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一

　
福
永
武
彦
の
『
風
土
』
は
一
九
四
一
年
に
起
稿
さ
れ
（
（
（

、
数
度
の
雑
誌
掲
載
を

経
て
、
三
部
構
成
の
第
二
部
を
除
く
省
略
版
が
一
九
五
二
年
七
月
に
新
潮
社
か

ら
、
三
部
全
て
を
収
め
た
完
全
版
が
一
九
五
七
年
六
月
に
東
京
創
元
社
か
ら
刊

行
さ
れ
た

（
（
（

。
お
よ
そ
十
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
完
成
さ
れ
た
『
風
土
』
に
は
、

作
者
も
並
々
な
ら
ぬ
思
い
入
れ
が
あ
る
ら
し
く
、『
風
土
』
は
度
々
作
者
自
身

に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
先
行
言

説
を
振
り
返
っ
た
時
に
、
重
要
に
な
る
の
が
「「
風
土
」
初
版
予
告
」（「
出
版

ニ
ュ
ー
ス
」
一
九
五
二
年
八
月
中
旬
号
（
で
あ
る
。
こ
こ
で
福
永
は
『
風
土
』

制
作
の
意
図
を
「
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
な
心
理
小
説
の
線
に
沿
っ
て
、
そ
れ
を

「
意
識
の
流
れ
」
で
裏
打
し
て
書
い
て
み
た
い
と
い
う
技
術
的
な
企
図
か
ら
出

発
し
、
日
本
と
い
う
特
殊
な
風
土
に
育
っ
た
芸
術
家
の
主
題
と
結
び
つ
け
ま
し

た
」
と
述
べ
て
お
り
、
作
者
の
こ
の
言
に
沿
う
形
で
『
風
土
』
の
関
連
言
説
は

紡
が
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
端
的
に
言
え
ば
『
風
土
』
の
構
成
法
に
ま
つ
わ
る

「
技
術
」に
関
す
る
問
題
系
と
、「
日
本
と
い
う
特
殊
な
風
土
に
育
っ
た
芸
術
家
」

の
問
題
系
の
二
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
者
に
関
し
て
述
べ
れ
ば
、

全
三
部
の
構
成
法
と
人
物
配
置
、
ま
た
物
語
の
錯
綜
す
る
時
間
軸
に
つ
い
て
の

分
析
、
あ
る
い
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
堀
辰
雄
の
諸
テ
ク
ス
ト
の
関
連
か
ら
「
心

理
小
説
」
を
「「
意
識
の
流
れ
」
で
裏
打
」
し
た
と
い
う
そ
の
方
法
に
つ
い
て

多
く
の
分
析
が
行
わ
れ
て
き
た

（
（
（

。
し
か
し
後
者
に
つ
い
て
の
詳
し
い
先
行
言
説

は
少
な
く
、
首
藤
基
澄
が
登
場
人
物
で
あ
る
桂
昌
三
に
「
西
欧
と
日
本
の
問
題

で
懊
悩
し
、創
造
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
に
立
っ
て
彷
徨
す
る
芸
術
家
像
」

を
読
み
取
り
、
そ
う
し
た
芸
術
家
が
「
芸
術
派
か
ら
、
い
う
な
ら
ば
人
生
派
へ

転
回
」
し
た
姿
を
指
摘
し

（
（
（

、
ま
た
笠
井
潔
は
福
永
の
桂
の
造
形
に
対
し
て
「
モ

ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
批
判
的
継
承
に
お
け
る
日
本
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
批
判
」
を
読

み
取
っ
て
い
る

（
（
（

、
と
い
う
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ

福
永
武
彦
『
風
土
』
論
―
―
帰
郷
と
ロ
マ
ン
主
義
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要
旨
　
福
永
武
彦
の
『
風
土
』
に
つ
い
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
桂
の
過
去
意
識
に
よ
っ
て
三
重
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
た
。

ま
た
『
風
土
』
に
見
ら
れ
る
遍
歴
・
反
復
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、『
風
土
』
の
作
中
で
言
明
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
桂
の
母
の
死
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
最
後
に
こ
う
し
た
『
風
土
』
の
特
徴
と
ロ
マ
ン
主
義
と
の
関
わ
り
を
橋
川
文
三
『
日
本
浪
曼
主
義
批
判
序
説
』
の
記
述
か
ら
考
察
し
、
そ
の
後
の
福
永
武
彦

テ
ク
ス
ト
と
の
関
連
を
論
述
し
て
い
る
。
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ん
、
そ
こ
に
は
曾
根
博
義
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
（
（

、
作
者
の
強
い
断
言
に
も
拘
わ

ら
ず
、
テ
ク
ス
ト
で
は
「
芸
術
家
と
し
て
の
桂
自
身
の
経
歴
が
日
本
の
芸
術
家

の
運
命
を
象
徴
す
る
よ
う
に
は
決
し
て
書
か
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
問
題
も
当

然
あ
る
だ
ろ
う
。
と
同
時
に
こ
の
小
説
が
作
者
の
最
初
の
長
篇
小
説
で
あ
り
、

ま
た
か
な
り
の
時
間
を
費
や
し
て
書
か
れ
た
も
の
の
た
め
、
多
く
の
問
題
系
が

潜
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
実
情
も
推
し
量
る
こ
と
も
出
来
る
。
つ
ま
り

『
風
土
』
は
捉
え
ど
こ
ろ
の
難
し
い
小
説
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
桂
昌
三
が
、
和
辻
哲
郎
の
『
風
土
』

（
一
九
三
五
年
九
月
、
岩
波
書
店
（
を
援
用
し
て
語
る
、
個
別
化
し
た
個
人
の

資
質
と
し
て
「
風
土
」
と
、
心
に
も
擬
え
ら
れ
る
そ
の
「
風
土
」
を
「
遍
歴
」

し
「
自
分
の
孤
独
へ
と
帰
っ
て
来
る
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
そ
の
後
の
福
永

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
『
風
土
』
は

福
永
武
彦
に
と
っ
て
作
家
と
し
て
の
営
為
に
お
け
る
最
初
の
長
篇
小
説
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
は
以
後
の
テ
ク
ス
ト
の
問
題
系
を
特
徴
づ
け
る
初
発
の

問
題
系
が
覗
き
見
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
結
論
を
先
に
述

べ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
憧
憬
の
対
象
と
し
て
「
母
」
と
い
う
福
永
テ
ク
ス
ト
で

は
馴
染
み
深
い
問
題
系
で
あ
る
の
だ
が
、
管
見
で
は
先
行
言
説
に
お
い
て
『
風

土
』
の
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
え
る
。
し

か
し
、以
後
テ
ク
ス
ト
に
頻
繁
に
登
場
す
る
母
を
亡
く
す
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
、

す
で
に
『
風
土
』
か
ら
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
は
改
め
て
指
摘
さ
れ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
論
の
考
察
目
的
は
、『
風
土
』
に
お
け
る
福
永
文

学
の
大
き
な
問
題
系
で
あ
る
憧
憬
の
対
象
と
し
て
の
母
、
す
な
わ
ち
ロ
マ
ン
主

義
的
対
象
と
し
て
の
母
の
語
ら
れ
方
を
剔
抉
し
、
そ
れ
を
以
後
の
福
永
テ
ク
ス

ト
へ
接
続
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
は
桂
昌
三
に
お
け
る
「
遍

歴
」
の
モ
チ
ー
フ
に
着
目
し
、
そ
れ
が
「
繰
り
返
し
」
と
し
て
テ
ク
ス
ト
に
構

造
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
桂
を
中
心
と
し
た
『
風
土
』
の
反
復
構

造
に
つ
い
て
検
証
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、『
風
土
』
は
そ
の
社
会
性

を
差
し
引
き
な
が
ら
和
辻
哲
郎
の
『
風
土
』
を
援
用
し
「
風
土
的
過
去
」
を
背

負
う
桂
を
登
場
さ
せ
、
同
時
に
そ
の
「
風
土
」
性
が
桂
の
個
人
史
へ
と
転
化
さ

れ
る
こ
と
で
、「
風
土
」
性
は
個
人
の
資
質
の
問
題
へ
と
帰
着
す
る
が
、
こ
う

し
た
個
人
の
資
質
と
密
着
し
た
「
風
土
」
が
、「
未
知
の
風
土
」
へ
の
「
憧
れ
」

と
い
う
個
人
史
に
擬
え
た
「
旅
」
の
モ
チ
ー
フ
を
呼
び
寄
せ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
「
旅
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
福
永
武
彦
の
評
論
『
ボ
オ
ド

レ
エ
ル
の
世
界
』（
一
九
四
七
年
十
月
、
矢
代
書
店
（
か
ら
補
助
線
を
引
く
な

ら
ば
、「
幾
度
絶
望
し
て
も
こ
の
旅
を
繰
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
い
う「
人

間
的
条
件
」
と
し
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
（
（

。「
遍
歴
」
は
『
風
土
』

に
と
っ
て
、
物
語
内
容
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
と
も
に
、
物
語
そ
の
も

の
を
駆
動
さ
せ
る
因
子
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
桂
自
身
の
個
人
的
資
質
を
規
定

す
る
「
風
土
」
を
語
る
幼
少
期
が
、『
風
土
』
で
は
特
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
「
変
転
の
旅
」
こ
そ
が
桂
を
中
心
に
『
風
土
』

を
反
復
の
構
造
体
と
し
て
成
立
さ
せ
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二

