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土
岐
友
浩
一
首
評
◇
結
樹
双
葉 

 

お
の
ず
か
ら
輝
く
ゆ
え
に
影
の
な
い
黄
金
の
樹
の
真
下
に
僕
は 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

（
土
岐
友
浩
『Boo

tle
g

』
） 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

詠
わ
れ
て
い
る
の
は
幻
想
的
な
光
景
で
あ
る
。
「
黄
金
の
樹
」

と
い
う
と
ま
ず
は
銀
杏
を
思
い
浮
か
べ
る
が
、
実
在
す
る
樹
で

あ
れ
ば
葉
が
黄
金
色
に
変
わ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
光
を
発
す
る

こ
と
は
な
い
。
で
は
、「
黄
金
の
樹
」
と
は
仮
想
の
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
人
工
的
な
光
を
纏
っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。
一
首
だ
け
で
読
ん
だ
と
き
、
こ
ち
ら
で
あ
る
と
明
確
に
言
い

切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
ち
ら
の
読
み
方
も
可
能
だ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
こ
の
歌
は
冬
を
感
じ
さ
せ
る
一
連
の
な
か
に
含
ま

れ
て
い
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
自
然
と
ク
リ
ス
マ
ス
の
イ
ル
ミ

ネ
ー
シ
ョ
ン
を
連
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
、
街
路
樹

に
豆
電
球
を
巻
き
つ
け
た
も
の
で
は
な
く
、
特
別
に
用
意
さ
れ

る
大
き
な
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
を
。「
木
」
で
は
な
く
「
樹
」
と

い
う
漢
字
が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
「
真
下
」
と
い
う
表
現
か

ら
、「
黄
金
の
樹
」
が
人
間
の
身
長
よ
り
遥
か
に
高
い
で
あ
ろ
う

こ
と
が
読
み
取
れ
る
が
、
こ
れ
も
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
だ
と
考

え
れ
ば
納
得
が
い
く
話
だ
。 

光
と
影
は
対
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
光
源
に
近
づ
け
ば
近
づ

く
ほ
ど
、
光
を
受
け
た
物
体
の
影
は
く
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
に

な
る
。
け
れ
ど
も
光
源
そ
の
も
の
は
影
を
持
た
な
い
。
本
来
あ
る

は
ず
の
影
は
、
自
ら
の
光
に
打
ち
消
さ
れ
て
見
え
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
歌
の
結
句
は
「
僕
は
」
と
言
い
さ
し
の
か
た

ち
を
と
っ
て
い
る
が
、
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
が
「
い
る
」
で

も
「
立
つ
」
で
も
「
行
く
」
で
も
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
黄
金
の

樹
」
と
対
を
な
す
よ
う
に
存
在
す
る
「
僕
」
の
姿
だ
。
光
を
放
つ

も
の
と
し
て
の
「
黄
金
の
樹
」
と
、
光
を
受
け
る
も
の
と
し
て
の

「
僕
」
。
ま
る
で
樹
の
影
を
引
き
受
け
る
よ
う
に
、「
僕
」
の
足
も

と
に
は
黒
々
と
し
た
濃
い
影
が
伸
び
る
こ
と
だ
ろ
う
。
遠
く
か

ら
眺
め
た
な
ら
ば
、
逆
光
に
よ
っ
て
「
僕
」
は
影
そ
の
も
の
の
よ

う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
な
る
と
、「
黄
金
の
樹
」
は
絶

対
的
な
光
か
。「
僕
は
」
と
い
う
言
い
さ
し
の
結
句
に
よ
る
余
韻

や
モ
チ
ー
フ
の
神
聖
さ
と
相
ま
っ
て
、
ど
こ
か
信
仰
の
対
象
に

さ
え
な
り
そ
う
な
雰
囲
気
が
あ
る
。 

ま
た
、
「
お
の
ず
か
ら
」
「
輝
く
」
「
影
」
「
黄
金
」
「
樹
」
と
、

や
わ
ら
か
いo

の
音
と
硬
質
なk

の
音
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と

で
、
韻
律
の
面
に
お
い
て
も
対
を
な
す
関
係
性
が
生
ま
れ
て
お

り
、
歌
の
内
容
に
上
手
く
合
致
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

＊
土
岐
友
浩
『B

o
o
t
l
e
g

』（
二
〇
一
五
・
書
肆
侃
侃
房
） 
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放
火
犯
と
い
う
隣
人
―
―
水
原
紫
苑
連
作
評
◇
小
野
み
の
り 

