本
ち
か
子
や
太
田
夫
人
と
の
会
話
の
中
で
は
＾
稲
村
さ
ん
の
お
嬢
さ
ん
＞
＾

稲
村
さ
ん
＞
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
姓
で
呼
ば
れ
る
ゆ
き
子
と
、
名
で

呼
ば
れ
る
文
子
と
の
途
い
は
、
二
人
に
対
す
る
菊
治
の
心
情
的
な
親
疎
の
差
を

よ
く
示
し
て
い
よ
う
。
た
だ
「
二
重
星
」
の
章
に
入
る
と
、
栗
本
ち
か
子
や
文

子
と
の
会
話
の
中
に
何
回
か
＾
ゆ
き
子
さ
ん
＞
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
そ
れ
は
前
述
の
地
の
文
の
呼
称
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

栗
本
ち
か
子
の
ゆ
き
子
に
対
す
る
呼
び
か
た
は
、
菊
治
と
の
会
話
の
中
で

＾
稲
村
（
さ
ん
）
の
お
設
さ
ん
＞
八
稲
村
（
さ
ん
の
）
ゆ
き
子
さ
ん
＞
八
お
嬢

さ
ん
＞
な
ど
が
使
わ
れ
る
。
た
だ
「
二
童
星
」
の
章
で
一
度
だ
け
八
ゆ
き
子
さ

ん
＞
と
名
で
呼
ん
で
い
る
個
所
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
除
け
ば
常
に
姓
を
重
視
し

た
呼
び
方
で
、
同
じ
栗
本
が
太
田
文
子
を
＾
文
子
さ
ん
＞
と
名
だ
け
で
呼
ぷ
こ

と
の
多
い
の
と
よ
い
対
照
を
な
す
。
こ
の
よ
う
な
姓
を
重
視
し
た
呼
び
方
は
、

菊
治
の
縁
談
の
仲
介
者
を
自
任
し
て
い
る
ち
か
子
の
、
粗
手
方
の
「
家
」
に
こ

だ
わ
る
心
理
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
主
人
公
の
菊
治
の
自
称
詞
と
し
て
は
、
だ
れ
に
対
す
る
会
話
で
も

＾
僕
＞
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
太
田
夫
人
に
対
す
る
時
だ
け
は
、
茶
会
の
帰
途

に
二
人
が
出
会
う
場
面
で
、

⑲
「
そ
れ
で
お
俎
さ
ん
は
、
お
母
さ
ま
が
私
を
お
待
ち
に
な
っ
て
る
こ
と

を
、
御
存
じ
な
ん
で
す
か
。
」
（
「
千
羽
鶴
」
の
章
い
）
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⑳
「
私
の
父
は
、
お
嬢
さ
ん
を
ず
ゐ
ぶ
ん
苦
し
め
た
ん
で
せ
う
か
ら
。
」
（
同

右）

の
よ
う
に
A
私
＞
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
も
と
よ
り
年
長
者
の
夫
人
に

対
す
る
配
慮
も
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
こ
の
段
階
で
は
菊
治
が
夫
人
に
心
を
許
し

て
い
な
い
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
鎌
倉
の
旅
館
の
場
面
に

な
る
と
、

仰
「
僕
は
八
つ
か
九
つ
の
時
に
、
そ
の
あ
ざ
を
一
度
見
た
だ
け
だ
が
、
今
で

も
目
の
前
に
浮
ん
で
来
ま
す
よ
。
」
（
「
千
羽
鶴
」
の
章
）

⑫
「
あ
の
お
嬢
さ
ん
を
、
僕
に
見
せ
た
く
て
、
栗
本
は
僕
を
呼
ん
だ
ん
で
す

よ
。
」
（
同
右
）

の
よ
う
に
＾
僕
＞
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
自
称
詞
の
変
化
は
二
人
の

関
係
の
変
化
を
よ
く
映
し
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
菊
治
は
文
子
と
の
会
話
の
中
で
、
太
田
夫
人
を
初
め
の
う
ち
「
お
母

さ
ま
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
あ
と
、
菊
治
と
夫
人
と
の
こ
と
が
話
題
に
な
る
と
、