　『
風
土
』
が
反
復
す
る
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
具
体
的
に
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
こ
の
点
を
検
証
す
る
た
め
に
『
風
土
』
の
形
式
に
お

い
て
特
徴
的
と
言
え
る
「
第
二
部
」
を
見
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
は
語
り
の
焦

点
は
桂
昌
三
に
あ
り
、「
一
九
二
三
年
八
月
」
の
あ
る
日
の
桂
（「
一
日
」（
と

そ
の
日
か
ら
過
去
へ
と
遡
る
断
章
（「
過
去
（
遡
行
的
（」（
が
交
互
に
並
列
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
「
過
去
（
遡
行
的
（」
の
断
章
群
は
無
秩
序
に
並
べ
ら
れ
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て
い
る
の
で
は
な
く
、「
一
日
」
で
桂
の
身
の
上
に
生
起
す
る
事
象
を
契
機
に
、

過
去
の
桂
の
姿
が
連
想
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
次
の
よ
う
な

連
結
法
を
し
て
い
る
。

　
　「
一
日
（
１
（」
末
尾

　
　 

　
見
覚
え
の
あ
る
大
き
な
ビ
ー
チ
パ
ラ
ソ
ル
の
横
に
芳
枝
さ
ん
の
立
っ
て

い
る
の
が
見
え
、
万
里
子
さ
ん
が
見
え
、
ス
ス
ム
ち
ゃ
ん
が
見
え
、
…
…

三
人
の
足
が
早
く
な
る
。
し
か
し
ど
ん
な
顔
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
？
　

意
識
が
ど
う
し
て
も
そ
こ
へ
帰
り
、
そ
こ
か
ら
昨
晩
の
こ
と
へ
帰
っ
て
行

く
。
桂
は
急
ぎ
足
の
二
人
の
大
学
生
の
あ
と
か
ら
、
な
お
も
く
ら
く
ら
し

た
暑
熱
を
感
じ
な
が
ら
歩
い
て
行
く
。 

（
全
集
第
一
巻
　
一
六
七
頁
（

　
　「
過
去
（
遡
行
的
（」
冒
頭

　
　 

　
荒
巻
芳
枝
が
「
月
光
」
を
弾
き
終
っ
て
、
半
ば
得
意
げ
な
、
半
ば
安
心

し
た
よ
う
な
、上
気
し
た
顔
を
こ
ち
ら
へ
向
け
な
が
ら
立
ち
上
っ
た
時
に
、

桂
昌
三
は
そ
の
つ
ん
と
澄
ま
し
た
表
情
を
こ
よ
な
く
美
し
い
も
の
に
感
じ

た
。 

（
全
集
第
一
巻
　
一
六
八
頁
（

　
右
の
引
用
で
は
、「
一
日
（
１
（」
で
桂
が
「
意
識
が
ど
う
し
て
も
そ
こ
へ
帰
」

る
と
い
う
「
昨
晩
の
こ
と
」
が
暗
示
的
に
語
ら
れ
、
続
く
「
過
去
（
遡
行
的
（」

で
実
際
に
「
昨
晩
の
こ
と
」、
こ
こ
で
は
荒
巻
芳
枝
が
「
月
光
」
を
弾
く
場
面

が
語
ら
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
連
結
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
桂
の
過
去
へ
向

か
う
意
識
に
よ
っ
て
生
起
し
た
「
過
去
（
遡
行
的
（」
が
、「
一
日
」
の
間
に
挿

入
さ
れ
て
い
く
と
い
う
形
で
、
第
二
部
は
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
「
一
日
（
８
（」
ま
で
の
桂
の
現
在
に
お
い
て
、「
過
去
（
遡
行
的
（」
は
、

荒
巻
芳
枝
と
三
枝
太
郎
が
結
婚
の
約
束
を
交
わ
す
夜
か
ら
、
桂
が
芸
術
家
を
志

し
、
高
等
学
校
を
中
退
す
る
ま
で
「
遡
行
」
さ
れ
る
。
そ
の
後
「
一
日
（
６
（」

で
万
里
子
に
語
っ
た
桂
の
幼
少
期
の
思
い
出
に
先
導
さ
れ
な
が
ら
、
高
等
学
校

中
退
を
め
ぐ
っ
て
父
親
と
の
間
に
か
わ
さ
れ
た
、
桂
の
出
生
の
秘
密
に
繋
が
る

「
東
北
の
片
田
舎
の
、
小
さ
な
漁
村
」
で
の
幼
少
時
代
の
記
憶
へ
と
「
遡
行
」

す
る
。
ま
た
「
一
日
（
９
（」
に
お
い
て
浜
辺
に
上
が
っ
た
水
死
体
か
ら
、
幼

少
期
に
見
た
「
お
君
さ
ん
」
の
水
死
の
記
憶
へ
と
連
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

「
一
日
」
が
時
間
軸
に
沿
っ
て
進
む
の
に
対
し
て
、「
過
去
（
遡
行
的
（」
は
文

字
通
り
桂
の
記
憶
を
遡
っ
て
い
く
。

　
こ
う
し
た
記
憶
の
連
想
の
方
法
は
プ
ル
ー
ス
ト
の『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』

が
想
起
さ
れ
る
が
、
例
え
ば
同
様
に
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
手
法
を
思

わ
せ
る
中
村
真
一
郎
『
死
の
影
の
下
で
』（
一
九
四
七
年
十
一
月
、
真
善
美
社
（

と
は
異
な
り
、
思
い
出
さ
れ
た
「
過
去
」
は
別
の
節
と
し
て
区
別
さ
れ
語
ら
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
「
現
在
」
と
「
過
去
」
は
弁
別
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
風

土
』
は
よ
り
際
だ
っ
て
形
式
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
間
歇
的
記
憶
の

連
想
方
法

（
（
（

に
よ
る
独
立
し
た
「
過
去
」
の
節
立
て
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
モ

ザ
イ
ク
状
に
な
っ
た
桂
の
記
憶
を
系
統
立
て
て
表
象
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
形
式
化
が
可
能
な
の
は
「
第
二
部
」
も
、

「
第
一
部
」
の
末
尾
に
お
い
て
連
想
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
既

に
記
憶
の
形
式
化
を
被
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
（
（

。

　
　 

　
蝉
の
声
が
松
林
の
中
か
ら
響
い
た
。
そ
れ
は
波
の
単
調
な
響
の
中
を
、

ま
る
で
生
へ
の
意
志
の
よ
う
に
、
急
調
に
、
け
た
た
ま
し
く
、
貫
い
て
通
っ

た
。
桂
は
口
の
中
で
溶
け
て
行
く
ボ
ン
ボ
ン
の
甘
さ
が
、
過
去
を
想
い
起

さ
せ
、
過
去
を
甘
美
に
再
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
を
感
じ
た
。
過
去
は
遠

い
。
そ
し
て
現
在
は
、
不
可
避
的
に
こ
の
遠
い
過
去
に
繋

つ
な
が

っ
て
い
る
。
現

に
生
き
て
い
る
こ
の
一
日
が
、過
去
の
陰
影
を
免
れ
得
な
い
と
い
う
の
は
、

何
と
い
う
皮
肉
な
宿
命
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
…
…
。

 

（
全
集
第
一
巻
　
一
五
六
―
一
五
七
頁
（
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右
の
引
用
は
「
第
一
部
」
の
末
尾
部
分
だ
が
、
こ
こ
で
桂
は
催
眠
術
に
か
か
っ

た
よ
う
に
「
過
去
」
の
時
間
へ
と
入
り
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は

『
風
土
』
が
桂
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
三
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
一
九
三
九
年
八
月
の
桂
を
起
点
と
し
て
、

一
九
二
三
年
八
月
の
桂
、
そ
し
て
幼
少
期
の
桂
と
記
憶
は
外
延
化
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
が
独
立
し
た
章
節
を
持
つ
こ
と
で
形
式
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
三
重
構
造
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
が
、
桂
昌
三
の
自
己
確
認
を
失
敗

す
る
と
い
う
行
為
の
反
復
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　『
風
土
』
の
「
第
二
部
」
で
は
「
一
日
」
と
「
過
去
（
遡
行
的
（」
の
そ
れ
ぞ

れ
に
結
末
が
つ
い
て
い
る
。「
一
日
」
で
は
「
死
を
契
機
と
し
た
自
己
確
認
」

で
あ
り
、「
過
去
（
遡
行
的
（」
は
海
に
対
峙
す
る
自
己
の
確
認
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
時
間
軸
の
異
な
る
二
つ
の
結
末
は
自
分
自
身
を
確
認
す
る
作
業
で
あ
る

と
い
う
点
で
類
似
し
て
い
る
。

　
　「
過
去
（
遡
行
的
（」

　
　 

　
昌
三
は
真
剣
な
眼
つ
き
を
し
て
、
じ
っ
と
自
然
の
パ
ノ
ラ
マ
を
眺
め
て

い
た
。
そ
の
間
に
、
彼
の
心
の
中
に
も
何
か
力
強
い
も
の
が
、
叛
逆
の
よ

う
に
湧
き
上
っ
た
。
何
か
荒
々
し
い
も
の
、
生
の
誘
惑
の
よ
う
な
も
の

…
…
。
そ
れ
が
潮
鳴
を
ひ
び
か
せ
て
小
さ
な
魂
を
通
り
過
ぎ
て
行
っ
た
。

昌
三
は
拳
を
握
り
締
め
、
呼
吸
を
殺
し
て
、
暴あ

ら

し風
の
海
と
対
し
て
い
た
。

こ
れ
で
も
か
、
こ
れ
で
も
か
、
と
風
が
言
っ
た
。
負
け
る
も
ん
か
、
と
昌

三
は
怒
鳴
っ
た
。
自
分
は
一
人
き
り
で
、
そ
の
一
人
き
り
は
強
い
の
だ
と

思
っ
た
。 

（
全
集
第
一
巻
　
三
〇
五
頁
（

　
　「
一
日
（
（（
（」

　
　 

