
は
じ
め
に

一
葉
の
小
説
を
概
観
す
る
と
き
、
一
葉
の
、
娘
と
し
て
の
母

(

た
き)

と
の
葛
藤
が
、
恐
ら
く

は
無
意
識
に
小
説
の
中
に
表
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
一
葉
の
小
説
全
体
を
貫
く
一
つ
の
軸
と
な
っ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
一
葉
に
お
け
る
母
と
い
う
問
題
は
、｢

十
三
夜｣

(『

文
芸
倶
楽
部』

明
二
八
・
一
二)

、｢

こ
の
子｣

(『

日
本
之
家
庭』

明
二
九
・
一)
、｢
わ
れ
か
ら｣

(『

文
芸
倶
楽
部』

明
二
九
・
五)

と
い
っ
た
晩
年
の
小
説
に
至
っ
て
、
突
然
現
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
恐

ら
く
そ
う
で
は
な
い
。
初
期
作
品
か
ら
ず
っ
と
、
母
の
問
題
は
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
葉
は
、
女
性
の
悲
し
み
を
共
感
を
持
っ
て
描
く
と
同
時
に
、
冷
徹
に
見
つ
め
て
も
い
る
。
女

性
の
中
に
あ
る
打
算
や
欲
望
や
、
日
常
性
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
た
卑
俗
な
部
分
を
、
小
説
中

に
容
赦
な
く
描
き
込
ん
で
い
る
。
一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
も
の
か
ら
抜
け
出
し
た
い
と
い
う
願
い

も
ま
た
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
女
性
の
中
に
存
在
す
る
二
つ
の
側
面
を
描
い
て
い
る
と

こ
ろ
に
、
一
葉
文
学
の
豊
穣
さ
が
あ
る
と
も
言
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
一
葉
に
認
識
さ
せ
て
い
っ

た
の
が
、
母
と
の
葛
藤
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

小
稿
で
は
、
一
葉
の
小
説
と
日
記
と
い
う
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
間
を
行
き
来
し
な
が
ら
、｢

に
ご

り
え｣

(『

文
芸
倶
楽
部』

明
二
八
・
九)

の
お
初
、｢

た
け
く
ら
べ｣

(『

文
学
界』

明
二
八
・
一
〜

二
九
・
一)

の
美
登
利
の
母
に
つ
い
て
論
じ
、
日
記
を
�
り
、
初
期
の
作
品
群
に
も
言
及
し
、
再

び

｢

に
ご
り
え｣

に
戻
っ
て
お
力
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
し
て
、
一
葉
の
、
母
と
の
葛
藤
が
小
説

に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
か
を
と
ら
え
て
い
き
た
い
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
日
記
や
小
説
群
を
一
巡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

に
ご
り
え｣

に
描
か

れ
る
、
お
力
と
お
初
と
い
う
二
人
の
女
性
の
間
に
は
、
一
葉
の
、
母
と
の
長
く
深
い
葛
藤
の
経
緯

が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
い
。
お
力
と
同
時
に
お
初
が
描
か
れ
た
と
き
、
そ
こ

に
は
、
母
の
よ
う
に
、
日
常
生
活
の
枠
組
み
に
絡
め
取
ら
れ
て
生
き
る
こ
と
を
拒
み
、
脱
却
し
て

い
っ
た
娘
の
抵
抗
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一

｢

に
ご
り
え｣

の
源
七
一
家
を
描
い
た
場
面
に
は
、
一
葉
日
記
に
描
か
れ
た
あ
る
日
の
場
面
と

よ
く
似
た
箇
所
が
あ
る
。
二
つ
の
場
面
を
対
比
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、｢

に
ご
り
え｣

か
ら
引
用

す
る
。(

傍
線
塚
本
、
番
号
を
付
し
て
対
応
を
示
す)

太
吉
を
先
に
立
て
ゝ
源
七
は
元
気
な
く
ぬ
つ
と
上
る
、
お
や
お
前
さ
ん
お
帰
り
か
、
今
日
１

は

何
ん
な
に
暑
か
つ
た
で
せ
う
、
定
め
て
帰
り
が
早
か
ら
う
と
思
う
て
行
水
２

を
沸
か
し
て
置
ま

し
た
、
ざ
つ
と
汗
を
流
し
た
ら
何
う
で
ご
ざ
ん
す
、
太
吉
も
お
湯
に
�
入
な
と
い
へ
ば
、
あ

い
と
言
つ
て
帯
を
解
く

３

、
お
待
お
待
、
今
加
減
を
見
て
や
る
と
て
流
し
も
と
に
盥
を
据
へ
て

釜
の
湯
を
汲
出
し
、
か
き
廻
し
て
手
拭
を
入
れ
て
、
さ
あ
お
前
さ
ん
此
子
を
も
い
れ
て
遣
つ

て
下
さ
れ
、
何
を
ぐ
た
り
と
為
て
お
出
な
さ
る
、
暑
さ
に
で
も
障
り
は
し
ま
せ
ぬ
か
、
さ
う

で
な
け
れ
ば
一
杯
あ
び
て
、
さ
つ
ぱ
り
に
成
つ
て

４

御
膳
あ
が
れ
、
太
吉
が
待
つ
て
居
ま
す
か

ら
と
い
ふ
に
、
お
ゝ
左
様
だ
と
思
ひ
出
し
た
や
う
に
帯
を
解
い
て

３

流
し
へ
下
り
れ
ば
、
そ
ゞ

ろ
に
昔
し
の
我
身
が
思
は
れ
て
九
尺
二
間
の
台
処
で
行
水
つ
か
ふ
と
は
夢
に
も
思
は
ぬ
も
の
、

( )一

塚

本

章

子

�
口
一
葉
に
お
け
る
母
と
娘

｢

に
ご
り
え｣

、｢

お
力｣

と

｢

お
初｣

の
間
に
横
た
わ
る
葛
藤



(

略)

あ
ゝ
詰
ら
ぬ
夢
を
見
た
ば
か
り
に
と
、
ぢ
つ
と
身
に
し
み
て
湯
も
つ
か
は
ね
ば
、
父

ち
や
ん
背
中
洗
つ
て
お
呉
れ
と
太
吉
は
無
心
に
催
促
す
る
、
お
前
さ
ん
蚊
が
喰
ひ
ま
す
か
ら

早
々
と
お
上
り
な
さ
れ
と
妻
も
気
を
つ
く
る
に
、
お
い
お
い
と
返
事
し
な
が
ら
太
吉
に
も
遣

は
せ
我
れ
も
浴
び
て
、
上
に
５

あ
が
れ
ば
洗
ひ
晒
せ
し
さ
ば

く
の
裕
衣
を
出
し
て
、
お
着
か

へ
な
さ
い
ま
し
と
言
ふ
、
帯
ま
き
つ
け
て
風
の
透
く
処
へ
ゆ
け
ば
、
妻
は
能
代
の
膳
の
は
げ

か
ゝ
り
て
足
は
よ
ろ
め
く
古
物
に
、
お
前
６

の
好
き
な
冷
奴
に
し
ま
し
た
と
て
小
丼
に
豆
腐
を

浮
か
せ
て
青
紫
蘇
の
香
た
か
く
持
出
せ
ば
、(

略)

心
は
何
を
思
ふ
と
な
け
れ
ど
舌
に
覚
え

の
無
く
て
咽
の
穴
は
れ
た
る
如
く
、
も
う
止
め
に
す
る
と
て
茶
碗
を
置
け
ば
、(

略)

い
や

何
処
も
何
と
も
無
い
や
う
な
れ
ど
唯
た
べ
る
気
に
な
ら
ぬ
と
い
ふ
に
、
妻
は
悲
し
さ
う
な
眼

を
し
て

次
に
、
明
治
二
四
年
八
月
八
日
の
一
葉
日
記

(｢

わ
か
艸｣)

を
引
用
す
る
。

家
に
帰
れ
ば
母
君
は
外
に
出
て
待
給
へ
り

妹
は
夕
げ
の
も
う
け
い
そ
が
わ
し
く
し
居
た
り

只
今
ま
か
り
帰
り
ぬ
な
ど
い
ふ
は
し
に
い
ざ
３

帯
と
け
よ

衣
ぬ
げ
よ

あ
つ
１

か
り
し
成
べ
し

つ
か
れ
つ
ら
め

湯
も
２

わ
き
て
あ
れ
ば
あ
び
て
こ
よ
と
残
る
方
な
く
の
給
は
す
る
に
か
た
じ

け
な
く
も
う
れ
し
く
も
覚
え
て
汗
の
麻
衣
ぬ
ぎ
捨
て
ゆ
あ
５

ミ
て
上
れ
ば
あ
ら
ひ
衣
の
白
き
を

出
し
て
留
守
の
ま
に
こ
れ
あ
ら
ひ
て
置
き
ぬ

着
か
へ
よ
と
の
給
ふ

妹
は
姉
君
６

ミ
給
へ
君

が
好
ま
せ
給
ふ
も
の
に
て
お
き
侍
り

さ
つ
ま
ゐ
り
も
こ
し
ら
へ
置
ぬ

夕
げ
４

い
ざ
と
て
す
ゝ

め
ら
る
ゝ
に
す
き
た
る
は
ら
の
長
き
道
を
廻
き
ぬ
れ
ば
い
と
ゞ
し
く
う
ゑ
た
る
に
は
い
づ
れ

も
美
味
な
ら
ぬ
は
な
く
て
打
く
つ
ろ
ぎ
て
た
ふ
べ
終
り
ぬ

二
つ
の
場
面
は
、
よ
く
似
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
場
面
で
も
、
家
族
の
帰
り
を
待
ち
受
け
て
、
暑

さ
を
気
遣
い
、
矢
継
ぎ
早
に
、
沸
か
し
て
お
い
た
風
呂
を
す
す
め
、
準
備
し
て
い
た
洗
い
た
て
の

着
物
に
着
替
え
さ
せ
、
心
を
込
め
て
料
理
し
た
好
物
を
す
す
め
る
女
性
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

｢

に
ご
り
え｣

の
お
初
の
姿
に
は
、
一
葉
の
母
の
姿
が
、
付
け
加
え
れ
ば
妹
の
姿
も
で
あ
る
が
、

投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
ら
に
漂
う
雰
囲
気
は
異
な
る
。
こ
の
日
記
に
描
か
れ
た
場
面
は
、
慎
ま
し
い
な
が

ら
も
愛
情
あ
る
家
族
の
幸
福
感
、
母
と
娘
、
そ
し
て
妹
と
の
、
温
か
な
心
の
つ
な
が
り
を
感
じ
さ

せ
る
。
対
し
て
、
先
に
挙
げ
た

｢

に
ご
り
え｣

で
は
、｢

そ
ゞ
ろ
に
昔
し
の
我
身
が
思
は
れ
て

(

略)