そ
の
呼
称
が
次
の
よ
う
に
や
や
砕
け
た
＾
お
母
さ
ん
＞
に
変
る
。

僻
「
ゆ
る
す
も
ゆ
る
さ
な
い
も
、
僕
は
お
母
さ
ん
に
感
謝
し
て
ゐ
ま
す
。
」

（
「
千
羽
鶴
」
の
章
）

こ
の
辺
り
に
も
主
人
公
の
心
理
の
徽
妙
な
変
化
が
伺
わ
れ
て
面
白
い
。

そ
の
他
に
は
、
「
二
重
星
」
の
章
の
初
め
の
ほ
う
で
、
菊
治
の
友
人
の
妻
の

人
称
詞
と
し
て
地
の
文
の
中
に
、
A
細
君
＞
が
使
わ
れ
て
い
る
の
が
目
を
惹
く
。

紗
若
い
細
君
は
髪
が
薄
れ
、
顔
の
色
も
薄
れ
、
産
後
の
や
つ
れ
が
残
っ
て
ゐ

る
ら
し
い
の
も
、
そ
れ
で
う
な
づ
け
た
。
（
「
二
重
星
」
の
章
）

こ
の
A
細
君
＞
は
、
尊
称
で
も
謙
称
で
も
な
く
、
一
種
の
親
称
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
こ
ん
な
用
法
に
も
、
作
中
人
物
の
人
称
詞
が
主
人
公
菊
治
の
意
識

に
も
と
づ
い
て
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

四
、
川
端
作
品
に
お
け
る
「
彼
女
」

あ
る
い
は
ま
た
、
文
子
が
母
親
の
形
見
の
志
野
の
筒
茶
碗
で
菊
治
の
た
め
に

茶
を
た
て
よ
う
と
し
て
、

僻
「
お
母
さ
ま
が
、
立
て
さ
せ
ま
せ
ん
わ
。
」
（
「
二
重
星
」
の
章
）

と
言
う
場
面
が
あ
る
。
こ
の
＾
お
母
さ
ま
＞
は
太
田
夫
人
を
指
す
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
な
ぜ
「
母
が
」
で
な
い
の
か
。
こ
れ
あ
る
い
は
文
子
の
心
の
動
揺
の

激
し
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
「
お
母
さ
ま
」
と
直
接
亡

き
母
に
呼
び
か
け
る
文
子
の
叫
び
が
菊
治
と
の
会
話
に
一
一
重
写
し
に
な
っ
て
現

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
彼
女
」
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
小
説
作
品
に
お
け
る
こ
の
呼
称
が

そ
の
作
品
に
お
い
て
有
す
る
表
現
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
近
代

語
と
し
て
の
「
彼
女
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
表
現
価
値
の
問
題
の
他
に
、
そ

の
使
用
過
程
と
併
せ
て
「
カ
ノ
オ
ン
ナ
」
か
「
カ
ノ
ジ
ョ
」
か
と
い
う
音
形
選

択
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
夏
目
漱
石
の
作
品
な
ど
を
吟

味
し
て
み
る
と
、
「
彼
女
」
と
い
う
字
形
は
一
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
与
え

ら
れ
る
音
形
に
は
「
カ
ノ
オ
ン
ナ
」
と
「
カ
ノ
ジ
ョ
」
の
双
方
あ
る
こ
と
が
、

全
集
本
の
ル
ビ
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
「
カ
ノ
オ
ン
ナ
」
か
ら
「
カ
ノ
ジ
ョ
」
へ
の
推
移
と
「
カ
ノ
ジ
ョ
」
と

い
う
語
の
社
会
的
定
着
に
は
無
声
映
画
の
解
説
者
の
読
み
が
関
わ
っ
て
い
る
、

（注
4
)

と
い
う
の
は
波
多
野
完
治
氏
の
説
で
あ
る
。
確
か
に
「
カ
ノ
ジ
ョ
」
が
話
し
言

葉
と
し
て
社
会
的
に
定
着
す
る
に
は
そ
の
よ
う
な
過
程
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
書
き
言
葉
と
し
て
の
「
カ
ノ
ジ
ョ
」
は
そ
れ
よ
り
早
く
小
説
な
ど
に
用

い
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
、
前
記
漱
石
作
品
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
一
部
の
知
識
層
の
間
で
は
日
常
会
話
に
も
使
わ
れ
て
い
た
こ
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と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

も
う
―
つ
の
問
題
は
、
こ
の
語
が
「
カ
ノ
オ
ン
ナ
」
か
ら
「
カ
ノ
ジ
ョ
」
に

移
っ
た
と
し
て
、
両
者
の
表
現
価
値
は
果
し
て
同
一
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
、
「
彼
女
」
は
「
此
女
」
「
其
女
」
と
並
ん
で
指
示

語
の
系
列
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
思
う
が
、
「
彼
女
」
は
そ
の
よ
う
な
系
列
を

持
た
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
彼
女
」
か
ら
そ
の
相
互
指
示
性
を
捨
象