　
僕
は
パ
リ
へ
行
こ
う
、
パ
リ
へ
行
っ
て
一
人
前
の
画
家
に
な
ろ
う
。
た

と
え
人
に
知
ら
れ
ず
、
貧
し
く
、
た
だ
一
人
で
あ
っ
て
も
、
僕
で
な
け
れ

ば
、
桂
昌
三
で
な
け
れ
ば
描
け
な
い
絵
を
描
こ
う
。
ど
ん
な
に
寂
し
く
て

も
、
僕
は
僕
一
人
の
道
を
歩
こ
う
…
…
。 

（
全
集
第
一
巻
　
三
〇
一
頁
（

　
な
ぜ
桂
の
「
絶
望
」
の
克
服
に
依
拠
す
る
こ
の
自
己
確
認
は
繰
り
返
さ
れ
て

し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
桂
の
自
己
確
認
が
常
に
徹
底
化
さ
れ
る
こ
と
な

く
終
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
幼
少
期
の
「
一
人
き
り
は
強
い

の
だ
」
と
い
う
認
識
の
す
ぐ
後
に
「
昌
三
の
耳
の
奥
の
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
、

ま
た
思
い
出
し
た
よ
う
に
手
鞠
唄
の
調
べ
が
か
す
か
に
響
い
て
来
る
の
を
聞
い

た
。
負
け
な
い
ぞ
、
と
心
の
中
で
叫
ん
で
も
、
そ
の
声
は
消
え
な
か
っ
た
」
と

あ
る
よ
う
に
、「
ひ
と
り
で
さ
び
し
　
二
人
で
参
り
ま
し
ょ
　
見
渡
す
か
ぎ
り

　
嫁
菜
ス
た
ん
ぽ
ぽ
」
と
い
う
数
え
歌

（
（1
（

の
「
寂
し
さ
」
は
、
桂
を
解
放
す
る
こ

と
は
な
い
。
ま
た
青
年
桂
の
自
己
確
認
は
、
仲
間
達
の
い
る
浜
辺
を
一
人
去
る

決
意
を
さ
せ
る
が
、
そ
の
直
後
に
「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
停
車
場
ま
で
芳
枝
さ
ん

た
ち
が
散
歩
が
て
ら
に
送
っ
て
来
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」と
あ
る
よ
う
に
、

芳
枝
へ
の
未
練
を
断
ち
切
る
こ
と
ま
で
は
出
来
な
か
っ
た
。
ま
た
「
第
二
部
」

の
芳
枝
へ
の
未
練
を
断
ち
切
れ
ぬ
ま
ま
に
な
さ
れ
た
自
己
確
認
は
、
引
用
箇
所

に
あ
る
よ
う
に
物
理
的
に
は
そ
れ
を
可
能
に
し
た
で
あ
ろ
う
「
パ
リ
」
行
き
が

実
行
さ
れ
な
い
た
め
に
、
座
礁
し
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
で
語
ら
れ

る
桂
の
自
己
確
認
は
、
必
ず
そ
れ
の
失
敗
と
し
て
現
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
こ
の
徹
底
さ
を
欠
い
た
自
己
確
認
は
、
桂
に
再
度
の
自
己
確
認
を
可
能

に
さ
せ
る
。

　
　 
　
さ
っ
き
考
え
て
い
た
こ
と
、
道
子
が
部
屋
へ
は
い
っ
て
来
る
ま
で
、
一

人
で
、
考
え
悩
ん
で
い
た
こ
と
が
、
今
、
意
識
の
閾

し
き
み

に
昇
っ
て
来
た
。
タ

ヒ
チ
の
女
が
凝
然
と
画
面
の
外
に
見
詰
め
て
い
た
も
の
、
―
―
そ
れ
は
死

だ
っ
た
、
あ
ら
ゆ
る
情
熱
と
本
能
と
希
望
と
の
中
に
潜
ん
で
い
る
死
、
静
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か
な
憩
い
と
し
て
の
死
、
現
世
の
彼
方
に
、
現
世
と
は
少
し
も
変
ら
ぬ
様

相
の
ま
ま
、
よ
り
浄
化
さ
れ
、
よ
り
透
明
な
光
線
に
包
ま
れ
て
横
た
わ
る

N
irv

ân
a

、
一
切
を
超
え
て
永
遠
の
生
に
つ
な
が
る
涅ね

は

ん槃
だ
っ
た
。
そ
し

て
タ
ヒ
チ
の
女
は
、
些

い
さ
さ

か
も
動
じ
る
こ
と
な
く
、
冷
た
く
、
死
を
眺
め
て

い
る
。
そ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
女
が
生
き
て
い
る
こ
と
だ
、
彼

女
は
死
を
見
詰
め
て
生
き
て
い
る
、
死
を
見
詰
め
る
が
故
に
、
こ
の
上
も

な
く
生
き
生
き
と
、
逞
し
く
、
生
き
て
い
る
、
こ
の
タ
ヒ
チ
の
女
…
…
。

 

（
全
集
第
一
巻
　
四
〇
九
頁
（

　
こ
こ
で
描
か
れ
る
「
タ
ヒ
チ
の
女

（
（（
（

」
に
反
映
さ
れ
た
桂
の
認
識
は
、
い
わ
ば

超
越
化
さ
れ
た
死
で
あ
る
。
そ
れ
は
青
年
期
の
桂
が
「
死
者
の
目
か
ら
物
を
見

て
生
き
よ
う
」
と
し
て
得
よ
う
と
し
た
、
未
来
の
窮
極
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、

「
タ
ヒ
チ
の
女
」
の
画
は
そ
れ
を
体
現
し
て
い
た
の
で
あ
る

（
（1
（

。
桂
は
こ
こ
で
「
死
」

に
よ
る
三
度
目
の
自
己
確
認
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
は

こ
の
画
の
所
有
者
で
あ
る
道
子
の
手
に
よ
っ
て
「
パ
レ
ッ
ト
ナ
イ
フ
」
で
引
き

裂
か
れ
る
こ
と
で
、ま
た
し
て
も
潰
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
破
か
れ
た
画
布
、

そ
れ
は
畢
竟
、
一
個
の
死
せ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
も
う
何
も
の
も
照
ら
さ
ず
、

何
も
の
も
救
う
こ
と
が
な
く
」
と
い
う
桂
の
感
想
は
、
桂
の
自
己
確
認
の
皮
相

性
を
言
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
曾
根
は
「
こ
う
い
う
桂
の
深
刻
ぶ
っ

た
い
い
加
減
さ
を
人
間
的
に
批
判
す
る
こ
と
は
容
易
だ
が
、
こ
れ
を
た
ん
な
る

人
間
的
堕
落
と
と
る
の
で
は
な
く
、
桂
と
い
う
孤
独
な
『
風
土
』
が
ま
た
し
て

も
繰
り
返
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
悲
劇

（
（1
（

」
で
あ
る
と
し
、「
反
復
さ
れ
る
こ
の

桂
の
「
風
土
」
の
テ
ー
マ
」
に
『
風
土
』
の
「
主
題
」
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
桂
が
「
繰
り
返
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
悲
劇
」
の
持
ち
主
で
あ
る

と
し
て
も
、
単
純
に
資
質
と
し
て
の
「
風
土
」
が
「
悲
劇
」
を
繰
り
返
し
て
い

た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
桂
の
自
己
確
認
と
そ
の
破
綻
と
い
う
反
復
は
、
い
さ

さ
か
反
復
強
迫
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
桂
に
強
い
る
自
己
確

認
の
破
綻
に
は
何
か
「
不
気
味
な
も
の
」
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
（
（1
（

。
こ
こ
に
東
北
の
小
さ
な
漁
村
と
い
う
桂
の
体
験
に
基
づ
く
具
体
的
な
「
風

土
」
が
浮
か
び
上
が
る
契
機
が
あ
る
。
そ
の
場
所
は
青
年
期
の
桂
に
よ
っ
て
常

に
否
定
的
に
語
ら
れ
て
い
た
。
桂
が
す
ぐ
に
潰
え
て
し
ま
う
こ
と
を
経
験
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仮
構
し
よ
う
と
し
た
自
己
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

語
ろ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
何
を
語
ろ
う
と

し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
例
え
ば
桂
の
次
の
よ
う
な
「
日
本
」
か
ら

の
逃
避
願
望
に
そ
の
一
端
が
覗
か
れ
る
。

　
　 

　
―
―
僕
は
日
本
な
ん
て
国
に
未
練
は
な
い
な
、
と
桂
が
言
っ
た
。
パ
リ

へ
行
っ
て
、
と
に
か
く
暮
し
て
さ
え
行
け
る
な
ら
、
僕
は
も
う
生
涯
向
う

に
い
て
絵
を
描
い
て
い
る
よ
。

　
　
　
―
―
欧
米
崇
拝
の
悪
し
き
影
響
だ
な
、
と
高
遠
が
口
を
入
れ
た
。

　
　
　
―
― 

古
い
古
い
日
本
、
…
…
何
の
未
練
が
あ
る
も
の
か
。

 