あ
ゝ
詰
ら
ぬ
夢
を
見
た
ば
か
り
に
と
、
ぢ
つ
と
身
に
し
み
て
湯
も
つ
か
は
ね
ば
、｣

、｢

心
は

何
を
思
ふ
と
な
け
れ
ど
舌
に
覚
え
の
無
く
て
咽
の
穴
は
れ
た
る
如
く
、
も
う
止
め
に
す
る
と
て
茶

碗
を
置
け
ば
、｣

と
あ
る
よ
う
に
、
か
い
が
い
し
く
働
く
お
初
の
心
遣
い
が
、
源
七
に
と
っ
て
は

一
体
感
を
持
て
ぬ
ま
ま
、
か
え
っ
て
重
い
罪
悪
感
を
伴
っ
て
の
し
か
か
る
の
で
あ
り
、
一
家
に
は

陰
鬱
な
気
分
が
漂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
治
二
四
年
に
書
か
れ
た
日
記
の
心
温
ま
る
家
族
の
情
景
は
、
明
治
二
八
年
に
書
か
れ
た

｢

に

ご
り
え｣

の
な
か
で
は
、
重
く
暗
い
情
景
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
一
葉
の
、
母
に
対
す
る
思
い
の
変
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
三

で
述
べ
る
こ
と
と
し
て
、
今
少
し
、
お
初
が
ど
の
よ
う
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
見
て
お

き
た
い
。

一
生
懸
命
に
働
き
家
族
に
尽
く
す
お
初
は
、
け
な
げ
で
哀
れ
を
誘
う
。
だ
が
、
源
七
か
ら
見
れ

ば
、
お
初
は
自
分
を
追
い
詰
め
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
皆
が
休
む
盆
の
日
で
も
、｢

お
前
さ
ん

夫
れ
で
は
な
ら
ぬ
ぞ
へ
と
諫
め
立
て｣

、｢

少
し
は
正
気
に
成
つ
て
勉
強
を
し
て
下
さ
れ｣

と
、
お

初
は
源
七
に
働
き
に
出
る
こ
と
を
求
め
る
。

お
初
が
源
七
に
求
め
て
い
る
の
は
、｢

お
盆
だ
と
い
ふ
に
昨
日
ら
も
小
僧
に
は
白
玉
一
つ
こ
し

ら
へ
て
も
喰
べ
さ
せ
ず
、
お
精
霊
さ
ま
の
お
店
か
ざ
り
も
拵
へ
く
れ
ね
ば
御
燈
明
一
つ
で
御
先
祖

様
へ
お
詫
び
を
申
て
居
る
も
誰
れ
が
仕
業
だ
と
お
思
ひ
な
さ
る
、(

略)

い
ふ
て
は
悪
る
け
れ
ど

お
前
は
親
不
孝
子
不
孝
、｣

と
あ
る
よ
う
に
、
家
長
と
し
て
の
務
め
で
あ
る
。

そ
し
て
、
お
初
は

｢

世
間｣

に

｢

馬
鹿
に
さ
れ｣

な
い
生
活
を
求
め
て
い
る
。

世
間
一
体
か
ら
馬
鹿
に
さ
れ
て
別
物
に
さ
れ
て
、
よ
し
や
春
秋
の
彼
岸
が
来
れ
ば
と
て
、
隣

近
処
に
牡
丹
も
ち
団
子
と
配
り
歩
く
中
を
、
源
七
が
家
へ
は
遣
ら
ぬ
が
能
い
、
返
礼
が
気
の

毒
な
と
て
、
心
切
か
は
知
ら
ね
ど
十
軒
長
屋
の
一
軒
は
除
け
物
、(

略)

女
心
に
は
遣
る
瀬

の
な
き
ほ
ど
切
な
く
悲
し
く
、

お
初
は
、
源
七
に
と
っ
て
、
世
間
並
み
の
生
活
を
営
む
た
め
の
金
銭
を
求
め
、
責
め
立
て
る
者

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

源
七
に
離
縁
を
言
い
渡
さ
れ
た
時
、
お
初
は
、｢

私
に
は
親
も
な
し
兄
弟
も
な
し
、
差
配
の
伯

父
さ
ん
を
仲
人
な
り
里
な
り
に
立
て
ゝ
来
た
者
な
れ
ば
、
離
縁
さ
れ
て
の
行
き
処
と
て
は
あ
り
ま

せ
ぬ
、｣

と
言
う
。
お
初
に
と
っ
て
、｢

町
内
で
少
し
は
巾
も
あ
つ
た
蒲
団
や
の
源
七｣

と
の
結
婚

は
、
い
わ
ゆ
る

｢

玉
の
輿｣

だ
っ
た
の
で
あ
り
、

(

�)

源
七
が
貧
し
い
酌
婦
に
恋
し
た
が
ゆ
え
の
零
落
、

甲南大學紀要 文学編 第162号 日本語日本文学科 ( )二



貧
困
は
、
許
せ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

お
初
は
、｢

昼
も
夢
に
見
て
独
言
に
い
ふ
情
な
さ
、
女
房
の
事
も
子
の
事
も
忘
れ
は
て
ゝ
お
力

一
人
に
命
を
も
遣
る
心
か
、
浅
ま
し
い
口
惜
し
い
愁
ら
い
人
と
思
ふ
に
中
々
言
葉
は
出
ず
し
て
恨

み
の
露
を
眼
の
中
に
ふ
く
み
ぬ
。｣

と
あ
る
よ
う
に
、
源
七
に
愛
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
実
際
に
言
葉
と
し
て
出
る
の
は
、｢

お
金
さ
へ
出
来
よ
う
な
ら
お
力

は
お
ろ
か
小
紫
で
も
揚
巻
で
も
別
荘
こ
し
ら
へ
て
囲
う
た
ら
宜
う
ご
ざ
り
ま
し
よ
う
、｣

と
い
う

言
葉
で
あ
っ
た
。

(

�)

お
初
は
、
日
常
生
活
と
い
う
次
元
を
、
離
れ
て
眺
め
る
高
さ
や
深
さ
を
持
た
な
い
。
む
し
ろ
、

日
常
生
活
を
よ
り
安
寧
に
営
み
た
い
と
い
う
願
い
を
持
ち
、
世
間
並
み
の
妻
と
い
う
枠
組
み
か
ら

自
由
に
な
れ
な
い
女
性
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

お
初
の
、
日
常
生
活
を
よ
り
安
寧
に
営
み
た
い
と
い
う
願
い
を
、
も
っ
と
露
骨
に
追
求
し
た
と

こ
ろ
に
、｢

た
け
く
ら
べ｣

の
美
登
利
の
母
が
い
る
。
美
登
利
の
母
は
、
実
の
娘
で
あ
る
美
登
利

を
、
商
品
と
し
て
し
か
見
て
い
な
い
、
欲
に
か
ら
れ
た
母
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

美
登
利
は
小
説
の
終
盤
で
あ
る
変
化
を
迎
え
、｢

小
座
敷
に
蒲
団
抱
巻
持
出
で
ゝ
、
帯
と
上
着

を
脱
ぎ
捨
て
し
ば
か
り
、
う
つ
伏
し
臥
し
て
物
を
も
言
は
ず
。｣

と
、
ふ
さ
ぎ
込
ん
で
い
く
。
美

登
利
の
変
化
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
初
潮
説
、
初
見
世
説
、
検
査
説
な
ど
様
々
な
議
論
を
呼
ん
で

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
美
登
利
を
見
つ
め
る
母
は

｢

怪
し
き
笑
顏
を
し
て｣

、｢

い
つ
で
も
極
り

の
我
ま
ゝ
様
、
嘸
お
友
達
と
も
喧
嘩
し
ま
せ
う
な
、
真
実
や
り
切
れ
ぬ
嬢
さ
ま
で
は
あ
る｣
と
、

突
き
放
す
様
な
言
葉
を
口
に
す
る
。

最
後
の
場
面
で
も
、｢

母
親
一
人
ほ
ゝ
笑
み
て
は
、
今
に
お
侠
の
本
性
は
現
れ
ま
す
る
、
こ
れ

は
中
休
み
と
子
細
あ
り
げ
に｣

と
描
か
れ
て
い
る
。
一
葉
は
、
母
を
、
娘
の
哀
し
み
に
寄
り
添
わ

な
い
存
在
と
し
て
描
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
も
、
美
登
利
の
母
は
注
目
さ
れ
て
き
た
。
佐
多
稲
子
氏

(

�)

は
、｢

樋
口
一
葉
が
こ
の

母
親
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
に
、
一
葉
の
作
家
と
し
て
の
視
線
の
鋭
ど

(

マ
マ)

さ
を
感
じ
、
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
一
葉
の
文
学
は
近
代
文
学
で
あ
る
、
と
お
も
う
の
で
あ
る
。｣

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

関
礼
子

(

�)

氏
は
、
こ
の
母
と
娘
の
関
係
に
つ
い
て
、｢『

た
け
く
ら
べ』

を

『

母
性
表
象』

の
視
点
か

ら
と
ら
え
返
す
な
ら
ば
、
そ
の
最
大
の
劇
は(

略)

母
親
と
娘
と
の
絶
対
的
と
も
い
え
る『

距
離』

に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。(

略)

そ
れ
は
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
に
近
い
母
性
忌
避｣

で
あ
る
と
、

述
べ
て
い
る
。

こ
の
美
登
利
と
美
登
利
の
母
と
の
断
絶
の
場
面
は
、
一
葉
小
説
の
一
つ
の
軸
と
な
る
問
題
が
、

最
も
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
る
箇
所
な
の
で
あ
る
。

｢

た
け
く
ら
べ｣

に
お
い
て
、
一
葉
は
、
母
と
い
う
存
在
を
金
銭
に
と
ら
わ
れ
た
者
と
し
て
描

く
。
美
登
利
の
母
だ
け
で
は
な
い
。
信
如
の
母
も
、
や
は
り
金
銭
に
と
ら
わ
れ
た
者
で
あ
る
。
信

如
の
父
で
あ
る
和
尚
と
の
い
き
さ
つ
は
、｢

和
尚
さ
ま
経
済
よ
り
割
出
し
て
の
御
不
不
憫
か
ゝ
り
、

年
は
二
十
か
ら
違
う
て
見
と
も
な
き
事
は
女
も
心
得
な
が
ら
、
行
き
処
な
き
身
な
れ
ば
結
句
よ
き

死
場
処
と
人
目
を
恥
ぢ
ぬ
や
う
に
成
り
け
り
、｣

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
商
売
熱
心
な

和
尚
の
指
示
す
る
ま
ま
に
、｢

霜
月
の
酉
に
は
論
な
く
門
前
の
明
地
に
簪
の
店
を
開
き
、｣

、｢

い
つ

し
か
恥
か
し
さ
も
失
せ
て
、
思
は
ず
声
だ
か
に
負
ま
し
よ
負
ま
し
よ
と
跡
を
追
ふ
や
う
に
成｣

る

の
で
あ
る
。
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
正
太
郎
の
母
親
代
わ
り
の
祖
母
も
ま
た
、｢