し
た
の
が
「
彼
女
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
「
カ

ノ
」
と
い
う
音
形
が
あ
る
以
上
、
全
く
指
示
性
を
欠
く
わ
け
は
な
い
。
た
だ
そ

れ
は
、
あ
れ
こ
れ
と
い
う
相
対
的
な
指
示
で
は
な
く
、
い
わ
ば
絶
対
的
な
指
示

性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
彼
女
」
に
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
持
た
せ
た
り
、
独
自
の
用
法
を
生
み
出
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
彼
女
」
が
代
名
詞
で
な
く
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
に
つ
い
て
は
柳
父
章

（注
5
)

氏
の
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
「
彼
女
」
の
持
つ
一
種
の
絶
対
性
に
由
来
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
「
彼
女
」
を
、
新
感
覚
派
の
作
家
で

あ
る
川
端
康
成
が
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
か
。

川
端
作
品
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
「
彼
女
」
の
用
法
を
閲
し
て
ゆ
く
と
、
創

作
の
時
期
に
よ
っ
て
そ
こ
に
微
妙
な
違
い
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ま
ず
当
面

の
対
象
『
千
羽
鶴
』
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
一
例
の
み
で
、
そ
れ
は
栗

本
ち
か
子
が
、
菊
治
の
父
に
近
づ
い
た
太
田
夫
人
の
排
斥
に
動
い
た
こ
と
を
述

べ
る
条
に
、

こ
は
い
け
ん

⑳
ち
か
子
は
父
の
あ
と
を
つ
け
廻
し
た
り
、
未
亡
人
の
家
へ
度
々
強
意
見
に

出
向
い
た
り
、
彼
女
自
身
の
地
底
の
嫉
妬
が
噴
火
し
た
か
の
や
う
で
あ
っ

た
。
（
「
千
羽
鶴
」
の
章
）

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
近
い
＾
こ
の
女
＞
と
い
う
呼
称
は
同

じ
「
千
羽
鶴
」
の
章
で
、

⑳
う
つ
か
り
し
て
ゐ
る
と
、
こ
の
女
に
愛
さ
れ
て
ゐ
た
父
を
自
分
の
う
ち
に

感
じ
さ
う
で
さ
へ
あ
っ
た
。
こ
の
女
と
古
く
か
ら
親
し
い
と
い
ふ
錯
覚
に

誘
ひ
こ
ま
れ
さ
う
で
あ
っ
た
。
（
同
前
）

と
あ
る
。
＾
こ
の
女
＞
は
太
田
夫
人
を
指
す
が
、
こ
の
よ
う
な
＾
彼
女
＞
と

＾
こ
の
女
＞
の
使
い
分
け
は
、
二
人
の
女
性
に
対
す
る
菊
治
の
親
疎
の
差
、
ま

た
扱
い
の
軽
重
を
反
映
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

A
彼
女
＞
の
ほ
う
が
軽
い

感
じ
の
指
示
語
な
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
作
品
を
創
作
年
代
別
に
見
る
と
、
A
彼
女
＞
の
使
い
ざ
ま
は
次
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

『
白
い
満
月
』
（
大
正
1
4
年
）
『
禽
獣
』
（
昭
和
8
年
）
『
散
り
ぬ
る
を
』
（
昭
和

8
し

9
年
）
な
ど
初
期
の
作
品
で
は
、
作
中
の
女
性
は
そ
の
個
有
名
で
呼
ば
れ

る
と
と
も
に
＾
彼
女
＞
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
＾
彼
女
＞
は
ほ
ぼ

文
脈
指
示
ふ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

『
伊
豆
の
踊
子
』
（
大
正
15
年
）
の
A
彼
女
＞
の
用
法
に
は
か
な
り
特
徴
が
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
呼
称
が
作
中
人
物
の
「
踊
子
」
に
対
し
て
の
み
用
い

ら
れ
、
他
の
人
物
に
は
用
い
ら
れ
ず
、
踊
子
に
対
し
て
も
、
共
同
湯
で
踊
子
の

裸
身
を
見
て
「
私
」
が
自
分
の
思
い
違
い
に
気
付
く
辺
り
か
ら
あ
と
、
次
の
よ

う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

斡
私
の
足
も
と
の
寝
床
で
、
踊
子
が
真
赤
に
な
り
な
が
ら
両
の
掌
で
は
た
と

顔
を
抑
へ
て
し
ま
っ
た
。
彼
女
は
中
の
娘
と
―
つ
の
床
に
寝
て
ゐ
た
。

蒻
そ
れ
か
ら
彼
女
は
花
の
や
う
に
笑
ふ
の
だ
っ
た
。
花
の
や
う
に
笑
ふ
と
言

ふ
言
葉
が
彼
女
に
は
ほ
ん
と
う
だ
っ
た
。

も
う
一
点
、
こ
の
作
品
の
地
の
文
の
人
称
詞
で
特
徴
的
な
の
は
、
他
の
作
中

人
物
は
そ
の
名
前
が
判
明
し
て
か
ら
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
有
名
で
呼
ば
れ
る
の