（
全
集
第
一
巻
　
二
六
七
頁
（

　
桂
の
逃
避
願
望
が
ま
ず
は
「
古
い
日
本
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ

の
「
古
い
日
本
」
と
は
万
里
子
に
対
す
る
印
象
が
そ
の
内
実
を
示
し
て
い
る
。

　
　 

　
万
里
子
さ
ん
の
方
は
（
僕
は
こ
こ
に
来
て
識
合
に
な
っ
た
ば
か
り
だ
か

ら
、
詳
し
い
こ
と
は
何
も
知
ら
な
い
が
（
い
つ
で
も
節
度
を
保
っ
て
、
い

つ
も
少
し
寂
し
げ
な
表
情
を
浮
べ
て
、
よ
ほ
ど
で
な
い
限
り
内
心
の
感
情

を
表
に
あ
ら
わ
さ
な
い
人
だ
。
恐
ら
く
は
荒
巻
さ
ん
の
よ
う
な
自
由
な
家

庭
と
は
ま
る
で
違
っ
た
、
日
本
的
な
古
く
さ
い
家
庭
に
育
っ
て
、
自
分
の

個
性
を
ど
こ
か
に
置
き
忘
れ
た
ま
ま
平
凡
に
結
婚
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ

う
。
内
心
に
燃
え
て
い
る
情
熱
も
、
次
第
に
生
活
に
磨
り
へ
ら
さ
れ
て
消

え
て
行
く
よ
う
な
…
…
。
そ
れ
が
日
本
で
は
、
ご
く
普
通
の
女
の
運
命
な
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の
だ
。
平
凡
で
い
て
、
そ
れ
で
ど
こ
か
親
し
み
の
持
て
る
お
嬢
さ
ん
、
万

里
子
さ
ん
…
…
。 

（
全
集
第
一
巻
　
二
〇
二
頁
（

　「
詳
し
い
こ
と
は
何
も
知
ら
な
い
」
が
ゆ
え
に
万
里
子
に
対
す
る
桂
の
印
象

は
、
逆
に
桂
の
「
古
い
日
本
」
観
が
率
直
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
桂

に
と
っ
て
「
古
い
日
本
」
と
は
、「
自
由
」
や
「
個
性
」
を
縛
る
も
の
と
し
て

考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
対
極
に
「
パ
リ
」
や
芳
枝
が
あ
る
。
こ
う
し
た
「
古

い
日
本
」
批
判
が
「
欧
米
崇
拝
」
と
対
に
な
っ
て
桂
の
二
項
対
立
的
思
考
を
形

作
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
桂
の
「
古
い
日
本
」
と
「
西
洋
」
と
い
う
二
項
対

立
が
崩
れ
た
と
こ
ろ
に
桂
自
身
の
「
風
土
」
が
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
タ
ヒ
チ
の
女
」
に
よ
る
自
己
確
認
も
芳
枝
と
の
パ
リ
で
の
暮
ら
し
と

い
う
逃
避
先
も
潰
え
る
こ
と
で
、
桂
は
「
独
り
き
り
だ
と
い
う
こ
と
を
痛
切
に

感
じ
」、
初
め
て
自
ら
の
「
風
土
」
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。

　
　 

　
桂
は
眼
の
前
に
、颱
風
の
吹
き
過
ぎ
た
あ
と
の
荒
れ
狂
っ
た
海
を
見
た
。

そ
れ
は
ふ
と
甦
っ
た
遠
い
記
憶
の
幾
齣こ

ま

だ
っ
た
。
瀕
死
の
太
陽
が
血
を
流

し
た
よ
う
に
、
牙
を
剥
い
た
浪
の
上
を
照
し
て
い
た
。
靡な

び

い
て
い
る
芒
す
す
き

の

原
を
見
た
。
何
処
ま
で
も
限
り
な
く
続
い
て
い
る
砂
丘
を
見
た
。
萎
れ
た

月
見
草
、
だ
ら
ん
と
垂
れ
た
乾
網
、
打
上
げ
ら
れ
た
漁
船
、
そ
し
て
彼
を

養
っ
て
く
れ
た
老
い
た
祖
父
母
の
顔
（
祖
父
母
は
も
う
死
ん
だ
（、
漁
師

の
安
さ
ん
の
顔
（
安
さ
ん
は
時し

化け

の
海
で
死
ん
だ
（、
幼
い
彼
を
可
愛
が
っ

て
く
れ
た
、
泣
き
黒ぼ

く

ろ子
の
あ
る
お
君
さ
ん
の
顔
（
お
君
さ
ん
は
岬
か
ら
身

を
投
げ
て
死
ん
だ
（、
幼
馴
染
の
小
学
校
の
生
徒
た
ち
（
そ
の
幾
人
か
は

も
う
死
ん
だ
だ
ろ
う
（、僕
を
育
て
、僕
を
決
定
し
た
風
土
は
そ
れ
だ
っ
た
、

…
…
そ
の
暗
い
絶
望
的
な
意
識
、
魚
く
さ
い
土
間
、
ま
た
た
い
て
い
る

洋ラ

ン

プ燈
の
灯
、
小
さ
な
机
の
並
ん
だ
小
学
校
の
教
室
、
雪
を
帯
び
た
連
山
、

凍
り
つ
い
た
塩
か
ら
い
空
気
…
…
。 

（
全
集
第
一
巻
　
四
三
八
頁
（

　
こ
の
桂
の
述
懐
こ
そ
が
和
辻
哲
郎
の
『
風
土

（
（1
（

』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
一
般

的
に
「
過
去
」
を
背
負
う
の
で
は
な
く
し
て
特
殊
な
「
風
土
的
過
去
」
背
負
う
」

人
間
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
今
で
は
既
に

死
者
た
ち
の
土
地
と
化
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
そ
の
「
風
土
」
へ
、
桂
は
「
帰
っ

て
み
る
つ
も
り
」
で
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
桂
の
死
を
意
味
す
る

だ
ろ
う
。
容
易
に
分
か
る
よ
う
に
こ
の
桂
の
「
風
土
」
の
発
見
は
そ
れ
ま
で
の

死
を
契
機
と
し
た
自
己
確
認
、
つ
ま
り
は
生
へ
の
奮
起
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で

は
な
く
、
桂
そ
の
も
の
が
「
暗
い
絶
望
的
な
意
識
」
に
既
に
浸
食
さ
れ
、
死
者

た
ち
に
縛
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

　
だ
が
桂
に
と
っ
て
は
切
実
で
あ
ろ
う
こ
の
「
風
土
」
認
識
に
も
幾
つ
か
の
疑

念
を
差
し
挟
む
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ
は
、
こ
の
「
風
土
」
認
識
が
「
し
か
し

僕
の
人
生
は
、
結
局
、
孤
独
と
い
う
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
長
い
夢
を
見
て
、
夢

の
中
で
色
ん
な
こ
と
を
学
ん
だ
よ
う
に
も
思
っ
た
が
、
目
が
覚
め
て
み
れ
ば
、

確
か
な
も
の
は
た
だ
自
分
の
孤
独
が
あ
る
ば
か
り
だ
っ
た
」
と
久
邇
に
語
っ
た

「
旅
」
の
モ
チ
ー
フ
、
す
な
わ
ち
「
出
発
と
帰
還
」
と
い
う
物
語
構
造
を
踏
ま

え
て
の
認
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
桂
の
切
実
な
認
識
も
実
際

は
予
定
調
和
な
の
で
あ
り
、
桂
の
「
決
定
し
た
風
土
」
性
は
言
葉
を
換
え
れ
ば

「
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
も
う
一
つ
は
桂
の
「
甦
っ
た
遠
い
記
憶
」
に
出
て
く
る
死
者
た
ち
の
中
に
、

同
じ
く
そ
こ
で
死
ん
だ
は
ず
の
母
親
だ
け
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
桂
の
予
定
調
和
的
な
旅
の
帰
還
と
、
母
親
が
空
白
で
あ
る
こ
と
に
は

関
連
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
遍
歴
し
帰
還
す
る
旅
の
主
体
を
「
自
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分
の
孤
独
」
と
す
る
桂
の
、
そ
の
「
孤
独
」
に
母
親
が
関
連
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
関
連
こ
そ
が
桂
の
自
己
確
認

を
執
拗
に
反
復
さ
せ
る
「
不
気
味
な
も
の
」
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
理
由
と

し
て
、
例
え
ば
登
場
人
物
の
内
面
ま
で
を
饒
舌
に
語
る
語
り
手
は
、
次
の
よ
う

に
桂
を
語
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
な
ぜ
か
語
ら
な

い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
ひ
と
り
で
さ
び
し

　
　
　
　
二
人
で
参
り
ま
し
ょ

　
　
　
　
見
渡
す
か
ぎ
り

　
　
　
　
嫁
菜
ス
た
ん
ぽ
ぽ
…
…

　
　 

　
昌
三
は
ひ
と
り
き
り
だ
っ
た
。
何
処
に
い
て
も
、
い
つ
で
も
、
心
の
中

は
寂
し
か
っ
た
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
両
親
が
い
な
い
こ
と
に
基
因
し
て
い

た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
祖
父
母
は
眼
の
中
に
入
れ
て
も
痛
く
な
い

ほ
ど
こ
の
幼
い
孫
を
可
愛
が
っ
て
く
れ
た
し
、
叔
父
も
、
叔
母
も
、
安
さ

ん
も
、
家
の
中
の
人
は
誰
で
も
、
昌
三
に
や
さ
し
く
し
て
く
れ
た
。
し
か

し
彼
は
寂
し
か
っ
た
。
理
由
の
な
い
寂
し
さ
が
、
生
れ
た
時
か
ら
彼
の
心

の
底
に
住
み
、
傷
痕
の
よ
う
に
疼う

ず

い
て
い
た
。

 