猫
な
で
声
し
て

人
の
死
ぬ
を
も
搆
は
ず
、
大
方
臨
終
は
金
と
情
死
な
さ
る
や
ら
、｣

と
、
噂
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
葉
は
、
母
と
い
う
も
の
を
美
し
く
描
い
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
は
母
だ
け
で
は
な
い
。

｢

た
け
く
ら
べ｣

で
は
、
父
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
信
如
の
父
親
和
尚
も
、
三
五
郎
の
父
も
、
金

銭
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
一
葉
は
、
母
も
ま
た
父
と
同
じ
く
、
生
活
者
と
し
て
金
銭
に
支
配
さ
れ

る
存
在
と
し
て
冷
徹
に
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

一
葉
に
と
っ
て
、
小
説
と
日
記
は
車
の
両
輪
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
一
葉
の
日
記

は
小
説
よ
り
も
早
く
、
明
治
二
〇
年
一
月
頃
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
、
亡
く
な
る
直
前
ま
で
綴
ら
れ

て
い
く
。
そ
こ
に
は
、
小
説
よ
り
も
日
常
生
活
に
寄
り
添
っ
た
次
元
で
の

｢

書
か
れ
た
世
界｣

が

生
み
だ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
も
う
一
つ
の

｢

書
か
れ
た
世
界｣

の
中
で
、
一
葉
の
母
と
の
や
り
取

り
を
�
り
、
変
化
を
捉
え
て
い
き
た
い
。

一
葉
の
父
と
長
兄
の
死
後
、
明
治
二
四
年
頃
に
は
、
母
と
娘
は
比
較
的
安
定
し
た
寄
り
添
い
あ
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う
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
一
〇
月
四
日

(｢

�
生
日
記
一｣)

に
は
、｢

家
に
帰
り
し
は
八
時

頃

夫
よ
り
母
君
の
揉
療
治
少
し
し
て
習
字
に
か
ゝ
る｣

と
あ
り
、
一
葉
は
母
を
い
た
わ
っ
て
い

る
。
ま
た
同
月
八
日

(

同
前)

、｢

日
暮
て
後
母
君
と
共
に
薬
師
に
参
詣
す

勧
工
場
を
見
物
す｣

と
、
共
に
外
出
を
楽
し
ん
で
い
る
。
翌
九
日

(

同
前)

に
は
、｢

帰
宅
せ
し
は
日
没
少
し
過
成
し

母
様
む
か
ひ
に
出
給
ひ
て
途
に
て
行
違
ひ
ぬ｣

と
、
歌
塾
か
ら
帰
る
一
葉
を
迎
え
に
出
か
け
た
母

が
描
か
れ
て
い
る
。
同
月
三
一
日

(

同
前)

に
も
、｢

少
し
暗
う
成
に
た
れ
ば
途
中
ま
で
母
君
迎

ひ
に
参
り
給
ふ

諸
共
に
帰
り
て｣

と
、
一
葉
は
迎
え
に
来
た
母
と
共
に
帰
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

娘
は
母
を
い
た
わ
り
、
母
は
娘
を
案
じ
て
い
る
。
二
人
は
頻
繁
に
連
れ
立
っ
て
歩
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
一
で

｢

に
ご
り
え｣

と
対
比
し
た
の
も
、
こ
の
時
期
の
日
記
で

あ
る
。

一
葉
は
、
明
治
二
四
年
四
月
に
半
井
桃
水
に
弟
子
入
り
し
、
二
五
年
三
月
に
は

｢

闇
桜｣

を

『

武
蔵
野』

に
発
表
す
る
の
だ
が
、
こ
の
頃
一
葉
は
、
母
に
よ
く
小
説
を
読
み
聞
か
せ
て
い
る
。

二
五
年
二
月
一
二
日

(｢

に
つ
記
二｣)

、｢

此
夜
小
説
少
し
よ
み
て
母
君
に
聞
か
し
参
ら
す｣

、
同

月
二
四
日

(

同
前)

、｢

日
没
後
小
説
二
三
冊
よ
み
て
母
君
に
聞
か
し
参
ら
す｣

、
四
月
二
五
日

(｢

に
つ
記｣)

、｢

此
夜
母
君
に
新
小
説
よ
み
て
聞
か
し
参
ら
す｣
、
と
い
っ
た
記
述
が
見
え
る
。
小

説
を
書
き
始
め
た
一
葉
が
、
そ
の
意
気
込
み
か
ら
、
母
に
対
し
て
小
説
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
と
教
え
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
心
の
通
い
合
い
を
感
じ
さ
せ
る
情
景
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
母
は
、
一
葉
の
行
動
を
制
限
し
、
飛
躍
を
阻
む
存
在
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
二
四
年
一
一
月
六
日

(｢

�
生
日
記
一｣)

、｢

奥
田
老
人
参
る

震
災
義
損
金
を
出
し
た
り

と
い
ふ

我
も
い
か
で
い
さ
ゝ
か
成
り
と
も
出
さ
ば
や
な
ど
思
ひ
な
が
ら
母
君
の
免
し
給
は
ぬ
に

か
ひ
な
し｣

と
あ
り
、
濃
尾
大
地
震
へ
の
義
捐
金
を
出
し
た
い
と
い
う
一
葉
の
思
い
は
、
母
の
一

存
に
よ
っ
て
か
な
え
ら
れ
な
く
な
る
。
ま
た
、
明
治
二
五
年
三
月
二
〇
日

(｢

日
記｣)

に
は
、

｢

帰
宅
後
種
々
母
君
と
談
話

伊
東
君
と
約
せ
し
こ
と
無
効
に
成
し
こ
と
あ
り｣

と
あ
る
。『

樋
口

一
葉
全
集
第
三
巻

(

上)』
(

一
九
七
六
・
一
二

筑
摩
書
房)

の
脚
注
六
一
に
は
、

此
日
一
葉
と
伊
東
夏
子
の
二
人
は
、
萩
の
舎
の
停
滞
し
た
状
態
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
語
り

合
っ
た
末
、
伊
東
夏
子
の
知
る
人

(

久
米
幹
文)

に
つ
い
て
、
国
学
を
学
ぼ
う
と
相
談
し
た
。

帰
宅
後
一
葉
は
そ
れ
を
母
に
打
ち
明
け
た
が
、
た
き
子
が
反
対
し
た
た
め
、
母
の
意
向
を
書

簡
に
し
た
た
め
て
伊
東
夏
子
に
知
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

と
書
か
れ
て
い
る
。
萩
の
舎
へ
の
批
判
を
き
っ
か
け
に
、
国
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
一
葉
の
意
欲
は
、

母
の
反
対
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
て
し
ま
う
。｢

直
に
手
紙
を
し
た
ゝ
め
て
其
む
ね
を
通
ず

何
を
も

な
さ
ず
し
て
今
宵
も
ふ
し
ぬ｣

と
、
一
葉
は
失
意
を
書
き
留
め
て
い
る
。

一
葉
は
、
母
の
管
理
下
に
置
か
れ
、
自
己
の
欲
す
る
こ
と
を
お
こ
な
え
ず
、
母
が
理
解
で
き
る

範
囲
の
枠
内
に
留
め
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
最
も
象
徴
的
に
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
中
島
歌
子
に
よ
る
淑
徳
女
学
校
へ
の
周
旋
が

不
首
尾
に
終
わ
っ
た
出
来
事
で
あ
る
。
明
治
二
五
年
八
月
二
七
日

(｢

し
の
ふ
く
さ｣)

に
は
、

｢

伝
通
院
内
淑
徳
女
学
校
と
か
や
に
我
を
周
旋
せ
ら
れ
ん
と
す
る
物
語
あ
り

我
も
思
ふ
処
の
べ

な
ど
し
て
帰
る

母
君
に
こ
の
事
を
聞
か
せ
奉
る
に
喜
限
り
な
し｣

と
書
か
れ
て
い
る
。
だ
が
こ

の
話
は
、
一
葉
の
学
歴
が
小
学
校
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
原
因
で
不
首
尾
に
終
わ
る
。
上
級
の

学
校
へ
の
進
学
を
、
父
が
望
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
阻
止
し
た
の
は
母
で
あ
っ
た
。
一
葉
は
、

明
治
二
六
年
八
月
一
〇
日
の
日
記

(｢�

之
中｣)

に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

十
二
と
い
ふ
と
し
学
校
を
や
め
け
る
が
そ
ハ
母
君
の
意
見
に
て
女
子
に
な
が
く
学
問
を
さ
せ

な
ん
ハ
行
々
の
為
よ
ろ
し
か
ら
ず

針
仕
事
に
て
も
学
ば
せ
家
事
の
見
な
ら
ひ
な
ど
さ
せ
ん

と
て
成
き

父
君
は
し
か
る
べ
か
ら
ず

猶
今
し
ば
し
と
争
ひ
給
へ
り

汝
が
思
ふ
処
ハ
如

何
に
と
問
ひ
給
ひ
し
も
の
か
ら
猶
生
れ
得
て
こ
ゝ
ろ
弱
き
身
に
て
い
づ
方
に
も

く
定
か
な

る
こ
と
い
ひ
難
く
死
ぬ
斗
悲
し
か
り
し
か
ど
学
校
は
止
に
な
り
け
り

一
葉
が
学
業
を
続
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
一
葉
か
ら
、
教
師
と
い
う
、
当
時
は
唯
一
と
も

言
っ
て
よ
い
安
定
し
た
収
入
を
得
る
道
を
閉
ざ
し
、
一
家
を
困
窮
に
追
い
や
っ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
困
窮
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
の
進
学
の
問
題
は
、
一
家
に
後
悔
の
念
と
し
て
つ
き
ま
と
っ
た

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
萩
の
舎
に
通
う
、
新
し
い
教
育
を
受
け
た
裕
福
な
家
の
令
嬢
た
ち
に
立
ち
混

じ
る
中
で
、
道
を
阻
ん
だ
母
へ
の
不
満
は
、
密
か
に
一
葉
の
心
の
奥
底
で
膨
ら
ん
で
い
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

や
が
て
、
一
葉
は
母
の
管
理
を
自
ら
破
る
の
で
あ
る
。
明
治
二
六
年
四
月
一
五
日
、
萩
の
舎
で

噂
が
立
っ
た
こ
と
か
ら
桃
水
と
絶
縁
し
て
い
た
一
葉
は
、
桃
水
が
療
養
中
で
あ
る
と
聞
き
、
母
に

｢

一
度
の
と
ぶ
ら
ひ｣

(｢

し
の
ふ
く
さ｣)