に
、
踊
子
だ
け
に
は
「
薫
」
が
使
わ
れ
ず
、
終
り
ま
で
＾
踊
子
＞
で
呼
ば
れ
る
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こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
点
は
、
踊
子
の
扱
い
が
他
の
人
物
の
そ
れ
と
は
違
う
こ

と
を
印
象
づ
け
る
効
果
を
生
ん
で
い
る
。

『
母
の
初
恋
』
（
昭
和
1
5
年
）
に
は
「
時
枝
」
「
民
子
」
「
雪
子
」
と
い
う
三

人
の
女
性
が
登
場
す
る
が
、
A
彼
女
＞
と
い
う
言
い
換
え
は
民
子
に
限
ら
れ
、

そ
れ
も
「
佐
山
」
と
の
交
渉
が
あ
っ
た
若
い
時
代
の
記
述
の
中
に
用
い
ら
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。

『
雪
国
』
（
昭
和
1
0
し
22
年
）
の
「
駒
子
」
と
「
葉
子
」
の
二
人
の
う
ち
、
葉

子
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
＾
彼
女
V
A
娘
＞
の
言
い
換
え
が
見
ら
れ
る
。

団
し
つ
ま
り
娘
の
眼
と
火
と
が
重
な
っ
た
瞬
間
、
彼
女
の
眼
は
夕
闇
の
波
間

に
浮
ぷ
、
妖
し
く
美
し
い
夜
光
虫
で
あ
っ
た
。

⑳
島
村
が
葉
子
を
長
い
間
琴
虹
し
な
が
ら
彼
女
に
悪
い
と
い
ふ
こ
と
を
忘
れ

て
ゐ
た
の
は
、

l

.

駒
子
に
関
し
て
は
、
当
初
＾
女
＞
で
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
駒
子
の
名
を
島
村
が

知
っ
て
か
ら
後
は
、
そ
の
呼
称
が
＾
駒
子
＞
に
換
る
。
た
だ
そ
の
ど
ち
ら
に
も

A
彼
女
＞
へ
の
言
い
換
え
は
か
な
り
多
く
見
ら
れ
る
。

蒻
駒
子
の
生
き
方
が
、
彼
女
自
身
へ
の
価
値
で
、
凛
と
撥
の
音
に
溢
れ
出
る

の
で
あ
ら
う
。

僻
し
彼
は
駒
子
の
家
の
前
を
通
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
彼
女
は
車

の
音
を
聞
き
つ
け
て
、
し
彼
女
は
宿
へ
呼
ば
れ
さ
へ
す
れ
ば
、
島
村
の
部

屋
に
寄
ら
ぬ
こ
と
は
な
か
っ
た
。

た
だ
、
こ
の
作
品
で
目
を
惹
く
の
は
、
作
品
の
後
半
に
葉
子
が
駒
子
の
結
び
文

を
島
村
の
も
と
に
届
け
る
場
面
が
あ
る
が
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
後
は
＾
彼
女
＞

も
＾
こ
の
女
＞
も
使
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
『
山
の
音
』
（
昭
和
24
ー

2
9
年
）
『
女
で
あ
る
こ
と
』
（
昭
和
31
年）

『
眠
れ
る
美
女
』
（
昭
和
3
5
ー

3
6
年
）
『
古
都
』
（
昭
和
3
6
ー

3
7
年
）
な
ど
戦
後
の

作
品
に
お
い
て
は
、
女
性
の
人
称
詞
は
ほ
と
ん
ど
個
有
名
で
占
め
ら
れ
、
A
彼

女
＞
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
＾
彼
女
＞
の
使
用
と
消
滅
の
状
況
に
は
単
な
る
偶
然
と
は
い
え

な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
こ
れ
が
偶
然
で
な
い
と
す
れ

ば
、
そ
の
原
因
は
何
な
の
か
。

創
作
時
期
に
よ
る
＾
彼
女
＞
の
使
用
の
変
化
に
は
、
こ
の
作
家
の
作
風
や
作

品
の
質
の
変
化
も
関
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
面
で
は
「
彼
女
」
と
い
う