 

光
る
も
の
な
べ
て
く
ち
な
は
な
る
夢
に
放
火
犯
人
さ
ん
さ
ん
と
泣
く 

水
原
紫
苑
『
客
人
』 

 

夢
の
中
で
は
時
折
、
現
実
に
は
起
こ
り
え
な
い
事
象
や
法
則

が
前
提
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
不
可
思
議
な
前
提
は
違

和
感
な
く
直
感
的
に
理
解
さ
れ
、
夢
は
停
滞
す
る
こ
と
な
く
続

い
て
い
く
。
そ
れ
が
実
際
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
と
、
夢
で
見

た
出
来
事
ゆ
え
の
世
界
観
だ
っ
た
の
だ
と
認
識
す
る
の
は
、
大

抵
目
を
覚
ま
し
た
あ
と
だ
。 

 

掲
出
歌
に
詠
ま
れ
た
夢
の
中
で
は
、
光
を
放
つ
も
の
は
す
べ

て
蛇
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
「
前
提
」
が
上
句
で
淡
々
と
告
げ
ら

れ
る
。
ま
る
で
類
似
の
夢
を
幾
度
も
見
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
あ

る
い
は
夢
の
中
に
い
な
が
ら
眼
前
の
光
景
は
夢
だ
と
悟
っ
て
い

る
か
の
よ
う
に
、
作
中
主
体
は
鮮
明
に
夢
を
認
識
し
て
い
る
。 

蛇
は
そ
の
特
徴
的
な
見
た
目
か
ら
気
味
悪
が
ら
れ
た
り
、
種

に
よ
っ
て
は
毒
牙
で
噛
み
つ
く
獰
猛
さ
が
あ
っ
た
り
と
、
良
か

ら
ぬ
印
象
が
つ
き
ま
と
う
。
し
か
し
発
光
す
る
蛇
と
な
る
と
、
と

た
ん
に
神
聖
な
生
き
物
に
見
え
て
く
る
。
光
源
の
正
体
が
蛇
だ

と
す
れ
ば
、
光
の
ひ
と
つ
で
あ
る
火
事
も
ま
た
蛇
だ
。
民
家
な
の

か
ゴ
ミ
置
場
な
の
か
、
放
火
犯
は
標
的
に
火
を
つ
け
る
。
と
こ
ろ

が
予
想
に
反
し
て
炎
は
上
が
ら
ず
、
代
わ
り
に
光
り
輝
く
美
し

い
蛇
が
現
れ
た
の
だ
。 

 

韻
律
に
着
目
す
る
と
、「
光
る
も
の
な
、
、
べ
て
く
ち
な、
は
な、
る
夢

に、
」
と
上
句
に
n
音
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
蛇
が
這
う
さ
ま

を
「
に、
ょ
ろ
に、
ょ
ろ
」
と
い
う
擬
態
語
で
表
す
よ
う
に
、
n
音

は
蛇
の
動
き
の
イ
メ
ー
ジ
と
親
和
性
が
高
い
。
こ
う
し
た
n
音

の
リ
フ
レ
イ
ン
は
光
＝
蛇
を
提
示
す
る
上
句
の
内
容
と
響
き
合

う
。
結
句
は
「
泣、
く
」
と
い
う
放
火
犯
の
行
為
だ
が
、
最
後
ま
で

n
音
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
下
句
で
放
火
犯
人
へ
と
焦
点
が
移

っ
て
も
、
蛇
の
存
在
が
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。 

「
放
火
犯
人
」
と
い
う
言
葉
は
、
掲
出
歌
に
詠
ま
れ
る
場
面
の
み

で
は
成
立
不
可
能
だ
。
放
と
う
と
し
た
火
が
蛇
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
は
放
火
自
体
が
完
遂
さ
れ
て
い
な
い
に
等
し
く
、
そ
れ

で
は
犯
人
に
も
な
り
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら



 

100 
   

ず
「
放
火
犯
人
」
と
言
い
表
す
の
は
、
放
火
の
前
例
が
あ
る
こ
と

の
示
唆
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
放
火
犯
を
登
場
さ
せ
る
に
お