を
許
す
よ
う
に
求
め
る
が
許
可
し
て
も
ら
え
な
い
。
せ

め
て
手
紙
だ
け
で
も
と
願
う
が
、
そ
れ
も
母
に
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
葉
は
、
二
二
日
に
な
っ

て
、
母
に
黙
っ
て
桃
水
を
見
舞
う
。
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母
の
言
い
付
け
に
背
き
、
自
分
の
気
持
ち
を
押
し
通
し
た
こ
の
出
来
事
は
、
一
葉
の
、
母
か
ら

の
離
陸
を
示
す
行
動
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

一
葉
一
家
が
困
窮
を
深
め
て
い
く
と
と
も
に
、
母
は
ひ
ど
く
嘆
き
、
一
葉
と
の
間
に
心
理
的
な

軋
轢
が
生
ま
れ
て
い
く
。
少
し
、
時
間
を
戻
す
。
明
治
二
五
年
八
月
二
八
日

(｢

し
の
ふ
く
さ｣)

、

｢

我
家
貧
困
只
せ
ま
り
に
迫
り
た
る
頃
と
て
母
君
い
と
い
た
く
嘆
き
給
ふ

(

略)

母
君
の
愁
傷
こ

れ
の
み
と
わ
び
し｣
、
同
年
一
〇
月
一
九
日

(｢

に
つ
記｣)

、｢

母
君
よ
り
は
手
元
の
苦
る
し
さ
を

し
ば

く
訴
へ
給
ふ

そ
れ
も
道
理
也

此
月
中
に
是
非
入
金
の
道
な
く
は
と
頭
を
悩
ま
す｣

、

明
治
二
六
年
三
月
一
五
日

(｢
よ
も
き
ふ
日
記｣)

、｢

昨
日
よ
り
家
の
う
ち
に
金
と
い
ふ
も
の
一
銭

も
な
し

母
君
こ
れ
を
苦
る
し
ミ
て
姉
君
の
も
と
よ
り
二
十
銭
か
り
来
る｣

と
書
か
れ
て
い
る
。

母
も
ま
た
、
親
戚
、
知
人
へ
の
借
金
に
奔
走
し
て
お
り
、
嘆
き
は
分
か
ら
ぬ
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
母
の
嘆
き
は
、
一
葉
の
心
を
圧
迫
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、｢

に
ご
り
え｣

の
、
生

活
の
た
め
に
金
銭
を
求
め
て
嘆
く
お
初
と
、
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
く
源
七
と
い
う
構
図
に
、
相
似

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

母
は
や
が
て
、
娘
に
小
説
で
稼
ぐ
こ
と
を
迫
り
、
激
し
く
娘
を
責
め
罵
る
。
同
月
三
〇
日
の
日

記

(｢

よ
も
き
ふ
に
つ
記｣)

を
見
る
。

母
君
は
只
せ
ま
り
に
せ
ま
り
て
我
が
著
作
の
速
か
な
ら
ん
こ
と
を
の
給
ひ
い
で
や
い
か
に
力

を
尽
す
と
も
世
に
買
人
な
き
時
は
い
か
ゞ
ハ
せ
ん

こ
ゝ
よ
り
も
か
し
こ
よ
り
も
只
も
と
め

に
も
と
む
る
を
兎
角
引
し
ろ
ひ
て
世
に
出
さ
ぬ
こ
そ
あ
や
し
け
れ

誰
も
は
じ
め
よ
り
名
文

名
作
の
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
よ
し
い
さ
ゝ
か
心
に
入
ら
ぬ
ふ
し
有
と
も
そ
は
し
の
ば
ね
ば
な

ら
ず
か
し

た
と
へ
十
年
の
後
に
高
名
の
道
あ
り
と
も
そ
れ
ま
で
の
衣
食
な
く
て
や
は
過
す

か
ゝ
る
侘
し
き
目
見
ん
よ
り
は
よ
し
十
円
取
り
の
小
官
吏
に
ま
れ
か
た
襷
は
な
さ
ぬ
小
商
人

に
ま
れ
身
の
よ
す
が
定
ま
れ
ば
憂
き
事
ハ
し
ら
じ
を
な
ど
の
給
ひ
な
す
こ
と
い
と
多
し

何
で
も
い
い
か
ら
小
説
を
書
い
て
早
く
稼
ぎ
な
さ
い
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
な
ら
、
ど
ん
な
と

こ
ろ
へ
で
も
い
い
か
ら
嫁
に
行
き
な
さ
い
と
い
う
こ
の
要
求
は
、｢

た
け
く
ら
べ｣

の
美
登
利
の

母
が
、
売
り
物
と
し
て
娘
を
見
る
眼
差
し
に
ど
こ
か
で
繋
が
っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

母
の
罵
り
は
、
頻
繁
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
く
。
同
年
四
月
一
三
日

(｢

し
の
ふ
く
さ｣)

、｢

母

君
更
る
ま
で
い
さ
め
給
ふ
事
多
し

不
孝
の
子
に
成
ら
じ
と
は
つ
ね
の
願
ひ
な
が
ら
折
ふ
し
御
心

に
か
な
ひ
難
き
ふ
し
の
有
こ
そ
は
か
な
し
け
れ｣

と
あ
る
。
孝
行
と
不
孝
の
狭
間
で
悩
む
一
葉
が

い
る
。
ま
た
、
一
九
日

(｢

�
生
日
記｣)

に
は
、
母
は

｢

必
竟
は
夏
子
の
活
智
な
く
し
て
金
を
得

る
道
な
け
れ
ば
ぞ
か
し

か
く
有
ら
ば
は
て
も
し
れ
ぬ
を
な
ど
い
と
こ
と
多
く
の
ゝ
し
り
給
ふ｣

の
で
あ
り
、｢

邦
子
は
我
が
優
柔
を
と
が
め
て
し
き
り
に
せ
む｣

と
、
妹
も
ま
た
姉
を
責
め
て
い

る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
家
族
の
責
め
を
受
け
な
が
ら
、
や
が
て
一
葉
の
心
は
、
家
族
の
嘆
き
と
距
離
を
置

き
始
め
る
。
同
年
六
月
二
九
日

(｢

日
記｣)

を
見
る
。

此
夜
一
同
熱
議
実
業
に
つ
か
ん
事
に
決
す

(

略)

な
れ
ど
も
母
君
な
ど
の
た
ゞ
嘆
き
に
な
げ

き
て
汝
が
志
よ
わ
く
立
て
た
る
心
な
き
か
ら
か
く
成
行
ぬ
る
事
と
せ
め
給
ふ

家
財
を
う
り

た
り
と
て
実
業
に
つ
き
た
り
と
て
こ
れ
に
依
り
て
我
が
心
の
う
つ
ろ
ひ
ぬ
る
も
の
な
ら
ね
ど

老
た
る
人
な
ど
は
た
ゞ
も
の
ゝ
表
の
ミ
を
見
て
や
が
て
よ
し
あ
し
を
定
め
給
ふ
め
り

一
葉
は
、
実
業
に
つ
き
、
小
説
を
書
く
こ
と
と
金
銭
を
得
る
こ
と
を
切
り
離
そ
う
と
試
み
る
。

嘆
く
母
に
対
し
て
、
一
葉
は

｢

老
い
た
る
人
な
ど
は
た
ゞ
も
の
ゝ
表
の
ミ
を
見
て｣

と
記
す
。
こ

の
言
葉
に
は
、
母
を
突
き
放
し
た
、
娘
の
冷
や
や
か
な
感
情
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

母
と
娘
の
距
離
は
、
さ
ら
に
広
が
っ
て
い
く
。
同
年
七
月
一
二
日

(｢

に
つ
記｣)

を
見
る
。

い
で
よ
し
や
大
方
の
世
ハ
と
て
笑
ふ
て
答
へ
ざ
る
も
の
か
ら
た
れ
ハ
お
き
て
日
夕
あ
ひ
か
し

づ
く
母
の
あ
な
侘
し

今
五
年
さ
き
に
う
せ
な
ば
父
君
お
は
し
ま
す
ほ
ど
に
う
せ
な
ば
か
ゝ

る
憂
き
よ
も
見
ざ
ら
ま
し
を
我
一
人
残
り
と
ゞ
ま
り
た
る
こ
そ
か
へ
す

ぐ
口
を
し
け
れ

子
ハ
我
が
詞
を
用
ひ
ず
世
の
人
ハ
た
ゞ
我
れ
を
ぞ
笑
ひ
指
す
め
る

邦
も
夏
も
お
だ
や
か
に

す
な
ほ
に
我
が
や
ら
む
と
い
ふ
処
虎
之
助
が
や
ら
む
と
い
ふ
処
に
だ
に
し
た
が
は
ゞ
何
条
こ

と
か
は
あ
ら
む

い
か
に
心
を
つ
く
し
た
り
と
て
身
を
尽
し
た
り
と
て
甲
斐
な
き
女
子
の
何

事
を
か
な
し
得
ら
る
べ
き

あ
な
い
や

く
か
ゝ
る
世
を
見
る
も
否
也
と
て
朝
夕
に
ぞ
の
給

ふ
め
る

母
ハ
子
の
こ
ゝ
ろ
を
知
り
給
ハ
ず

子
も
又
母
の
こ
ゝ
ろ
を
は
か
り
難
け
れ
バ
な

め
り

お
も
ふ
事
お
も
ふ
に
違
ひ
世
と
時
と
我
に
ひ
と
し
か
ら
ず

孝
な
ら
む
と
す
る
身
ハ

か
へ
り
て
不
孝
に
成
行
く

げ
に
か
ゝ
る
こ
そ
浮
よ
成
け
れ
と
昨
日
今
日
ぞ
や
う

く
お
も

ひ
し
ら
る
ゝ

こ
こ
に
は
、｢
母
ハ
子
の
こ
ゝ
ろ
を
知
り
給
ハ
ず

子
も
又
母
の
こ
ゝ
ろ
を
は
か
り
難
け
れ
バ

な
め
り｣

と
い
う
、
娘
と
母
と
の
理
解
し
合
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。

一
葉
は
、
自
身
の
文
学
的
成
長
と
と
も
に
、
金
銭
の
た
め
に
書
く
こ
と
を
要
求
す
る
母
と
乖
離
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し
て
い
く
。｢

孝
な
ら
む
と
す
る
身
ハ
か
へ
り
て
不
孝
に
成
行
く｣

と
、｢

不
孝｣

な
自
分
を
悲
し

み
な
が
ら
、

(

�)

金
銭
を
求
め
る
母
を
切
り
捨
て
る
よ
う
に
し
て
、
次
第
に
作
家
と
し
て
の
自
己
実
現

を
、
日
常
生
活
と
は
別
次
元
の
世
界
の
な
か
で
求
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

同
じ
く
七
月

(

同
前)