語
が
戦
後
日
常
語
化
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
一
種
の
軽
薄
な
響
き
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
を
作
者
が
嫌
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
前
述
の
よ
う
に
『
雪

国
』
で
は
こ
の
語
の
使
用
と
不
使
用
と
が
前
半
と
後
半
で
顕
著
な
対
照
を
な
す

が
、
そ
れ
は
ほ
ぽ
作
品
の
発
表
時
期
と
軌
を
一
に
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
い
く
つ
か
の
作
品
に
限
っ
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、

A
彼
女
＞

が
一
種
の
親
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
伊
豆
の
踊
子
』
で
、

踊
子
だ
け
が
こ
の
呼
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
主
人
公
の
「
私
」
に

特
に
親
密
な
感
情
を
も
っ
て
遇
さ
れ
る
人
物
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
雪
国
』
の

駒
子
や
葉
子
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
『
千
羽

鶴
』
に
お
い
て
唯
一
＾
彼
女
＞
で
呼
ば
れ
る
の
が
栗
本
ち
か
子
で
あ
る
の
は
、

そ
れ
が
主
人
公
の
菊
治
に
と
っ
て
気
軽
に
扱
え
る
対
象
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ

て
、
親
密
さ
と
は
別
な
心
情
に
も
と
づ
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
「
彼
女
」
と
い
う
語
の
持
つ
一
種
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
そ
の
使
用
に
微
妙
な

制
約
を
加
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

以
上
、
『
千
羽
鶴
』
を
中
心
と
し
て
、
川
端
作
品
の
中
に
用
い
ら
れ
た
人
称

詞
を
、
主
と
し
て
主
人
公
（
視
点
人
物
）
と
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
と
の
関
係
、
な
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い
し
主
人
公
の
心
情
の
変
化
な
ど
と
関
わ
ら
せ
て
検
討
し
て
き
た
。
作
中
人
物

の
関
係
や
そ
の
心
情
面
の
変
化
を
人
称
詞
が
か
な
り
よ
く
反
映
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
め
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。

小
説
作
品
の
中
の
人
称
詞
は
、
語
り
手
や
作
中
人
物
の
意
識
や
意
図
を
反
映

す
る
だ
け
で
な
く
、
作
中
人
物
の
性
・
年
齢
・
階
層
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、

話
し
手
と
聞
き
手
、
ま
た
話
題
の
人
物
な
ど
相
互
の
間
の
親
疎
・
上
下
の
関

係
、
あ
る
い
は
会
話
の
場
面
、
作
品
の
描
写
の
視
点
な
ど
に
支
配
さ
れ
た
り
影

響
を
受
け
た
り
す
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
表
現
価
値
を
定
め
る
の
は
そ
う
容
易

な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
人
称
詞
の
吟
味
を
通
し
て

そ
の
作
品
・
作
家
の
特
色
や
傾
向
を
探
る
面
白
さ
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

を
他
の
文
体
要
素
、
例
え
ば
そ
の
作
品
の
用
語
や
語
法
上
の
傾
向
、
描
写
の
視

点
な
ど
と
関
連
さ
せ
て
考
察
す
れ
ば
、
表
現
面
か
ら
す
る
作
品
研
究
は
さ
ら
に

精
密
で
有
効
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
歩
と
し
て
今
回
の
試
み
を

位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

注
(

1

)

森
岡
健
二
『
文
体
と
表
現
』
〈
現
代
語
研
究
シ
リ
ー
ズ
5
〉
（
一
九
八
八
）

注
(

2

)

拙
稿
「
人
物
呼
称
と
描
写
の
視
点
ー
ー
庄
野
潤
三
『
蟹
』
の
表
現
分
析
ー
|

〈
『
国
文
学
言
語
と
文
芸
』
第
一

0
二
号
〉
（
一
九
八
八
）

注
(

3

)

『
波
千
鳥
』
の
本
文
は
、
『
川
端
康
成
全
集
第
十
二
巻
』
（
新
潮
社
刊
、
一
九
八

0
)
に
よ
る
。
『
山
の
音
』
以
下
戦
後
の
作
品
に
つ
い
て
も
同
全
集
か
ら
引
用
。

注
(

4

)

波
多
野
完
治
『
説
得
の
文
章
心
理
学
』
（
一
九
八
一
）

注
(

5

)

柳
父
章
『
日
本
語
を
ど
う
書
く
か
』
（
一
九
八
一
）

（
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系
教
授
）
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