い
て
、
夢
と
い
う
舞
台
が
活
き
て
く
る
。
今
、
眼
前
で
失
敗
し
た

一
件
も
こ
れ
ま
で
の
放
火
も
架
空
の
出
来
事
と
し
て
扱
う
こ
と

が
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
に
よ
り
犯
罪
に
拘
泥
せ
ず
、

景
の
意
外
性
や
神
々
し
さ
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
の
歌
で
は
放
火
犯
人
の
心
情
に
は
言
及
さ
れ
な
い
。
そ
の

人
は
さ
め
ざ
め
と
泣
く
だ
け
だ
が
、
罪
を
犯
す
は
ず
だ
っ
た
人

間
が
実
行
で
き
ず
に
泣
く
さ
ま
は
、
ど
こ
か
説
話
的
で
あ
る
。
光

る
蛇
の
存
在
が
そ
の
神
話
性
に
寄
り
添
っ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
掲
出
歌
は
「
フ
ラ
ン
ス
組
曲
」
と
題
さ
れ
た
五
首

連
作
の
三
首
目
に
位
置
し
て
い
る
。
他
の
四
首
を
簡
潔
に
評
し

た
後
、
連
作
の
一
首
と
し
て
掲
出
歌
を
捉
え
直
し
た
い
。 

 

フ
ラ
ン
ス
組
曲 

鬱
情
の
し
た
た
り
房
と
し
て
垂
ら
す
丸
椅
子
在
り
ぬ
春
の
ピ
ア

ノ
に 

鼓
も
つ
人
形
ふ
い
に
わ
た
く
し
の
過
去
生
き
は
じ
む
生
き
直
し

つ
つ 

光
る
も
の
な
べ
て
く
ち
な
は
な
る
夢
に
放
火
犯
人
さ
ん
さ
ん
と

泣
く 

小
麦
粉
を
は
つ
か
ふ
ふ
め
る
き
さ
ら
ぎ
の
大
気
か
な
が
れ
や
ま

ざ
る
バ
ッ
ハ 

畳
の
へ
り
が
み
な
起
ち
上
が
り
讃
美
歌
を
高
ら
か
に
う
た
ふ
窓

き
よ
き
日
よ 

 

一
首
目
は
、
ピ
ア
ノ
の
丸
椅
子
に
決
ま
っ
て
付
い
て
い
る
房

状
の
紐
飾
り
を
鬱
情
の
し
た
た
り
と
す
る
見
立
て
の
歌
で
あ
る
。

丸
椅
子
か
ら
し
た
た
る
感
情
は
、
環
境
が
大
き
く
変
化
す
る
春

と
い
う
季
節
に
起
因
す
る
。
鬱
情
は
、
丸
椅
子
に
座
っ
て
い
た
主

体
の
も
の
と
読
め
る
だ
ろ
う
。
冒
頭
の
一
首
で
、
決
し
て
明
る
く

な
い
主
体
の
心
情
と
連
作
の
基
調
と
な
る
季
節
が
示
さ
れ
る
。

三
句
目
以
降
は
「
た
ら
す、
ま
る、
い
す、
あ
り
ぬ、
は
る、
」
と
u
段
の

脚
韻
を
踏
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
歌
全
体
に
ち
ょ
う
ど
椅
子

へ
と
腰
掛
け
る
ほ
ど
の
安
定
感
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。 

二
首
目
は
人
形
が
「
わ
た
く
し
」
の
過
去
を
生
き
直
す
と
い
う

幻
想
的
な
歌
だ
。
鼓
を
持
つ
人
形
と
い
え
ば
雛
人
形
の
五
人
囃

子
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
れ
は
春
に
属
す
る
モ
チ
ー
フ
と
言
え
よ

う
。
そ
の
人
形
は
た
だ
過
去
を
繰
り
返
す
だ
け
で
は
な
い
。
主
体

が
や
り
直
し
た
か
っ
た
こ
と
を
代
わ
り
に
実
行
す
る
の
だ
。
ふ
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と
目
に
留
め
た
人
形
に
人
生
の
や
り
直
し
を
見
て
し
ま
う
ほ
ど
、

主
体
の
未
練
は
強
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
主
体
の
人
生
に
お

い
て
長
年
飾
ら
れ
て
き
た
雛
人
形
が
、
後
悔
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ

ッ
ク
す
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
主
体
が
人

形
を
き
っ
か
け
に
過
去
を
思
い
返
す
の
か
、
人
形
が
そ
れ
を
起

こ
さ
せ
て
い
る
の
か
、
回
想
と
い
う
行
為
に
お
け
る
主
従
関
係

が
反
転
す
る
感
覚
が
あ
る
。 

三
首
目
に
掲
出
歌
が
あ
り
、
四
首
目
に
し
て
連
作
名
の
由
来

と
な
る
バ
ッ
ハ
が
登
場
す
る
。
と
い
う
の
も
、「
フ
ラ
ン
ス
組
曲
」

と
い
う
の
は
Ｊ
・
Ｓ
・
バ
ッ
ハ
の
一
作
品
群
の
タ
イ
ト
ル
な
の
で

あ
る
。
晴
天
の
二
月
、
屋
外
の
空
気
は
乾
燥
し
て
、
粉
が
混
じ
っ

て
い
る
の
か
の
よ
う
に
感
じ
る
。
小
麦
粉
は
本
来
、
食
物
と
し
て

人
の
口
に
入
る
粉
末
で
あ
る
か
ら
、
粉
っ
ぽ
い
空
気
と
は
い
え

そ
こ
に
さ
し
た
る
嫌
悪
感
は
な
く
、
時
期
特
有
の
感
覚
と
し
て

受
容
さ
れ
て
い
る
。
体
感
に
基
づ
い
た
共
感
性
の
高
い
比
喩
が
、

あ
り
ふ
れ
た
二
月
の
光
景
を
読
み
手
の
記
憶
に
残
さ
せ
る
。
流

れ
て
く
る
の
は
バ
ッ
ハ
で
あ
る
が
、「
大
気
か
な
が
れ
」
と
い
う

四
句
目
に
よ
っ
て
大
気
自
体
が
流
動
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。 

五
首
目
で
は
一
転
し
て
非
現
実
的
な
景
が
描
か
れ
る
。
通
常
、

畳
は
床
と
し
て
存
在
し
一
枚
ご
と
の
境
界
は
曖
昧
に
な
っ
て
い

る
。
そ
う
い
っ
た
状
態
か
ら
へ
り
が
自
ら
起
ち
上
が
る
こ
と
で
、

一
畳
一
畳
が
視
覚
的
に
意
識
さ
れ
る
。
へ
り
の
起
立
と
い
う
、
畳

に
自
我
を
感
じ
さ
せ
る
現
象
の
延
長
線
上
に
、
粛
然
と
し
た
讃

美
歌
の
合
唱
が
あ
る
の
だ
。
長
方
形
の
し
き
り
が
主
張
す
る
さ

ま
は
「
窓
」
と
も
重
な
る
。
窓
を
清
め
た
の
は
主
体
で
あ
ろ
う
か
。

起
ち
上
が
る
へ
り
に
生
命
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、

「
窓
き
よ
き
日
に
」
と
い
う
結
句
が
そ
う
し
た
主
体
の
行
動
と

の
因
果
関
係
を
匂
わ
せ
て
も
い
る
。
澄
ん
だ
窓
か
ら
は
、
二
月
の

風
景
が
見
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

掲
出
歌
以
外
の
四
首
は
、
主
体
が
慣
れ
親
し
ん
だ
モ
チ
ー
フ

お
よ
び
感
覚
に
根
ざ
し
て
い
る
。
丸
椅
子
と
人
形
は
主
体
に
所

有
さ
れ
て
い
る
し
、
畳
敷
き
の
部
屋
は
主
体
が
暮
ら
す
住
居
の

も
の
だ
ろ
う
。
二
月
の
大
気
に
対
す
る
比
喩
は
主
体
の
体
感
か

ら
発
し
て
い
る
。
見
慣
れ
た
環
境
に
身
を
置
い
て
い
る
が
ゆ
え
、

そ
こ
に
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
見
た
と
し
て
も
、
寛
容
に
受
け
入

れ
て
描
写
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
態
度
は
、
不
可
思

議
な
夢
の
中
に
場
を
移
し
た
掲
出
歌
で
も
一
貫
し
て
い
る
。 

連
作
に
戻
し
て
読
ん
だ
と
き
、
そ
れ
ま
で
無
音
だ
っ
た
掲
出

歌
に
豊
か
な
音
楽
が
流
れ
始
め
る
。「
ピ
ア
ノ
」「
鼓
」「
バ
ッ
ハ
」

「
讃
美
歌
」
と
、
他
の
四
首
に
は
音
楽
に
ま
つ
わ
る
語
が
詠
み
込
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ま
れ
て
い
た
。
前
者
二
つ
は
今
現
在
音
が
鳴
っ
て
い
る
と
は
言