に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

人
つ
ね
の
産
な
け
れ
ば
常
の
こ
ゝ
ろ
な
し

手
を
ふ
と
こ
ろ
に
し
て
月
花
に
あ
く
が
れ
ぬ
と

も
塩
酢
な
く
し
て
天
寿
を
終
ら
る
べ
き
も
の
な
ら
ず

か
つ
や
文
学
ハ
糊
口
の
為
に
な
す
べ

き
物
な
ら
ず

お
も
ひ
の
馳
す
る
ま
ゝ
こ
ゝ
ろ
の
趣
く
ま
ゝ
に
こ
そ
筆
は
取
ら
め

い
で
や

是
れ
よ
り
糊
口
的
文
学
の
道
を
か
へ
て
う
き
よ
を
十
露
盤
の
玉
の
汗
に
商
ひ
と
い
ふ
事
は
じ

め
ば
や

(

略)

母
子
草
の
は
ゝ
と
子
と
三
人
の
口
を
ぬ
ら
せ
ば
事
な
し

(

略)

唯
読
者
の
好

ミ
に
し
た
が
ひ
て
此
度
ハ
心
中
も
の
を
作
り
給
ハ
れ

歌
よ
む
人
の
優
美
な
る
が
よ
し(

略)

探
て
い
小
説
す
こ
ぶ
る
よ
し

此
中
に
て
な
ど
ゝ
欲
気
な
き
本
屋
の
作
者
に
せ
ま
る
よ
し

身
に
ま
だ
覚
え
少
な
け
れ
ど
う
る
さ
ゝ
ハ
こ
れ
に
と
ゞ
め
を
さ
す
べ
し

さ
る
範
囲
の
外
に

の
が
れ
て
せ
め
て
ハ
文
字
の
上
だ
け
も
義
務
少
な
き
身
と
な
ら
ば
や
と
て
な
む

一
葉
は
、
金
銭
の
支
配
す
る
俗
世
間
を
逃
れ
、
書
く
こ
と
に
お
い
て
自
由
の
身
に
な
ろ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
明
治
二
七
年
三
月

(｢�

之
中
日
記｣)

に
は
、

こ
ゝ
ろ
は
い
た
づ
ら
に
雲
井
に
ま
で
の
ぼ
り
て
お
も
ふ
事
は
き
よ
く
い
さ
ぎ
よ
く
人
ハ
お
そ

る
ら
む
死
と
い
ふ
こ
と
を
も
唯
風
の
前
の
塵
と
あ
き
ら
め
て
山
桜
ち
る
を
こ
と
ハ
り
と
お
も

へ
ば
あ
ら
し
も
さ
ま
で
お
そ
ろ
し
か
ら
ず

唯
此
死
と
い
ふ
事
を
か
け
て
浮
世
を
月
花
に
お

く
ら
ん
と
す

ひ
と
へ
に
お
も
へ
ば
其
い
に
し
へ
の
か
し
こ
き
人
々
も
此
願
ひ
に
ほ
か
な
ら

じ

(

略)

我
一
身
の
欲
を
す
て
た
の
し
ミ
を
捨
し
か
し
て
後
に
わ
が
お
も
ふ
ま
ゝ
の
世
を
得

ん
と
す

と
あ
る
。
そ
し
て
、｢

我
れ
は
人
の
世
に
痛
苦
と
失
望
と
を
な
く
さ
め
ん
た
め
に
う
ま
れ
来
つ
る

詩
の
か
ミ
の
子
な
り｣
(

同
前
、
残
簡)

と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
同
じ
く
三
月

(｢�

中
に
つ
記｣)

に
は
、

か
ひ
な
き
女
子
の
何
事
を
思
ひ
立
た
り
と
も
及
ぶ
ま
じ
き
を
し
れ
ど
わ
れ
は
一
日
の
安
き
を

む
さ
ぼ
り
て
百
世
の
憂
を
念
と
せ
ざ
る
も
の
な
ら
ず

か
す
か
成
と
い
へ
ど
も
人
の
一
心
を

備
へ
た
る
も
の
が
我
身
一
代
の
諸
欲
を
残
り
な
く
こ
れ
に
な
げ
入
れ
て
死
生
い
と
は
ず
天
地

の
法
に
し
た
が
ひ
て
働
か
ん
と
す
る
時
大
丈
夫
も
愚
人
も
男
も
女
も
何
の
け
ぢ
め
か
有
る
べ

き

笑
ふ
も
の
ハ
笑
へ

そ
し
る
も
の
ハ
そ
し
れ

わ
が
心
は
す
で
に
天
地
と
ひ
と
つ
に
成

ぬ

わ
が
こ
ゝ
ろ
ざ
し
は
国
家
の
大
本
に
あ
り

わ
が
か
ば
ね
は
野
外
に
す
て
ら
れ
て
や
せ

犬
の
ゑ
じ
き
に
成
ら
ん
を
期
す

と
あ
る
。
一
葉
は
、
自
分
の
生
を
、
母
の
手
の
及
ば
ぬ
世
界
、
精
神
的
に
母
を
捨
て
た
と
こ
ろ
に

あ
る
世
界
の
な
か
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

母
と
妹
の
嘆
き
は
、
止
ま
る
こ
と
が
な
い
。
同
年
一
一
月
一
〇
日

(｢

水
の
上｣)

、｢

家
は
今
日

此
頃
窮
は
な
は
だ
し

く
に
子
は
立
腹
母
君
の
愚
痴
な
ど
今
更
な
が
ら
心
ぐ
る
し
き
は
こ
れ
也｣

。

明
治
二
八
年
五
月
一
四
日

(｢

ミ
つ
の
う
へ｣)

、｢

今
日
夕
は
ん
を
終
り
て
ハ
後
に
一
粒
の
た
く
は

へ
も
な
し
と
い
ふ

母
君
し
き
り
に
な
げ
き
国
子
さ
ま

ぐ
に
く
ど
く

我
れ
か
く
て
あ
る
ほ
ど

ハ
い
か
に
と
も
な
し
参
ら
す
べ
け
れ
ば
心
な
労
し
給
ひ
そ
と
な
ぐ
さ
む
れ
ど
我
れ
と
て
更
に
思
ひ

よ
る
方
も
な
し｣

。
同
年
六
月
一
〇
日

(｢

水
の
上｣)

、｢

小
説
著
作
に
従
事
す

全
編
十
五
回
七

十
五
枚
斗
の
も
の
つ
く
ら
ん
と
す

い
ま
だ
筆
お
も
ふ
ま
ゝ
に
動
か
で
い
た
づ
ら
に
母
君
の
叱
責

を
の
み
う
け
ぬ｣

と
書
か
れ
て
い
る
。

も
は
や
一
葉
に
と
っ
て
、
家
族
は
慰
め
と
な
る
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
小
説

家
と
し
て
世
に
認
め
ら
れ
た
後
、
一
葉
は
、
明
治
二
九
年
二
月
二
〇
日

(｢

ミ
つ
の
上｣)

の
日
記

に
、｢

か
ゝ
る
界
に
身
を
置
き
て
あ
け
く
れ
に
見
る
人
の
一
人
も
友
と
い
へ
る
も
な
く
我
れ
を
し

る
も
の
空
し
き
を
お
も
へ
ば
あ
や
し
う
一
人
こ
の
世
に
生
れ
し
心
地
ぞ
す
る｣

と
記
し
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
母
と
妹
を
背
負
い
、
彼
女
ら
の
嘆
き
に
苦
し
み
、
た
だ
一
人
精
神
の
世
界
に
飛
翔
し

て
、
世
間
や
母
を
捨
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
一
葉
の
深
い
孤
独
が
あ
る
。

し
か
し
、
日
記
の
な
か
に
は
、
母
を
罵
っ
た
り
恨
む
よ
う
な
言
葉
は
そ
れ
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
。

日
記
と
い
う
、
実
際
の
日
常
生
活
を
描
く
と
い
う
意
識
が
強
く
支
配
す
る
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、

孝
行
と
い
う
道
徳
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

日
常
的
次
元
に
支
配
さ
れ
、
金
銭
に
支
配
さ
れ
る
母
へ
の
葛
藤
や
批
判
が
噴
き
出
す
の
は
、
小

説
と
い
う
虚
構
性
の
よ
り
強
い
ジ
ャ
ン
ル
の
な
か
で
あ
る
。
先
に
論
じ
た

｢

に
ご
り
え｣

の
お
初
、

｢

た
け
く
ら
べ｣

の
母
た
ち
の
姿
に
、
そ
れ
ら
は
吐
露
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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四

で
は
こ
こ
で
、
一
葉
の
初
期
小
説
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
初
期
小
説
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、

主
人
公
た
ち
が
孤
児
で
あ
る
、
も
し
く
は
実
母
が
亡
く
な
っ
て
い
た
り
、
母
に
捨
て
ら
れ
た
り
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。｢

大
つ
ご
も
り｣

ま
で
の
小
説
を
概
観
す
る
。

｢

別
れ
霜｣

(『

改
進
新
聞』
明
二
五
・
四)

の
お
高
の
母
は
、｢

い
つ
頃
な
く
な
り
け
ん｣

と
書

か
れ
て
い
る
。｢

た
ま
襷｣

(『
武
さ
し
野』

明
二
五
・
四)

の
い
と
子
は
、｢

父
は
と
問
へ
ば
、
月

毎
の
十
二
日
に
供
ゆ
る
茶
湯
の
主
が
夫
、
母
も
同
じ
く
仏
壇
の
上
に
と
か
や
、｣

と
あ
り
、｢

五
月

雨｣
(『

武
さ
し
野』

明
二
五
・
七)

の
お
八
重
は
、｢

二
タ
親
引
つ
ゞ
き
て
の
病
死｣

と
書
か
れ

て
い
る
。

ま
た
、｢

経
つ
く
え｣

(『

甲
陽
新
報』

明
二
五
・
一
〇)

の
園
は
、｢

父
と
い
ふ
味
夢
に
も
知
ず
、

(

略)

そ
の
母
に
も
又
十
四
と
い
ふ
と
し
果
敢
な
く
別
れ
て
今
は
身
一
つ｣

で
あ
る
。｢

う
も
れ
木｣

(『

都
の
花』

明
二
五
・
一
一
〜
一
二)

の
籟
三
と
お
蝶
兄
妹
の
両
親
も

｢

仏
壇
の
お
二
た
方｣

と

書
か
れ
て
い
る
。｢

暁
月
夜｣

(『

都
の
花』

明
二
六
・
二)

の
一
重
は
、
身
分
違
い
の
恋
を
し
た

両
親
の
間
に
生
ま
れ
、
母
は
一
重
を
産
ん
で
す
ぐ
に
亡
く
な
り
、
父
も
そ
の
後
を
追
っ
て
亡
く
な
っ

た
の
で
あ
る
。

｢

雪
の
日｣

(『

文
学
界』

明
二
六
・
三)