（
全
集
第
一
巻
　
三
〇
四
頁
（

　
語
り
手
は
周
到
に
「
そ
れ
は
必
ず
し
も
両
親
が
い
な
い
こ
と
に
基
因
し
て
い

た
の
で
は
な
か
っ
た
」と
家
族
関
係
の
欠
如
が
原
因
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、

そ
の
「
寂
し
さ
」
の
発
生
に
つ
い
て
「
生
ま
れ
た
時
か
ら
」
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
生
ま
れ
た
時
か
ら
」
の
「
寂
し
さ
」
が
意
味
す
る
の
は
、
桂
の
「
ひ

と
り
き
り
」
と
い
う
認
識
が
自
ら
を
「
孤
児
」
だ
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る

（
（1
（

。
す
な
わ
ち
桂
の
絶
望
と
は
「
傷
痕
」
と
し
て
あ
る
孤
児
性
を
確
認
す

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
傷
痕
」
を
紛
ら
わ
す
た
め
に
桂
は
「
未
知
」
な

る
「
風
土
」
を
遍
歴
す
る
こ
と
を
自
ら
に
課
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
度
に
「
一
人
き
り
は
強
い
の
だ
」
や
「
僕
は
僕
一
人
の
道
を
歩
こ

う
」
と
い
っ
た
よ
う
に
そ
の
孤
児
性
を
粉
飾
す
る
こ
と
で
「
傷
痕
」
が
顕
わ
に

な
る
こ
と
を
回
避
し
そ
の
度
に
頓
挫
す
る
こ
と
で
、
皮
相
的
な
絶
望
を
反
復
し

て
き
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
な
ぜ
「
ひ
と
り
で
さ
び
し
」
の
手
鞠
歌
は
桂
の
そ
う
し
た
認
識
を
揺
さ

ぶ
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
母
の
記
憶
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ

の
手
鞠
歌
は
母
親
が
歌
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。「
過
去（
遡

行
的
（」
の
最
終
節
で
こ
の
手
鞠
歌
は
「
何
処
か
ら
と
も
な
く
女
の
子
の
甲
高

い
幼
い
声
」
と
し
て
聞
こ
え
て
く
る
が
、
海
辺
に
は
幼
少
時
の
桂
し
か
お
ら
ず

「
子
供
の
手
鞠
唄
が
聞
こ
え
て
来
る
筈
は
な
い
」。
し
か
し
そ
の
手
鞠
唄
は
「
幼

い
昌
三
の
耳
に
、
こ
び
り
つ
い
た
よ
う
に
、
可
憐
な
歌
声
が
離
れ
な
」
い
の
で

あ
り
、
手
鞠
唄
は
幼
少
時
の
桂
の
中
に
あ
る
誰
か
の
声
の
記
憶
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
声
の
持
ち
主
が
母
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

だ
が
こ
の
手
鞠
唄
を
『
風
土
』
の
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
三
枝
道
子
が
奇
妙

に
も
反
芻
す
る
と
き
、
手
鞠
歌
の
歌
い
手
が
誰
で
あ
る
の
か
が
露
呈
さ
れ
る
。

で
は
、
道
子
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
。
桂
は
道
子
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
。

　
　 

　
こ
の
お
か
し
な
少
女
の
側
に
い
る
と
何
だ
か
心
が
安
ま
っ
て
来
る
、
我

儘
そ
う
で
、
威
張
っ
た
よ
う
な
口
を
利
い
て
、
時
々
は
小
生
意
気
に
も
思

わ
れ
る
が
、
十
四
五
の
女
の
子
な
ん
て
み
ん
な
こ
う
い
う
も
の
だ
。
み
ん

な
…
…
し
か
し
、
こ
の
少
女
が
フ
ラ
ン
ス
語
を
覚
え
て
い
る
と
か
、
絵
が

描
け
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
と
は
違
っ
た
何
か
別
の
も
の
が
、
何
か
本

質
的
に
僕
に
は
未
知
の
も
の
が
、
こ
の
少
女
の
中
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

 

（
全
集
第
一
巻
　
三
五
九
―
三
六
〇
頁
（
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桂
に
と
っ
て
他
の
少
女
「
み
ん
な
」
と
道
子
を
区
別
す
る
「
何
か
本
質
的
に
僕

に
は
未
知
の
も
の
」
が
桂
を
「
何
だ
か
心
が
安
ま
」
る
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
原

因
で
あ
る
。
そ
し
て
「
僕
は
時
々
、
全
然
母
親
と
い
う
も
の
な
し
で
生
れ
て
き

た
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
い
う
桂
に
と
っ
て
「
本
質
的
に
」
未
知
な
も
の
と
は

言
う
ま
で
も
な
く
母
な
の
で
あ
る
。『
風
土
』
で
は
こ
の
桂
の
道
子
に
対
す
る

思
惑
は
外
れ
る
こ
と
が
な
い
。
道
子
も
知
ら
ず
に
母
親
の
役
割
を
演
じ
て
し
ま

う
（
（1
（

。
　
　
　
―
―
ど
う
し
た
ん
で
す
か
？

　
　 

　
桂
が
繃
帯
し
た
右
手
の
指
を
上
に
向
け
て
い
る
、久
邇
は
お
ど
ろ
い
て
、

直
に
心
配
そ
う
な
顔
つ
き
に
な
っ
た
。
道
子
は
皮
肉
に
笑
っ
た
。

　
　 

　
―
―
桂
さ
ん
た
ら
子
供
み
た
い
な
の
、
砂
い
じ
り
な
さ
っ
て
い
て
指
を

突
き
刺
し
た
の
。

　
　
　
―
―
そ
れ
は
大
変
だ
。

　
　 

　
―
―
何
で
も
な
い
ん
だ
よ
、
と
平
静
に
言
っ
た
。
道
子
さ
ん
が
大
袈
裟

な
だ
け
さ
。

　
　
　
―
―
で
も
も
う
お
い
た
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
　 

　
母
親
の
言
う
よ
う
な
白
せ
り
ふ

を
言
っ
て
に
こ
っ
と
笑
う
と
、
三
脚
の
と
こ
ろ

へ
戻
っ
た
。 

（
全
集
第
一
巻
　
三
六
二
―
三
六
三
頁
（

　
こ
こ
で
道
子
は
桂
を
子
ど
も
に
見
立
て
、自
身
は
母
親
の
役
を
演
じ
て
い
る
。

し
か
し
た
だ
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
大
人
び
た
少
女
と
、
子
供
じ
み
た

大
人
と
い
う
比
喩
に
す
ぎ
な
い
。
道
子
が
さ
ら
に
母
親
の
役
割
を
果
た
し
て
し

ま
う
の
は
、
夢
の
中
で
桂
に
し
か
聞
こ
え
な
い
は
ず
の
あ
の
手
鞠
唄
を
桂
に
投

げ
か
け
る
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
　
　
―
―
桂
さ
ん
、
桂
さ
ん
…
…
。

　
　 

　
後
を
追
っ
て
道
子
は
呼
ん
だ
。
桂
は
く
る
り
と
振
り
返
る
と
、

　
　 

　
―
―
君
は
今
来
た
道
を
お
帰
り
、
と
繰
返
し
た
。
生
き
て
い
る
人
た
ち

の
間
に
、
分
っ
た
ね
？

　
　 

　
―
―
厭
で
す
、
と
道
子
は
大
き
な
声
で
叫
ん
だ
。
桂
さ
ん
、
一
緒
に
行

き
ま
し
ょ
う
、
一
緒
に
帰
り
ま
し
ょ
う
。
死
ん
で
は
厭
、
あ
た
し
と
一
緒

に
行
き
ま
し
ょ
う
、
行
っ
て
一
緒
に
暮
し
ま
し
ょ
う
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
、

あ
な
た
の
い
る
と
こ
ろ
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
、
あ
た
し
が
き
っ
と
あ
な
た
を

生
か
し
て
あ
げ
ま
す
、
だ
か
ら
帰
り
ま
し
ょ
う
、
そ
の
絵
な
ん
か
捨
て
て

し
ま
っ
て
、
ね
、
お
願
い
、
行
き
ま
し
ょ
う
、
帰
り
ま
し
ょ
う
…
…
。

 

（
全
集
第
一
巻
　
四
六
七
頁
（

　
道
子
の
桂
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
る
「
桂
さ
ん
、
一
緒
に
行
き
ま
し
ょ
う
、
一

緒
に
帰
り
ま
し
ょ
う
」
は
、
手
鞠
唄
の
「
ひ
と
り
で
さ
び
し
　
二
人
で
参
り
ま

し
ょ
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
答
え
る
桂
は
「
も
う
遅
す
ぎ
る
」

と
し
て
道
子
の
呼
び
か
け
に
答
え
る
こ
と
は
な
い
。『
風
土
』
第
三
部
は
こ
の

道
子
の
夢
と
そ
の
母
芳
枝
の
パ
リ
の
生
活
へ
の
憧
憬
で
終
わ
っ
て
い
る
。
終
局

部
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

　
　
　
―
―
桂
さ
ん
、
桂
さ
ん
…
…
。

　
　 