い
が
た
い
が
、
連
作
後
半
の
聴
覚
的
な
盛
り
上
が
り
を
伏
線
と

し
て
支
え
て
い
る
。
夢
の
中
で
泣
く
放
火
犯
の
背
後
に
、
優
雅
な

バ
ッ
ハ
と
荘
厳
な
讃
美
歌
が
か
す
か
に
聞
こ
え
る
の
だ
。 

ま
た
、
連
作
中
に
は
「
わ
た
く
し
」
と
「
放
火
犯
人
」
だ
け
が

生
き
た
人
間
と
し
て
登
場
す
る
。
夢
の
中
の
放
火
犯
が
主
体
の

過
去
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
生
き
直
す
人
形
だ
と
決
定
づ
け
る
の

は
あ
ま
り
に
短
絡
的
だ
が
、
過
去
に
対
す
る
主
体
の
強
い
未
練

と
、
放
火
の
失
敗
は
ど
こ
か
共
鳴
す
る
も
の
が
あ
る
。
掲
出
歌
単

体
で
は
夢
に
見
た
だ
け
の
他
者
だ
っ
た
放
火
犯
が
、
連
作
で
は

主
体
と
隣
り
合
う
人
間
と
し
て
涙
を
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

引
用 

水
原
紫
苑
『
客
人
』（
一
九
九
七
年
、
河
出
書
房
新
社
） 
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短
歌
と
絵
の
関
わ
り
―
―
竹
久
夢
二
の
装
幀
と
著
作
を
中
心
に
◇
榛
葉
純

  

表
紙
は
本
の
顔
で
あ
る
。
そ
れ
は
歌
集
に
お
い
て
も
例
外
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
本
よ
り
も
装
幀
に
力
が
入

れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
実
、
二
〇
一
四
年
の

第
四
十
八
回
造
本
装
幀
コ
ン
ク
ー
ル
で
は
、
文
部
科
学
大
臣
賞

に
澤
村
斉
美
の
『g

a
l
l
e
y

』（
＊
1
）
が
、
日
本
印
刷
産
業
連
合

会
会
長
賞
を
堂
園
昌
彦
の
『
や
が
て
秋
茄
子
へ
と
到
る
』（
＊
2
）

が
受
賞
し
て
お
り
、
歌
集
の
装
幀
へ
の
意
識
の
高
さ
が
う
か
が

え
る
。
ま
た
、
二
〇
一
五
年
に
出
版
さ
れ
た
吉
田
隼
人
の
『
忘
却

の
た
め
の
試
論 

U
n
 e
ss
a
i po

ur
 l'

o
ub
l
i

』（
＊
3
）
は
、
装

画
を
ア
ダ
ル
ト
ゲ
ー
ム
の
原
画
家
で
あ
る
長
岡
建
蔵
が
担
当
し

て
い
る
こ
と
で
も
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
装
幀
が

歌
集
に
お
い
て
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
近
年
の
こ

と
で
は
な
い
。 

 

そ
の
例
と
し
て
、
二
〇
一
四
年
上
半
期
の
朝
の
連
続
テ
レ
ビ

小
説
『
花
子
と
ア
ン
』
に
登
場
し
、
話
題
に
な
っ
た
柳
原
白
蓮
の

歌
集
に
つ
い
て
初
め
に
述
べ
て
い
く
。
一
九
一
五
年
三
月
に
出

版
さ
れ
た
柳
原
の
第
一
歌
集
『
踏
絵
』（
＊
4
）
の
装
幀
は
大
正

期
を
代
表
す
る
画
家
と
し
て
知
ら
れ
る
竹
久
夢
二
が
担
当
し
て

い
る
。
着
物
姿
の
美
人
が
行
燈
に
腰
か
け
、
黒
猫
を
抱
い
て
い
る

《
黒
船
屋
》
の
作
者
と
い
え
ば
合
点
が
い
く
方
も
多
い
だ
ろ
う
。

こ
の
《
黒
船
屋
》
が
描
か
れ
た
の
が
一
九
一
九
年
で
あ
る
が
、
そ

の
四
年
前
、
つ
ま
り
は
『
踏
絵
』
の
出
版
年
に
は
既
に
人
気
の
デ

ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。 

『
踏
絵
』
の
装
幀
が
注
目
さ
れ
た
こ
と
は
、『
心
の
花
』
一
九

一
五
年
五
月
号
の
評
論
特
集
が
物
語
っ
て
い
る
。
誌
上
に
載
せ

ら
れ
た
『
踏
絵
』
に
対
す
る
評
論
の
ほ
と
ん
ど
に
お
い
て
装
幀
に

触
れ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
松
本
は
つ
子
は
「
み
ど
り
の
表
紙