の
珠
も

｢

父
母
は
や
く
亡
せ
て｣

、
伯
母
に
育
て
ら
れ

て
い
る
。｢

琴
の
音｣

(『

文
学
界』

明
二
六
・
一
二)

の
金
吾
の
母
は
子
を
捨
て
て
実
家
に
戻
り
、

父
も
一
〇
歳
の
時
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。｢

花
ご
も
り｣

(『

文
学
界』

明
二
七
・
二
〜
二
八
・
四)

の
お
新
も
、｢

お
さ
な
き
に
二
タ
親
な
く
な
り
て｣

と
い
う
境
遇
で
あ
る
。

｢

暗
夜｣

(『

文
学
界』

明
二
七
・
七
〜
一
一)

の
お
蘭
も
、
孤
独
の
身
で
あ
る
。｢

大
つ
ご
も
り｣

(『

文
学
界』

明
二
七
・
一
二)

の
お
峰
も
、
両
親
を
失
い
伯
父
一
家
に
育
て
ら
れ
た
。

｢

大
つ
ご
も
り｣

ま
で
の
小
説
で
、
母
が
生
き
て
主
人
公
の
傍
に
い
る
の
は
、
わ
ず
か
に

｢

闇

桜｣

だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
多
く
、
特
に

｢

暁
月
夜｣

あ
た
り
ま
で
の
も
の

は
、
主
人
公
た
ち
が
恋
を
成
就
で
き
ず
に
、
死
や
出
家
や
隠
�
と
い
っ
た
結
末
に
到
る
と
い
う
パ

タ
ー
ン
が
繰
り
か
え
さ
れ
て
お
り
、
暗
く
鬱
屈
し
て
い
る
。

一
葉
自
身
は
、
明
治
二
〇
年
に
兄
を
亡
く
し
、
二
二
年
に
は
父
を
喪
い
、
渋
谷
三
郎
に
婚
約
を

破
棄
さ
れ
る
と
い
う
経
験
を
し
て
、
こ
の
頃
、
家
族
の
死
や
孤
独
を
強
く
感
じ
て
い
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
母
は
健
在
で
あ
り
、
こ
の
執
拗
な
母
の
死
の
繰
り
返
し
に
は
別
の
理
由
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
一
葉
の
、
あ
る
い
は
無
意
識
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
た
、
母
の
支
配
か

ら
の
逃
避
、
い
わ
ば

｢

母
殺
し｣

と
も
い
う
べ
き
、
母
か
ら
の
精
神
的
自
立
が
な
さ
れ
て
い
く
過

程
を
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
三
で
も
述
べ
た
が
、
日
記
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

の
な
か
で
は
、
孝
行
と
い
う
道
徳
観
に
縛
ら
れ
て
表
出
で
き
な
か
っ
た
も
の
が
、
小
説
に
お
い
て

表
れ
出
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
初
期
作
品
の
な
か
で
注
目
し
た
い
の
は
、｢

花
ご
も
り｣

で
あ
る
。
一
葉
は
こ
こ

で
、
母
と
い
う
存
在
に
は
じ
め
て
向
き
合
い
、
生
々
し
く
描
い
て
い
る
。

｢

花
ご
も
り｣

の
主
人
公
お
新
は
、
孤
児
で
瀬
川
の
家
に
引
き
取
ら
れ
、
伯
母
の
お
近
と
そ
の

息
子
の
与
之
助
と
暮
ら
し
て
い
る
。
お
新
と
与
之
助
は
仲
が
よ
く
、
ほ
と
ん
ど
許
嫁
の
関
係
に
あ

る
。
だ
が
有
名
な
某
省
次
官
の
娘
お
広
が
歌
留
多
会
で
与
之
助
を
見
そ
め
、
お
近
の
亡
夫
の
友
人

の
未
亡
人
お
辰
か
ら
縁
談
が
持
ち
込
ま
れ
る
。
お
近
は
、
こ
の
話
に
乗
る
の
で
あ
る
。

此
ご
ろ
名
高
き
誰
れ
彼
れ
の
奥
方
の
縁
に
す
が
り
て
、
今
の
位
置
を
ば
得
た
り
と
聞
ゆ
る
も

多
き
に
、
こ
れ
を
卑
劣
し
き
こ
と
ゝ
誹
る
は
誹
る
も
の
ゝ
心
浅
き
に
て
、
男
一
疋
な
に
ほ
ど

の
疵
か
は
つ
か
ん
、
草
が
く
れ
拳
を
に
ぎ
る
意
気
地
な
さ
よ
り
も
、
ふ
む
べ
き
為
の
か
け
は

し
に
便
り
て
、
を
ゝ
し
く
、
た
け
く
、
栄
え
あ
る
働
を
浮
世
の
舞
台
に
あ
ら
は
す
こ
そ
面
白

け
れ
、
お
新
が
こ
と
は
瑣
細
な
り
、
与
之
助
が
立
身
の
機
は
一
ト
度
う
し
な
ひ
て
又
の
日
の

量
り
難
き
に
、
我
れ
は
い
さ
ゝ
か
も
優
し
く
脆
ろ
く
通
常
一
と
ほ
り
の
婦
女
気
を
出
だ
す
べ

か
ら
ず
、

お
近
は
与
之
助
の
将
来
の
出
世
を
望
み
、
お
新
を
裏
切
っ
て
で
も
、
与
之
助
を
お
広
と
結
婚
さ

せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
女
性
ゆ
え
に
、
自
分
自
身
が
求
め
て
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
立
身
出
世
や
社
会
的
成

功
を
、
息
子
と
い
う
存
在
に
お
い
て
か
な
え
よ
う
と
す
る
母
の
欲
望
が
あ
る
。｢

与
之
助
が
世
間

一
ト
通
り
の
働
き
を
な
し
つ
ゝ
、
世
に
抜
け
い
で
た
る
考
へ
の
あ
ら
ぬ
さ
へ
恨
め
し
く
、
望
み
は

高
く
せ
よ
、
願
ひ
は
大
き
く
せ
よ
、
落
ち
て
流
れ
て
行
水
の
泡
と
な
る
と
も
、
天
命
な
れ
ば
是
非

も
な
し
、(

略)
取
る
べ
き
道
の
重
大
な
る
に
寄
り
て
進
み
給
へ
と
、
こ
れ
は
平
常
の
詞
な
り
け

り
。｣

と
あ
る
。
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こ
の
欲
望
は
、｢

世
の
人
よ
り
は
柔
ら
か
に
穏
か
す
ぎ
た
る
良
人
を
持
ち
て
、
万
事
に
も
ど
か

し
く
歯
が
ゆ
か
り
し
年
月
も
、
流
石
女
子
の
我
が
一
存
を
ふ
る
ひ
難
く
て
、
空
し
く
胸
の
う
ち
に

納
め
た
り
し
思
ひ
は
、
中
々
に
消
え
ん
と
も
せ
ず
、
と
も
す
れ
ば
燃
え
出
で
ゝ
押
へ
難
き
炎
に
身

を
も
焼
く
め
り
、｣

と
あ
る
よ
う
に
、
夫
に
よ
っ
て
も
叶
え
ら
れ
ず
、
お
近
の
胸
中
で
く
す
ぶ
り

続
け
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

お
近
は
与
之
助
に
お
広
と
の
結
婚
を
迫
り
、
し
ぶ
る
与
之
助
を
、
お
辰
と
示
し
合
わ
せ
て
屈
服

さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
お
新
は
家
か
ら
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
華
族
の
家
へ
の
奉
公
か
、

田
舎
へ
引
き
こ
も
る
仲
の
よ
い
画
師
夫
婦
の
話
し
相
手
と
な
る
か
、
選
択
を
迫
ら
れ
た
お
新
は
、

自
ら
画
師
夫
婦
と
共
に
田
舎
へ
行
く
こ
と
を
選
ぶ
。
理
由
を
問
う
与
之
助
に
、
お
新
は
、｢

兄
さ

ま
も
お
画
は
お
好
き
な
る
に
、
私
し
は
画
が
学
び
た
う
御
座
り
ま
す
、｣

、｢

恋
し
き
時
に
お
姿
を

か
き
て
も
慰
さ
め
ら
れ
ま
す
る
事
故｣

と
言
う
。
与
之
助
は
、｢

利
き
刃
に
て
ゑ
ぐ
ら
る
ゝ
や
う

に｣

苦
し
む
の
で
あ
る
。

こ
の
お
新
の
選
択
は
、
お
近
と
与
之
助
の
裏
切
り
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

お
近
が

｢

鬼｣

と
な
っ
て
捨
て
た
将
来
の
つ
つ
ま
し
く
温
か
な
家
族
を
、
お
新
は
、｢

手
を
携
へ

ぬ
時
な
く
、
寸
の
間
も
は
な
れ
ざ
り
し｣

と
い
う
愛
情
あ
る
画
師
夫
婦
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
お
近
が
与
之
助
に
託
し
た
現
実
世
界
に
お
け
る
栄
達
や
立
身
出
世
の
欲
望
を
批
判
す
る
も
の

と
し
て
、
絵
画
と
い
う
一
つ
の
芸
術
世
界
へ
の
探
求
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

(
�)

そ
れ
は
、
息
子
に

託
し
て
自
己
の
出
世
の
欲
望
を
か
な
え
よ
う
と
す
る
母
と
い
う
存
在
へ
の
、
疑
問
符
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
一
葉
の
母
か
ら
の
離
陸
を
表
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
一
葉
の
雑
記

｢

筆
す

さ
び
一｣

(

明
二
四
・
六
〜
二
五
・
夏)

を
見
る
。

母
君
は
い
と
い
た
く
名
を
こ
の
ミ
給
ふ
質
に
お
は
し
ま
せ
ば
児
賤
業
を
い
と
な
め
ば
我
死
す

と
も
よ
し

我
を
や
し
な
は
ん
と
な
ら
ば
人
め
ミ
ぐ
る
し
か
ら
ぬ
業
を
せ
よ
と
な
ん
の
給
ふ

そ
も
こ
と
は
り
ぞ
か
し

我
両
方
は
は
や
う
志
を
た
て
給
て
こ
の
府
に
の
ぼ
り
給
ひ
し
も
名

を
の
ぞ
ミ
給
へ
ば
成
け
め

一
葉
の
母
も
ま
た
、
甲
州
か
ら
夫
と
駆
け
落
ち
す
る
か
た
ち
で
江
戸
に
出
て
、
苦
労
の
末
に
士

族
の
身
分
を
手
に
入
れ
た
と
い
う
、
立
身
出
世
を
望
ん
だ
人
で
あ
っ
た
。

初
期
作
品
の
中
で
母
の
死
を
執
拗
に
描
い
て
き
た
一
葉
は
、
よ
う
や
く

｢

花
ご
も
り｣

に
お
い

て
、
母
と
向
き
合
い
、
冷
静
に
鋭
く
捉
え
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
新
の
、
絵
を
描
い
て