　
ま
た
か
す
か
に
道
子
が
呼
ん
だ
。
芳
枝
は
振
り
返
っ
た
が
、
道
子
は
そ

れ
き
り
声
を
立
て
な
か
っ
た
。
芳
枝
は
ほ
っ
と
溜
息
を
吐
い
た
。
風
が
涼

し
か
っ
た
。

　
　
　
―
―
も
う
秋
だ
わ
。

　
　 

　
芳
枝
は
そ
う
呟
き
、
窓
を
締
め
た
。
硝
子
戸
を
越
え
て
、
明
る
い
月
影

が
芳
枝
の
蒼
白
い
顔
を
照
し
出
し
、
道
子
の
寝
台
の
足
許
へ
ま
で
、
水
の

よ
う
に
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
込
ん
で
い
た
。 

（
全
集
第
一
巻
　
四
八
一
頁
（

　
す
な
わ
ち
こ
の
場
面
で
は
、
夢
と
現
実
と
い
う
二
つ
の
パ
ラ
レ
ル
な
世
界
が

表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
つ
は
「
硝
子
戸
」
の
枠
越
し
に
見
る
こ
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と
の
出
来
る
芳
枝
と
道
子
と
の
母
子
像
で
あ
り
、
そ
し
て
も
う
一
つ
が
桂
と
道

子
と
の
夢
の
中
で
の
母
子
離
別
で
あ
る
。
あ
た
か
も
額
縁
に
閉
じ
ら
れ
た
よ
う

に
終
わ
る
表
層
的
な
部
分
で
は
、
芳
枝
と
の
別
離
が
示
す
よ
う
に
、
西
洋
と
日

本
の
文
化
的
格
差
故
に
自
ら
の
芸
術
に
自
信
を
持
つ
こ
と
が
出
来
ず
挫
折
す
る

桂
と
い
う
人
物
の
物
語
が
語
ら
れ
、
ま
た
道
子
と
の
夢
の
中
で
の
別
離
が
、
挫

折
し
続
け
る
桂
の
背
後
に
あ
る
「
孤
独
」
の
原
因
と
な
っ
た
母
喪
失
（
孤
児
（

の
物
語
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
『
風
土
』
の
こ
の
特
徴
は
、
作
者
福
永
の
資
質
を

こ
そ
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
最
後
に
こ
う
し
た
『
風
土
』

の
特
徴
が
持
つ
、
ロ
マ
ン
主
義
の
問
題
系
と
の
関
連
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
挫
折
す
る
芸
術
家
で
あ
る
桂
が
自
ら
の
「
風
土
」
つ
ま
り
は
東
北
の
漁

村
へ
の
帰
郷
を
決
意
す
る
一
九
三
九
年
か
ら
溯
る
こ
と
六
年
前
の
一
九
三
三
年

に
小
林
秀
雄
が
「
故
郷
を
失
っ
た
文
学

（
（1
（

」
で
示
し
て
い
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。

　
　 

　
私
達
が
文
学
に
頭
を
つ
っ
こ
ん
だ
時
に
は
も
う
西
洋
の
翻
訳
文
学
は
読

み
切
れ
な
い
程
あ
っ
た
の
で
、
二
葉
亭
の
「
う
き
草
」
や
鴎
外
の
「
即
興

詩
人
」
な
ど
が
当
時
の
青
年
に
与
え
た
感
動
や
驚
愕
は
、
到
底
私
達
に
は

想
像
出
来
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
達
は
生
れ
た
国
の
性
格
的
な

も
の
を
失
い
個
性
的
な
も
の
を
失
い
、
も
う
こ
れ
以
上
何
を
奪
わ
れ
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
一
時
代
前
に
は
西
洋
的
な
も
の
と
東
洋
的
な
も
の
と
の
争

い
が
作
家
制
作
上
重
要
な
関
心
事
と
な
っ
て
い
た
、
彼
等
が
ま
だ
失
い

損
っ
た
も
の
を
持
っ
て
い
た
と
思
え
ば
、
私
達
は
い
っ
そ
う
さ
っ
ぱ
り
し

た
も
の
で
は
な
い
か
。
私
達
が
故
郷
を
失
っ
た
文
学
を
抱
い
た
、
青
春
を

失
っ
た
青
年
達
で
あ
る
事
に
間
違
い
は
な
い
が
、
又
私
達
は
こ
う
い
う
代

償
を
払
っ
て
、
今
日
や
っ
と
西
洋
文
学
の
伝
統
的
性
格
を
歪
曲
す
る
事
な

く
理
解
し
は
じ
め
た
の
だ
。
西
洋
文
学
は
私
達
の
手
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

正
当
に
忠
実
に
輸
入
さ
れ
は
じ
め
た
の
だ
、
と
言
え
る
と
思
う
。

　
小
林
が
示
し
て
い
る
の
は
「
故
郷
を
失
っ
た
文
学
」
の
現
状
肯
定
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
徒
ら
に
日
本
精
神
だ
と
か
東
洋
精
神
だ
と
か
言
っ
て
み
て
も
始
り
は

し
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
性
急
な
日
本
回
帰
を
諫
め
て
い
る
。
し
か
し
桂
が
「
僕

を
決
定
し
た
風
土
」
を
発
見
し
た
よ
う
に
、「
故
郷
を
失
っ
た
文
学
」
が
「
故
郷
」

を
見
い
だ
し
た
時
に
ど
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
る
の
か
。
橋
川
文
三
は
『
日
本

浪
曼
主
義
批
判
序
説
』（
未
来
社
、一
九
六
〇
年
二
月

（
（1
（

（で
小
林
の「
故
郷
を
失
っ

た
文
学
」
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　 

　「
郷
土
喪
失
」
の
感
情
は
、
感
傷
と
し
て
、
も
し
く
は
、
主
知
的
な
決

断
と
し
て
、
い
ず
れ
も
「
素
直
」
に
「
日
本
へ
の
回
帰
」
の
コ
オ
ス
に
吸

収
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
事
情
を
促
進
し
た
も
の
と
し
て
、「
郷

土
喪
失
」
の
い
わ
ば
形
而
下
的
な
、
実
体
的
な
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
見

の
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
も
は
や
牧
歌

的
な
「
故
郷
」
の
実
態
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
故
郷
と
い
う
も
の
が
わ
か

ら
ぬ
と
小
林
は
嘆
じ
た
が
、
故
郷
と
い
う
も
の
が
わ
か
る
人
々
に
と
っ
て

も
、事
態
は
む
し
ろ
よ
り
不
吉
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
桂
が
故
郷
へ
帰
っ
た
後
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
テ
ク
ス
ト
に

示
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
桂
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
人
生
を
歩
ん
だ
の
か
は
分

か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
故
郷
喪
失
者
と
し
て
登
場
し
た
桂
が
、
終
局
部
に
お
い

て
確
か
に
故
郷
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
橋
川
が
「
日
本
の
ロ
マ
ン
派

は
、
い
わ
ば
解
体
期
に
お
け
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
デ
ス
パ
レ
ー
ト
な
自
己

主
張
の
パ
ト
ロ
ギ
ー
か
ら
生
れ
、
イ
ロ
ニ
イ
と
廃
頽
を
そ
の
自
覚
的
方
法
と
し
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て
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
昭
和
十
年
前
後
に
お
け
る
都
市
イ
ン
テ
リ

ゲ
ン
チ
ャ
の
退
行
的
な
行
動
様
式
の
極
端
な
一
翼
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
っ

た
」
と
定
義
し
、
そ
の
「
主
張
内
容
に
は
、
革
命
的
政
治
行
動
の
挫
折
と
閉
塞

に
起
因
す
る
心
情
世
界
へ
の
逃
避
が
お
く
め
ん
も
な
く
氾
濫
し
て
い
た
の
で
あ

り
、
保
田
に
始
終
一
貫
す
る
「
時
務
情
勢
論
」
の
拒
否
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

あ
ら
ゆ
る
政
治
責
任
の
放
棄
と
い
う
主
情
的
逆
説
が
そ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム

の
冠
冕
と
な
っ
て
い
た
」
と
、
日
本
浪
曼
派
に
つ
い
て
指
摘
す
る
と
き
に
、『
風

土
』
の
芸
術
に
挫
折
し
た
桂
の
帰
郷
と
い
う
物
語
も
こ
の
条
件
を
十
分
に
満
た

し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
橋
川
が
定
義
す
る
よ
う
な
「
日
本
ロ
マ
ン
派
」
的
な

桂
の
姿
に
、
先
に
首
藤
や
笠
井
の
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い
た
『
風
土
』
の
主

題
の
一
つ
と
さ
れ
る
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
隆
替
」
を
読
む
こ
と
を
可
能
に
す

る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
際
問
題
と
な
る
の
は
笠
井
が
指
摘
す
る
よ
う
な
作
者

福
永
に
よ
る
「
批
判
的
な
捉
え
か
え
し
」
が
『
風
土
』
に
見
ら
れ
る
の
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
主
人
公
と
な
る
桂
を
自
分
の
年
齢
よ
り
上

に
設
定
し
た
福
永
に
は
批
判
的
な
視
点
を
持
ち
う
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
し
、
事
実
、
橋
川
自
身
も
「
日
本
ロ
マ
ン
派
」
の
広
汎
な
影
響
圏
域
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　 

　
こ
こ
で
、
私
が
前
に
述
べ
る
よ
う
な
、
日
本
ロ
マ
ン
派
と
現
代
実
存
主

義
と
の
あ
る
種
の
相
似
的
な
感
覚
が
生
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
サ
ル
ト
ル