み
か
へ
し
の
銀
、
と
も
に
白
蓮
て
ふ
御
名
に
も
そ
の
御
歌
に
も

ふ
さ
は
し
く
、
た
と
へ
様
な
き
心
地
せ
ら
れ
申
候
。
」
（
＊
5
）

と
竹
久
の
装
幀
が
柳
原
の
名
前
と
歌
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
う
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
久
保
謙
の
「
私
の
前
に
お
か
れ
た
る
こ
の
歌

集
は
白
蓮
を
か
た
ど
れ
る
高
尚
な
装
幀
を
も
つ
て
中
に
よ
き
歌
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の
多
く
あ
る
事
を
予
想
さ
せ
た
」
（
＊
6
）
と
い
う
一
節
か
ら
、

装
幀
が
中
身
の
歌
へ
と
関
心
を
向
か
わ
せ
る
効
果
が
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
若
月
紫
蘭
は
「
色
ん
な
人
が

そ
れ
を
手
に
し
て
は
、
其
装
族
の
面
白
い
の
を
讃
め
た
り
、
表
紙

の
図
案
は
何
だ
ら
う
と
い
つ
て
は
、
そ
れ
を
手
か
ら
手
へ
と
移

し
行
く
の
で
し
た
。
け
れ
ど
も
誰
れ
一
人
と
し
て
内
容
の
批
評

や
鑑
賞
に
ま
で
及
ぶ
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
」
（
＊
7
）

と
、
優
れ
た
装
幀
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
ば
か
り
に
着
目
さ
れ

て
し
ま
い
、
肝
心
の
歌
に
ま
で
目
が
向
け
ら
れ
な
い
と
い
う
弊

害
が
実
際
に
起
き
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
現
代
の

歌
集
に
お
い
て
も
起
こ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
集
の
装
幀

が
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
書
店
な
ど
で
短
歌
を
知
ら
な

い
人
間
の
目
を
引
き
、
手
に
取
ら
せ
る
効
果
が
あ
る
一
方
で
、
そ

の
中
身
の
短
歌
に
ま
で
目
を
向
け
さ
せ
る
効
果
が
ど
れ
ほ
ど
あ

る
の
か
は
疑
問
が
残
る
。『
踏
絵
』
の
場
合
も
出
版
当
初
は
装
幀

ば
か
り
に
着
目
さ
れ
た
こ
と
は
若
月
の
評
論
か
ら
も
わ
か
る
が
、

出
版
か
ら
二
か
月
を
経
て
評
論
を
書
く
段
階
に
な
り
、
中
身
の

歌
も
読
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
装
幀
と
歌
が
マ
ッ
チ
し

て
い
る
と
話
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
装
幀
の
好
評

も
あ
り
、
柳
原
は
続
く
第
二
歌
集
『
幻
の
花
』（
＊
8
）
と
戯
曲

集
『
指
鬘
外
道
』
（
＊
9
）
の
装
幀
も
竹
久
に
依
頼
し
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
竹
久
夢
二
は
画
家
、
詩
人
、
装
幀
家
と
し
て
有
名

だ
が
、
短
歌
も
創
作
し
て
い
た
こ
と
は
な
か
な
か
知
ら
れ
て
い

な
い
。
彼
自
身
の
画
集
に
は
『
夢
二
画
集 

夏
の
巻
』（
＊
10
）、

『
夢
二
画
集 

花
の
巻
』（
＊
11
）
を
始
め
と
し
て
、
た
び
た
び

絵
に
詩
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
自
身
の
歌
集
も
『
小

夜
曲
』（
＊
12
）『
山
へ
よ
す
る
』（
＊
13
）
の
二
つ
が
あ
る
。
こ

の
う
ち
『
小
夜
曲
』
は
す
べ
て
の
歌
が
三
行
書
き
の
形
式
で
収
録

さ
れ
て
お
り
、
竹
久
と
ほ
ぼ
同
年
代
の
北
原
白
秋
や
石
川
啄
木

の
影
響
も
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
『
山
へ
よ
す
る
』
に
お
い
て
は
、