生
き
よ
う
と
す
る
選
択
に
は
、｢

名
を
こ
の
み
給
う｣

母
の
強
い
出
世
欲
や
、
富
や
家
の
名
に
こ

だ
わ
る
価
値
観
か
ら
、
芸
術
の
世
界
に
生
き
、
母
と
は
異
な
る
価
値
観
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、

逃
れ
よ
う
と
し
た
一
葉
の
思
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
母
お
近
の
情
念
、｢

燃
え
出
で
ゝ
押
へ
難
き
炎｣

は
、｢

に
ご
り
え｣

の
お
力
、

｢

わ
か
れ
道｣

の
お
京
、｢

う
ら
む
ら
さ
き｣

の
お
律
と
い
っ
た
人
物
を
通
し
て
、
一
葉
小
説
の
中

に
う
ご
め
き
続
け
る
の
で
あ
り
、
一
葉
の
中
で
生
き
続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

(

�)

そ
れ
は
、
一
葉
の
母
の
欲
望
が
、
単
な
る
世
俗
的
成
功
や
立
身
出
世
と
は
ま
た
異
な
る
欲
望
と

な
っ
て
、
娘
一
葉
の
欲
望
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
と
言
っ
て
よ
い
。

｢

に
ご
り
え｣

の
お
力
が
、
客
の
結
城
朝
之
助
に

｢

お
前
は
出
世
を
望
む
な｣

と
言
わ
れ
、｢

ゑ

ツ
と
驚｣

く
場
面
が
あ
る
。
お
力
が
驚
い
た
の
は
、
結
城
の
言
葉
が
、
何
か
を
な
さ
ず
に
は
死
ん

で
も
死
な
れ
ぬ
と
い
う
お
力
の

｢

押
へ
難
き
炎｣

に
触
れ
よ
う
と
し
た
言
葉
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
同
時
に
、
お
力
の
望
む
も
の
が
、
男
性
の
言
葉
と
し
て
の

｢

出
世｣

、
す
な
わ
ち
世
俗
の

｢

立
身
出
世｣

と
い
う
概
念
に
は
収
ま
り
き
ら
ぬ
、
崇
高
な
精
神
的
世
界
へ
の
希
求
を
持
つ
も
の

で
あ
る
以
上
、
半
ば
的
の
は
ず
れ
た
言
葉
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
場
面
は
、
母
と
妹
の
嘆
き
を
切
り
捨
て
、
小
説
の
世
界
で
立
つ
こ
と
を
求
め
て
い
っ
た
一

葉
の
心
象
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五

｢

に
ご
り
え｣

の
お
初
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
論
は
、
再
び

｢

に
ご
り
え｣

に
戻
り
、
今
少
し
、

お
力
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

お
力
は
結
城
の
前
で
、｢

こ
れ
で
も
折
ふ
し
は
世
間
さ
ま
並
の
事
を
思
ふ
て
恥
か
し
い
事
つ
ら

い
事
情
な
い
事
と
も
思
は
れ
る
も
寧
九
尺
二
間
で
も
極
ま
つ
た
良
人
と
い
ふ
に
添
う
て
身
を
固
め

よ
う
と
考
へ
る
事
も
ご
ざ
ん
す
け
れ
ど
、
夫
れ
が
私
は
出
来
ま
せ
ぬ
、｣

と
い
う
言
葉
を
口
に
す

る
。お

力
は
、｢
九
尺
二
間｣

の
夫
を
持
つ
こ
と
を
拒
む
の
で
あ
る
。｢

持
た
れ
た
ら
嬉
し
い
か
、
添

う
た
ら
本
望
か
、
夫
れ
が
私
は
分
り
ま
せ
ぬ
、｣

、｢

持
た
れ
る
は
嫌
な
り｣

と
い
う
お
力
は
、
誰

か
の
妻
、
そ
し
て
母
と
な
る
生
き
方
を
拒
ん
で
い
る
。
お
力
は
、｢

分
ら
ぬ
な
り
に
菊
の
井
の
お
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力
を
通
し
て
ゆ
か
う
、｣

と
、
身
を
売
る
商
売
で
あ
っ
て
も
、
自
分
の
力
で
生
き
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
お
力
の
言
葉
は
、
男
性
に

｢

添
う｣

生
き
方
を
し
て

｢

九
尺
二
間｣

に
暮
ら
す
、
お

初
の
よ
う
な
生
き
方
を
拒
否
す
る
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
お
初
の
よ
う
に

｢

世
間｣

の
目
を
気
に

し
て
、
日
常
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
、
金
銭
に
追
わ
れ
、
夫
に
金
銭
を
求
め
る
生
活
を
お
力
は
拒
否
し

て
い
る
と
言
え
る
。

そ
れ
は
、
お
力
に
と
っ
て
、
自
分
の
母
の
あ
り
方
を
拒
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お

力
の
母
は
、
作
中
で
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
職
人
と
し
て

｢

名
人
と
言
ふ
て

も
宜
い｣

ほ
ど
の
腕
を
持
ち
な
が
ら
、｢

気
位
た
か
く
て｣

稼
げ
ぬ
夫
と
、
貧
し
い
生
活
に
耐
え

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

｢

寒
中
親
子
三
人
な
が
ら
古
裕
衣
で
、
父
は
寒
い
も
知
ら
ぬ
か
柱
に
寄
つ
て
細
工
物
に
工
夫
を

こ
ら
す｣

と
き
、
母
は

｢

欠
け
た
一
つ
竈
に
破
れ
鍋
か
け
て｣

、
お
力
に
米
を
買
い
に
や
ら
せ
る
。

｢

芸｣

に
没
頭
す
る
夫
、｢

食｣

に
心
を
砕
く
妻
、
夫
と
妻
と
の
交
わ
ら
ぬ
視
線
が
、
源
七
お
初
夫

婦
だ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
に
も
あ
る
。

お
力
は
、
帰
り
道
で
母
に
頼
ま
れ
た
米
を
溝
に
こ
ぼ
し
、
帰
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
お
力
を
、

母
は

｢

案
じ
て｣

迎
え
に
来
る
。
だ
が
、
家
の
中
の
光
景
は
悲
惨
で
あ
る
。｢

母
も
物
い
は
ず
父

親
も
無
言
に
、
誰
れ
一
人
私
を
ば
叱
る
物
も
な
く
、
家
の
内
森
と
し
て
折
々
溜
息
の
声
の
も
れ
る

に
私
は
身
を
切
ら
れ
る
よ
り
情
な
く
、
今
日
は
一
日
断
食
に
せ
う
と
父
の
一
言
い
ひ
出
す
ま
で
は

忍
ん
で
息
を
つ
く
や
う
で
御
座
ん
し
た
。｣

と
あ
る
。
娘
は
自
ら
償
う
こ
と
が
出
来
ず
、
母
も
ま

た
娘
の
過
失
を
補
っ
て
や
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
出
来
事
に
よ
っ
て
、
母
と
娘
は
分
断
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

(

�)

や
が
て
、
お
力
の
眼
に
は
、
母
は
非
力
で
、
夫
の
陰
で
貧
に
や
つ
れ
不
遇
な
生
を

送
っ
た
も
の
と
映
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

お
力
は
、
母
で
は
な
く
、
父
と
祖
父
の
生
に
自
分
の
生
を
重
ね
る
。｢

仕
方
が
な
い
矢
張
り
私

も
丸
木
橋
を
ば
渡
ら
ず
は
な
る
ま
い
、
父
さ
ん
も
踏
か
へ
し
て
落
て
お
仕
舞
な
さ
れ
、
祖
父
さ
ん

も
同
じ
事
で
あ
つ
た
と
い
ふ
、
何
う
で
幾
代
も
の
恨
み
を
背
負
て
出
た
私
な
れ
ば
為
る
丈
の
事
は

し
な
け
れ
ば
死
ん
で
も
死
な
れ
ぬ
の
で
あ
ら
う
、｣

と
、
お
力
は
思
う
の
で
あ
る
。

父
親
は
、｢

名
人｣

と
い
え
る
ほ
ど
の
職
人
で
あ
り
な
が
ら
、
世
間
と
妥
協
せ
ず
、
家
族
を
飢

え
さ
せ
て
も
自
分
の

｢

飾
の
金
物｣

を
細
工
す
る

｢

芸｣

の
道
を
貫
い
た
。
そ
し
て
祖
父
は
、

｢

四
角
な
字
を
ば
読
ん
だ
人
で｣

、｢

世
に
益
の
な
い
反
古
紙
を
こ
し
ら
へ
し
に
、
版
を
ば
お
上
か

ら
止
め
ら
れ
た
と
や
ら
、
ゆ
る
さ
れ
ぬ
と
か
に
断
食
し
て
死
ん
だ｣

と
あ
る
よ
う
に
、
凡
庸
な
生

を
否
定
し
、
世
間
の
制
度
の
枠
か
ら
は
み
出
し
て
も
、
自
己
の
世
界
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。

お
力
が
、
父
や
祖
父
の
生
き
方
に
自
分
を
重
ね
る
の
は
、
制
度
に
か
ら
め
と
ら
れ
た
世
間
か
ら

逸
脱
し
、
貧
困
や
孤
独
を
引
き
受
け
て
も
、
観
念
に
お
け
る
自
由
な
世
界
を
模
索
す
る
主
体
的
な

生
を
肯
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
お
力
の
苦
悩
の
中
に
、
三
で
日
記
を
辿
り
な
が
ら
述
べ
た
よ
う
な
、
母
と
妹
の
嘆
き
に
苦

し
み
、
精
神
世
界
に
飛
翔
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
間
と
母
を
捨
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
一
葉
の

深
い
孤
独
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

｢

に
ご
り
え｣

に
は
、
お
力
と
お
初
と
い
う
二
人
の
女
性
が
、
源
七
と
い
う
一
人
の
男
性
を
は

さ
ん
で
、
対
照
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
お
初
は
、
自
分
た
ち
の
生
活
を
破
壊
し
た
お
力
を

｢

鬼｣

と
罵
る
。
お
力
は
、
源
七
一
家
へ
の
罪
悪
感
に
さ
い
な
ま
れ
つ
つ
も
、｢

持
た
れ
る
は
嫌
な

り｣

と
い
う
お
初
の
よ
う
な
生
き
方
を
否
定
す
る
言
葉
を
口
に
す
る
。

最
後
の
場
面
で
、
お
初
は
お
力
が
太
吉
に
買
い
与
え
た
カ
ス
テ
ラ
を
溝
に
投
げ
捨
て
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
源
七
に
離
縁
を
言
い
渡
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
引
き
金
と
な
っ
て
、
お
力
は