の
い
う
、
神
の
不
在
の
明
か
な
認
知
と
、
そ
れ
が
極
度
に
厄
介
な
事
実
で

あ
る
こ
と
の
矛
盾
が
蓄
積
さ
れ
、
そ
の
解
決
が
迫
ら
れ
る
。
ロ
マ
ン
派
の

少
年
た
ち
の
あ
る
者
は
、
そ
の
全
的
解
決
を
怖
し
く
過
激
な
対
象
に
求
め

た
。
そ
の
一
つ
が
前
に
述
べ
た
よ
う
に
「
ぼ
く
ら
は
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
！
」

と
い
う
死
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
の
追
求
で
あ
り
、
別
の
一
つ
は
、
私
が
三

島
由
紀
夫
な
ど
に
象
徴
し
た
く
考
え
る
類
い
の
「
美
」
の
構
想
で
あ
る
。

恐
ら
く
日
本
ロ
マ
ン
派
の
影
響
の
全
幅
は
、
こ
の
両
者
を
中
心
と
す
る
膨

大
な
ロ
マ
ン
主
義
的
楕
円
（
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
（
の
中
に
含
ま
れ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
の
陰
影
と
偏
差
の
段
階
が
無
数
の
分
化
を
と
っ
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
語
弊
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
『
風
土
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
橋
川
が
指
摘
す

る
「
死
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
」
と
「「
美
」
の
構
想
」
と
の
二
つ
を
中
心
と
す

る
「
膨
大
な
ロ
マ
ン
主
義
的
楕
円
」
に
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
極
端

な
国
粋
主
義
的
主
張
で
も
な
け
れ
ば
実
質
的
な
行
動
へ
表
れ
る
よ
う
な
も
の
で

も
な
か
っ
た

（
11
（

。『
風
土
』
が
「
ロ
マ
ン
主
義
的
楕
円
」
の
中
に
含
ま
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
は
、
橋
川
が
述
べ
る
「「
美
」
の
構
想
」
の
方
で
あ
る
。
さ
ら

に
は
福
永
の
後
期
テ
ク
ス
ト
で
は
、
小
説
に
登
場
す
る
男
性
主
人
公
の
孤
児
性

に
拠
っ
た
「
孤
独
」
が
、
死
ん
だ
母
親
と
再
会
す
る
こ
と
を
目
論
み
な
が
ら
、

「
風
土
」
や
「
妣
国
」
と
い
っ
た
観
念
的
か
つ
超
越
的
対
象
を
必
要
と
も
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
実
的
喪
失
体
験
ゆ
え
に
超
越
的
な
も
の
を
拠
り

所
に
し
よ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
超
越
的
な
も
の
に
憧
れ
る
ロ
マ
ン
主
義
的
構

図
が
福
永
の
テ
ク
ス
ト
群
に
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　『
風
土
』
に
即
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
芸
術
家
と
し
て
の
失
敗
や
三
枝
芳
枝

と
の
齟
齬
を
通
じ
て
喪
失
体
験
を
し
た
桂
が
、
そ
の
喪
失
感
の
根
拠
を
自
ら
が

幼
少
期
を
過
ご
し
た
東
北
の
漁
村
の
「
風
土
」
に
見
出
し
、「
感
傷
と
し
て
、

も
し
く
は
、
主
知
的
な
決
断
と
し
て
」
故
郷
へ
帰
る
決
断
を
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
う
し
た
物
語
が
作
者
福
永
に
よ
っ
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
旅
」
に
擬
え

ら
れ
な
が
ら
、
遍
歴
し
「
自
分
の
孤
独
」
へ
と
戻
っ
て
く
る
桂
の
姿
に
、「
時

間
の
中
に
滅
び
る
こ
と
の
分
っ
て
い
る
美
、
そ
う
し
た
種
類
の
美
に
憧
れ
る
態

度
」
と
桂
自
身
が
述
べ
る
、
ロ
マ
ン
主
義
的
「「
美
」
の
構
想
」
を
読
み
取
る
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こ
と
が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
笠
井
は
「
現

実
を
、
大
衆
を
、
生
活
を
、
つ
ま
り
世
界
を
あ
ら
か
じ
め
喪
失
し
て
し
ま
っ
て

い
た
か
ら
こ
そ
、
理
念
に
、
知
識
に
、
文
学
や
政
治
に
、
つ
ま
り
観
念
的
自
己

回
復
の
方
に
押
し
や
ら
れ
」
て
し
ま
っ
た
「
日
本
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
成
立
根
拠
」

を
、
福
永
が
『
風
土
』
に
お
い
て
そ
の
「
観
念
的
自
己
回
復
」
の
挫
折
を
記
す

こ
と
で
「
批
判
的
に
捉
え
か
え
し
た
」
と
指
摘
し
て
い
た
。
し
か
し
笠
井
が
言

う
よ
う
な
「
観
念
的
自
己
回
復
」
の
挫
折
は
別
の
観
念
（「
風
土
」（
を
作
り
出

し
た
と
い
う
の
が
『
風
土
』
の
内
実
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
お
君
さ

ん
の
水
死
の
遠
因
が
桂
自
身
で
あ
っ
た
と
い
う
挿
話
が
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
示

し
て
い
る
よ
う
に
、
桂
自
身
の
喪
失
体
験
（
母
の
死
（
の
根
本
に
は
自
ら
が
招

い
た
過
失
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
た
め
に
、「
観
念
的
自
己
回
復
」
の
挫

折
は
、
更
な
る
観
念
的
自
己
回
復
、
す
な
わ
ち
「
風
土
」
＝
自
分
自
身
の
発
見

を
可
能
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
福
永
が
「
日
本
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の

成
立
根
拠
」
を
素
描
し
て
い
た
と
し
て
も
批
判
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

そ
れ
は
橋
川
が
示
す
よ
う
な
「「
日
本
へ
の
回
帰
」
の
コ
オ
ス
」
の
一
例
と
し

て
も
っ
と
も
よ
く
説
明
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
特
に
最
初
の
長
篇
小
説
で
あ
る
『
風
土
』
に
お
い
て
、
失
敗
し
た
芸

術
家
の
喪
失
体
験
が
「「
日
本
へ
の
回
帰
」
の
コ
オ
ス
」
へ
と
観
念
的
に
舵
を

切
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
福
永
の
テ
ク
ス
ト
群
に
お
い
て
重
要

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
福
永
は
以
後
喪
失
体
験
に
基
づ
く
「
孤
独
」
を
徹
底
し

て
描
き
な
が
ら
喪
失
体
験
そ
の
も
の
を
個
人
の
資
質
を
超
え
た
観
念
と
し
て
推

し
進
め
る
一
方
で
、
喪
失
そ
の
も
の
を
担
保
す
る
と
共
に
回
収
も
す
る
、
も
う

一
つ
の
観
念
を
準
備
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
「
孤
独
」
な
「
独
白
」

と
い
う
小
説
形
式
が
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
個
別
性
を
超
え
た
普
遍
性
を
持
ち
う

る
か
と
い
う
問
題
機
制
へ
と
接
続
す
る
こ
と
で
小
説
形
式
の
側
面
に
影
響
を
及

ぼ
し
、
後
者
は
端
的
に
「
妣
国
」
あ
る
い
は
「
古
里
」
と
し
て
観
念
的
か
つ
抒

情
的
な
ト
ポ
ス
へ
と
収
斂
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
後
に
小
説
の
形
式
で
は
フ
ラ
ン

ス
の
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
・
ロ
マ
ン
へ
と
接
近
し
な
が
ら
、「
妣
の
国
　
僕
欲
往
妣
國

以
哭
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
「
須
佐
之
男
命
」
を
主
人
公
に
し
た
小
説

（
1（
（

を

書
こ
う
と
す
る
、
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
福
永
の
小
説
群
の
多
様
性

は
『
風
土
』
に
お
い
て
そ
の
可
能
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
（『
福
永
武
彦
全
小
説
』
第
一
巻
（
一
九
七
三
年
十
二
月
、
新
潮
社
（「
序
」
に
お
い
て

福
永
は
「
私
は
こ
の
作
品
を
昭
和
十
六
年
か
ら
書
き
始
め
て
い
る
の
で
、
ど
う
か
こ
の
作

品
だ
け
は
完
成
し
た
日
附
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
開
始
し
た
日
附
に
よ
っ
て
そ
の
位
置
を

測
定
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
２
（
詳
細
は
以
下
の
通
り
。
第
一
部
一
章
二
章
が
「
方
舟
」
創
刊
号
（
一
九
四
八
年
七
月
（、

第
一
部
三
章
が
「
方
舟
」
二
号
（
一
九
四
八
年
九
月
（、
第
一
部
四
章
が
「
文
学
（（
」
創
刊

号
（
一
九
五
一
年
五
月
（、
そ
し
て
第
二
部
が
「
文
学
（（
」
二
～
四
号
（
一
九
五
一
年
七
～

九
月
（
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
間
の
経
緯
は
「「
風
土
」
初
版
後
記
」（『
風
土
』
一
九
五
二

年
七
月
（
に
詳
し
い
。
ま
た
一
旦
出
来
上
が
っ
て
い
た
第
二
部
の
破
棄
を
含
め
た
テ
ク
ス

ト
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
『
鑑
賞
　
日
本
現
代
文
学
（（
巻
　
井
上
靖
福
永
武
彦
』

（
一
九
八
五
年
九
月
、
角
川
書
店
（
の
『
風
土
』「【
鑑
賞
】」
項
目
に
お
い
て
曾
根
博
義
氏

に
よ
る
概
要
が
あ
る
。
ま
た
第
二
部
が
省
略
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
堀
辰
雄
と
の
往
復