源
七
に
よ
っ
て
斬
ら
れ
命
を
落
と
す
。
お
初
と
お
力
は
、
は
か
ら
ず
も
互
い
を
傷
付
け
あ
う
の
で

あ
る
。

太
吉
を
連
れ
て
出
て
行
く
お
初
の
行
く
末
が
、
酌
婦
に
な
る
し
か
な
い
の
な
ら
、
お
力
と
の
交

点
を
将
来
に
結
ぶ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
お
初
も
結
局
は
、
お
力
の
よ
う
に
一
人
で
生
き
る
し
か

な
い
の
で
あ
る
。
一
葉
は
、
両
者
の
和
解
と
共
感
の
地
平
を
描
き
込
む
こ
と
を
、
決
し
て
忘
れ
て

は
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
お
力
と
お
初
と
い
う
、
女
性
と
女
性
の
関
係
の
断
層
面
が
描
き
出
さ

れ
た
こ
と
の
な
か
に
は
、
一
葉
に
お
け
る
母
と
の
葛
藤
と
い
う
、
一
葉
文
学
の
根
幹
に
も
関
わ
る

問
題
の
一
つ
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

小
稿
で
は
、
小
説
と
日
記
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
間
を
行
き
来
し
な
が
ら
、
一
葉
の
母
と
の
葛
藤

塚本 章子：�口一葉における母と娘( )九



を
見
て
き
た
。｢

に
ご
り
え｣

の
お
力
と
お
初
の
間
に
は
、
一
葉
の
、
母
と
の
葛
藤
の
経
緯
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

一
葉
一
家
の
零
落
、
貧
困
は
、
一
葉
か
ら
家
族
と
の
安
ら
か
な
一
体
感
を
奪
っ
て
い
っ
た
。
日

常
生
活
の
維
持
に
心
を
砕
き
、
貧
を
嘆
き
続
け
る
母
か
ら
、
一
葉
は
文
学
の
世
界
に
逃
れ
、
そ
の

世
界
で
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
の
平
安
を
得
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
一
葉

に
深
い
孤
独
を
も
た
ら
し
も
し
た
の
で
あ
る
。

｢

た
け
く
ら
べ｣

の
美
登
利
と
そ
の
母
と
の
、
理
解
し
合
え
ぬ
関
係
を
示
す
場
面
は
、
一
葉
文

学
の
特
質
の
一
つ
が
、
最
も
特
徴
的
に
表
現
さ
れ
た
場
面
で
あ
る
と
い
え
る
。

一
葉
の
小
説
は
、｢

に
ご
り
え｣
の
後
、｢

十
三
夜｣

の
、
太
郎
の
母
と
し
て
の
お
関
、｢

こ
の

子｣

の
語
り
手
、｢

わ
れ
か
ら｣

の
お
町
の
母
美
尾
な
ど
、
母
と
子
の
関
係
を
と
ら
え
て
い
く
よ

う
に
な
る
。
一
葉
の
描
く
母
は
多
様
で
あ
る
。｢
十
三
夜｣

の
お
関
は
、
太
郎
を
捨
て
る
こ
と
が

出
来
ず
に
離
縁
を
断
念
す
る
。｢

こ
の
子｣

の
語
り
手
は
、
子
供
へ
の
愛
情
を
手
が
か
り
に
、
夫

と
の
関
係
を
修
復
さ
せ
る
。｢

わ
れ
か
ら｣

の
美
尾
は
、
乳
児
の
お
町
を
捨
て
て
出
奔
す
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
母
と
子
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
は
、
ま
た
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
晩
年
の
小
説
に
な
っ
て
突
如
焦
点
を
当
て
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
、
こ
の
母

と
子
と
い
う
問
題
は
、
決
し
て
突
然
に
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
初
期
の
頃
か
ら
、
母
と

娘
の
葛
藤
と
し
て
潜
在
し
て
い
た
も
の
が
、
改
め
て
意
識
さ
れ
、
表
出
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
葉
の
娘
と
し
て
の
母
と
の
葛
藤
は
、
一
葉
文
学
全
体
を
見
渡
し
得
る
一
つ
の
重
要
な
問
題
な

の
で
あ
る
。

注

(

�)

笹
川
洋
子
氏
は
、｢

言
語
行
為
か
ら
読
む

『

に
ご
り
え』

試
論
―
お
力
の
苦
悩
と
愛
に
お
け
る
心
的

二
重
性
を
め
ぐ
っ
て｣

(『

親
和
國
文』

第
四
〇
号

二
〇
〇
五
・
一
二)

で
、｢

お
初
の
身
の
上
を
考

え
る
と
、
身
寄
り
の
な
い
身
か
ら
布
団
屋
の
女
房
と
い
う
、
一
度
は
玉
の
輿
に
の
っ
た
女
性
で
あ
る
。｣

と
述
べ
て
い
る
。

(

�)

遠
藤
伸
治

有
元
伸
子

｢

樋
口
一
葉

『

に
ご
り
え』

に
お
け
る
性
の
二
重
規
範

ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド｣

(『

近
代
文
学

試
論』

第
三
五
号

一
九
九
七
・
一
二)

に
、｢

お
初
は
、
自
分
を
女
性
と
し
て
愛
し
ん
で
ほ
し
い
と

い
う
願
い
・
源
七
の
気
持
ち
を
独
占
し
て
い
る
お
力
へ
の
嫉
妬

(

略)

な
ど
の
数
々
の
思
い
を
率
直
に

言
う
こ
と
を
は
ば
か
り
、
内
面
に
閉
じ
込
め
る
。
そ
の
代
わ
り
に
お
初
が
源
七
に
対
し
て
口
に
す
る
の

は
、
御
先
祖
に
も
申
し
訳
な
い
し
、
息
子
の
た
め
に
も
改
心
し
て
〈
家
〉
の
た
め
に
働
い
て
ほ
し
い
と

い
う
、〈
妻
〉
と
し
て
、〈
母
〉
と
し
て
の
言
葉
ば
か
り
で
あ
る
。｣

と
あ
る
。

(

�)

佐
多
稲
子

｢『

た
け
く
ら
べ』

解
釈
へ
の
ひ
と
つ
の
疑
問｣

(『

群
像』

第
七
〇
巻
第
五
号

一
九
八

五
・
五)

(

�)

関
礼
子

｢『

母
性
表
象』

に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―

『

た
け
く
ら
べ』

・『

鳳
仙
花』

を
め
ぐ
っ
て
―｣

(『

日
本
近
代
文
学』

第
五
五
集

一
九
九
六
・
一
〇)

(

�)

笹
川
洋
子
氏
は
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、｢『

十
三
夜』

試
論
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
言
語
行
為
を
め
ぐ
っ

て｣
(『

親
和
国
文』

第
四
一
号

二
〇
〇
六
・
一
二)

で
、｢

一
葉
は
そ
の
時
代
の

『

孝』

と
い
う
常

識
感
覚
を
持
ち
な
が
ら
も
、
あ
る
時
は
常
識
を
突
き
抜
け
、
真
実
に
真
っ
向
か
ら
対
峙
し
て
い
く
。｣

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
張
晋
文
氏
は
、｢

樋
口
一
葉
に
お
け
る
孝
行
―

『

た
け
く
ら
べ』

を
視
座
に

し
て
―｣

(『

国
文』

第
一
〇
八
号

二
〇
〇
七
・
一
二)

で
、｢

た
け
く
ら
べ｣

の
子
供
た
ち
が

｢

家｣

の
重
圧
を
背
負
い

｢

孝
子｣

で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
、
一
葉
の
、
母
と
の
関
係
を

｢

孝｣

の
視
点
か
ら
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
記
の
こ
の
箇
所
を
挙
げ

｢

常
に
愚
鈍
な
言
動
を
繰
り
返
し
、

見
栄
を
張
っ
た
母
親
の
余
り
に
も
現
実
に
背
い
た
要
求
に
よ
っ
て
、
と
う
と
う

『

不
孝』

に
な
ら
な
け

れ
ば
い
け
な
い
人
間
の
絶
望
的
な
諦
観
が
一
葉
に
は
生
じ
て
く
る
。
こ
の
長
い
述
懐
の
背
後
に
は
、
一

葉
の
親
子
関
係
へ
の
不
信
と
人
間
世
界
で
の
孤
独
感
が
密
か
に
滲
み
こ
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。｣

と
述
べ
、

｢

精
神
世
界
と
現
実
世
界
に
お
け
る
矛
盾
は
、
一
葉
に
、
文
学
作
品
の
表
現
世
界
で
そ
の
解
放
の
出
口

を
見
出
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
。｣

と
指
摘
し
て
い
る
。

(

�)

大
河
晴
美

｢

抵
抗
と
し
て
の
〈
空
白
〉
―

『

花
ご
も
り』

試
論｣

(

新
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
会

編

『

樋
口
一
葉
を
読
み
な
お
す』

一
九
九
四
・
六

學
藝
書
林)

に
、｢

お
新
の
抵
抗
が
、
言
葉
で
語

る
よ
り
、
黒
沢
を
選
ぶ
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
、
こ
こ
で
も
お
新
の

『

心
の

内』

を
表
す
の
は
、
言
葉
で
は
な
い

『

畫』

で
あ
る
。(

略)

お
新
は
た
だ
受
け
身
的
に
甲
斐
の
田
舎

に
去
っ
た
の
で
は
な
い
。｣

と
あ
る
。

(

�)

藪
禎
子
氏
は
、｢

一
葉
文
学
の
成
立
と
展
開
―
魔
を
中
心
に
―｣

(『

藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌』

第

二
四
号

一
九
七
九
・
三)

で
、
お
近
に
つ
い
て
、｢

平
凡
な
日
常
、
平
凡
な
女
の
中
で
も
や
も
や
と

鬱
屈
し
て
い
る
も
の
が
、『

鬼』

と
か

『

蛇』

と
か
い
う
形
で
吹
き
出
て
く
る
、
そ
う
し
た
所
に
立
っ

て
い
る
。｣

と
述
べ
、
そ
の
後
の
一
葉
文
学
の

｢

魔｣

や

｢

狂｣

な
る
も
の
を
辿
る
中
に
位
置
付
け
て

い
る
。

(
�)

山
崎
正
純
氏
は
、｢

李イ

良
枝

ヤ
ン
ジ

と
樋
口
一
葉
―
〈
母
〉
の
背
理｣

(『

国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究』

第

四
九
巻
九
号

二
〇
〇
四
・
八

学
燈
社)

で
、
お
力
が
溝
に
米
を
こ
ぼ
し
た
場
面
に
つ
い
て
、
母
の

｢
期
待
を
裏
切
り
〈
母
〉
の
も
の
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
〈
娘
〉
の
目
前
で
、〈
母
〉
と
の
絆
は
一
瞬
に
し

て
消
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。｣

と
指
摘
し
て
い
る
。
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