書
簡
に
当
時
の
状
況
を
読
む
こ
と
が
出
来
る
。

（
３
（
例
え
ば
テ
ク
ス
ト
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
に
、
長
谷
川
泉
「
錯
雑
巧
緻

な
結
晶
の
砂
―
『
風
土
』
論
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
七
七
年
七
月
号
（、
近
藤
圭
一
「『
風

土
』
の
形
式
に
つ
い
て
」（「
青
山
語
文
」
二
一
号
、
一
九
九
一
年
三
月
（
が
あ
る
。
ま
た
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
と
の
比
較
か
ら
テ
ク
ス
ト
の
構
築
方
法
に
つ
い
て
言
及
し
た
山
田
兼
士
「
詩
と

音
楽
―
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
福
永
武
彦
へ
（
１
（
―
」（「
詩
論
」
第
五
号
、
一
九
八
四
年

三
月
（、
堀
辰
雄
と
『
風
土
』
の
成
立
お
よ
び
そ
の
方
法
の
関
連
に
つ
い
て
は
注
（
２
（
の

曾
根
博
義
の
論
考
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
『
風
土
』
と
堀
辰
雄
と
の
関
連
か
ら
そ
の
方
法
に

つ
い
て
は
拙
論
「
福
永
武
彦
『
風
土
』
論
―
心
理
小
説
と
個
別
化
す
る
「
風
土
」
―
」（「
千

葉
大
学
日
本
文
化
論
叢
」
第
八
号
、
二
〇
〇
七
年
七
月
（
で
も
触
れ
て
い
る
。

（
４
（「
福
永
武
彦
ノ
ー
ト
―
「
風
土
」
の
お
け
る
知
識
人
の
問
題
」（「
文
学
」
一
九
七
三

年
六
月
（、
後
に
『
福
永
武
彦
の
世
界
』（
審
美
社
、
一
九
七
四
年
五
月
（
に
収
録
さ
れ
、『
福
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永
武
彦
・
魂
の
音
楽
』（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
六
年
十
月
（
に
再
収
録
さ
れ
て
い
る
。
引
用

は
『
福
永
武
彦
・
魂
の
音
楽
』
に
よ
っ
た
。

（
５
（「〈
愛
の
三
角
形
〉
と
い
う
隠
蔽
―
福
永
武
彦
論
」（「
海
燕
」
一
九
八
六
年
十
月
号
（。

（
６
（
注
（
２
（
に
同
じ
。

（
７
（『
風
土
』
と
『
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
世
界
』
と
の
関
連
は
注
（
２
（
拙
論
「
福
永
武
彦
『
風

土
』
論
―
心
理
小
説
と
個
別
化
す
る
「
風
土
」
―
」
で
詳
し
く
触
れ
て
い
る
。

（
８
（「
間
歇
的
記
憶
の
連
想
方
法
」
と
い
う
小
説
方
法
に
関
す
る
用
語
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・

プ
ー
レ
『
人
間
的
時
間
の
研
究
』（
筑
摩
叢
書
（（（
（、（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
三
月
（
に

依
拠
し
て
い
る
。

（
９
（
同
様
の
指
摘
は
松
野
志
保
「『
風
土
』
第
二
部
―
時
間
を
中
心
に
―
」（「
繍
」
三
号
、

一
九
九
〇
年
三
月
（
と
、
注
（
３
（
近
藤
圭
一
の
論
考
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
（0
（
こ
の
数
え
歌
は
町
田
嘉
章
、
浅
野
健
二
編
『
わ
ら
べ
う
た
　
日
本
の
伝
承
童
謡
』（
岩

波
文
庫
、
一
九
六
二
年
一
月
（
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
福
永
自
身
は
療
養
所
時

代
に
東
北
出
身
の
入
所
者
に
教
わ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

（
（（
（「
タ
ヒ
チ
の
女
」
は
福
永
の
創
作
に
よ
る
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
架
空
の
画
で
あ
り
、『
風
土
』

で
は
贋
作
の
可
能
性
が
あ
る
と
慎
重
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
芥
川
龍
之
介
の
「
文
芸

的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
の
「
三
十
　「
野
生
の
呼
び
声
」」
で
「
ゴ
オ
ガ
ン
」
の
「
タ

イ
チ
の
女
」
を
見
た
感
想
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
か
つ
て
は
「
タ
イ
チ
の
女
」
に
「
不

快
」
を
感
じ
、
逆
に
「
ル
ノ
ア
ル
」
の
「
フ
ラ
ン
ス
の
女
」
に
魅
力
を
感
じ
て
い
た
が
、「
年

月
の
流
れ
る
の
に
つ
れ
、
あ
の
ゴ
オ
ガ
ン
の
橙
色
の
女
は
だ
ん
だ
ん
僕
を
威
圧
し
出
し
た
。

そ
れ
は
実
際
タ
イ
チ
の
女
に
見
こ
ま
れ
た
の
に
近
い
威
力
で
あ
る
」
と
芥
川
は
述
べ
て
い

る
。
同
様
に
か
つ
て
「
セ
ザ
ン
ヌ
」
の
影
響
を
受
け
た
と
述
べ
る
桂
が
、
今
で
は
「
タ
ヒ

チ
の
女
」
に
「
見
こ
ま
れ
て
」
し
ま
う
の
は
、
偶
然
以
上
の
類
似
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
福
永
は
こ
の
「
タ
ヒ
チ
の
女
」
の
引
用
に
意
図
的
だ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
が
、
福

永
の
「
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
世
界
」
及
び
、
芥
川
と
の
具
体
的
な
関
連
は
別
稿
に
譲
る
。

（
（（
（「
タ
ヒ
チ
の
女
」
に
対
す
る
桂
の
解
釈
が
、
青
年
期
の
「
死
者
の
眼
」
の
反
復
で
あ

る
と
い
う
指
摘
は
矢
野
昌
邦
「
福
永
武
彦
『
風
土
』
論
―
孤
独
に
つ
い
て
―
」（「
論
究
」

第
一
号
、
一
九
八
〇
年
一
二
月
（
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（
注
（
２
（
に
同
じ
。

（
（（
（
反
復
強
迫
と
「
不
気
味
な
も
の
」
と
い
う
用
語
は
、
当
然
な
が
ら
フ
ロ
イ
ト
か
ら
採
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
が
テ
ク
ス
ト
に
適
応
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
福
永
の
初
期
テ
ク
ス
ト
で
は
精
神
分
析
学
な
い
し
は
心
理
学
の
影
響
が
見
え
る

こ
と
か
ら
来
て
い
る
。「
運
命
」
と
し
て
桂
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
「
悲
劇
」
は
、
そ
の
背
景

に
福
永
の
フ
ロ
イ
ト
受
容
の
影
響
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
（
和
辻
哲
郎
『
風
土
』
の
引
用
は
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
八
巻
（
岩
波
書
店
、

一
九
六
二
年
六
月
（
に
拠
っ
た
。

（
（（
（
幼
少
期
の
桂
の
「
寂
し
さ
」
に
母
の
喪
失
が
係
わ
っ
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
、
注

（
（（
（
の
矢
野
の
論
考
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
本
論
で
は
母
の
喪
失
が
そ
の
後

の
桂
の
人
生
を
も
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
。

（
（（
（
桂
と
道
子
の
ペ
ア
リ
ン
グ
は
「
愛
す
る
」
だ
け
で
よ
い
と
い
う
桂
と
、「
愛
さ
れ
た
い
」

と
望
む
道
子
と
い
う
対
称
関
係
が
物
語
り
冒
頭
か
ら
作
者
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（「
文
藝
春
秋
」（
一
九
三
三
年
五
月
号
（、
な
お
引
用
は
『
小
林
秀
雄
全
作
品
４
　
Ｘ

へ
の
手
紙
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
年
一
月
（
に
拠
っ
た
。

（
（（
（
な
お
引
用
は
『
橋
川
文
三
著
作
集
』
１
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
年
八
月
（
に
拠
っ
た
。

（
（0
（
日
本
浪
曼
派
と
マ
チ
ネ
ポ
エ
テ
ィ
ク
の
関
係
は
西
川
長
夫
が
「
日
本
に
お
け
る
フ
ラ

ン
ス
―
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
論
―
」（
桑
原
武
夫
編
『
文
学
理
論
の
研
究
』
所
収
、
岩
波

書
店
、
一
九
六
七
年
一
二
月
（
で
「
軍
国
主
義
時
代
の
死
は
自
己
救
済
の
超
越
的
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
「
天
皇
」（
国
粋
主
義
的
日
本
（
と
「
薔
薇
」（
西
欧
（
を
も
ち
、
前
者
と
結
合

し
て
日
本
浪
漫
派
に
む
か
い
、
後
者
と
結
合
し
て
「
マ
チ
ネ
」
的
方
向
を
た
ど
る
。
い
ず

れ
に
し
ろ
観
念
性
と
感
傷
癖
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。」
と
そ
の
関
連
性
の
強
さ
を
指
摘
し
て

い
る
。

（
（（
（『
時
の
形
見
に
―
福
永
武
彦
研
究
論
文
集
』（
白
地
社
、
二
〇
〇
五
年
十
一
月
（
で
「
新

出
資
料
」
の
一
つ
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

付
記 

　
福
永
武
彦
『
風
土
』
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
福
永
武
彦
全
集
』
第
一
巻
（
新
潮
社
、

一
九
八
七
年
九
月
（
に
拠
っ
て
い
る
。