冒
頭
の
序
の
歌
を
、
先
述
の
歌
集
と
戯
曲
集
の
装
幀
を
通
し
て

知
り
合
い
、
交
流
を
重
ね
た
柳
原
白
蓮
を
始
め
、
与
謝
野
晶
子
、

茅
野
雅
子
と
い
っ
た
当
時
の
人
気
歌
人
が
寄
せ
て
お
り
、
竹
久

が
歌
人
た
ち
と
も
交
流
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
で

も
、
や
は
り
竹
久
自
身
の
画
風
と
も
共
通
す
る
浪
漫
主
義
的
な

歌
人
た
ち
と
の
相
互
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
竹
久
夢
二
と
短
歌
の
関
わ
り
の
中
で
、
現
代
に
も
通
じ

る
も
の
が
あ
る
著
作
が
存
在
す
る
。
一
九
一
六
年
に
出
版
さ
れ



 

105 
   

た
『
絵
入
歌
集 

草
笛
』
（
＊
14
）
で
あ
る
。
序
文
に
よ
る
と
、

「
こ
こ
に
撰
ん
だ
歌
は
、
遠
く
万
葉
か
ら
近
代
に
い
た
る
各
々

の
時
代
の
作
で
、
私
の
記
憶
に
残
っ
て
ゐ
る
も
の
だ
け
で
す
。
作

者
の
名
も
今
は
さ
だ
か
に
覚
え
ぬ
ほ
ど
昔
に
読
み
お
ぼ
え
た
る

も
の
も
あ
る
し
、
ま
た
人
に
知
ら
れ
ず
に
散
る
名
も
な
い
一
少

女
の
手
紙
の
は
し
に
書
き
つ
け
て
あ
つ
た
野
の
花
の
や
う
な
作

も
あ
る
。」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
竹
久
自
身
の
記
憶
に
よ
る
と

こ
ろ
を
重
視
し
て
お
り
、
原
典
の
表
記
通
り
で
は
な
く
、
作
者
名

も
あ
い
ま
い
な
も
の
が
多
い
た
め
、
本
文
中
に
は
作
者
名
も
記

載
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
全
百
首
の
収
録
歌
の
う
ち
、
二
十
六

首
は
万
葉
集
を
は
じ
め
と
し
た
古
典
か
ら
、
四
十
二
首
が
そ
の

当
時
の
有
名
歌
人
の
歌
か
ら
、
二
十
五
首
が
『
大
正
一
萬
歌
集
』

（
＊
15
）
か
ら
の
出
典
で
あ
る
。
作
者
の
名
前
が
い
ま
だ
に
判

明
し
て
い
な
い
も
の
も
七
首
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

し
か
し
、
画
家
の
好
き
な
歌
を
そ
れ
に
合
わ
せ
て
描
い
た
絵
と

と
も
に
収
録
す
る
と
い
う
の
は
、
最
近
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と

の
あ
る
手
法
で
あ
る
。
企
画
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
は
、
二
〇
一

五
年
に
話
題
と
な
っ
た
安
福
望
の
『
食
器
と
食
パ
ン
と
ペ
ン 

わ
た
し
の
好
き
な
短
歌
』（
＊
16
）
と
ほ
ぼ
同
一
と
言
っ
て
い
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
安
福
は
、
収
録
歌
は

T
w
i
t
t
e
r

で
見

か
け
て
気
に
入
っ
た
も
の
が
中
心
で
あ
る
、
と
い
う
旨
を
本
書

の
出
版
記
念
イ
ベ
ン
ト
で
述
べ
て
い
た
。
そ
し
て
、
本
書
は
安
福

が

T
w
i
t
te
r

上
に
発
表
し
た
作
品
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

短
歌
か
ら
想
起
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
絵
に
す
る
と
い
う
試
み
は
、

同
じ
くT

w
i
t
t
er

に
お
い
て
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
「
#
短
歌
版
深
夜

の
真
剣
お
絵
描
き
60
分
一
本
勝
負
」
を
使
用
し
た
企
画
（
＊
17
）

が
不
定
期
開
催
で
行
わ
れ
て
い
る
。
竹
久
の
生
き
て
い
た
時
代
、

つ
ま
り
は
約
百
年
前
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
短
歌
と
絵
画
を
組

み
合
わ
せ
て
表
現
す
る
手
法
が
楽
し
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

竹
久
夢
二
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
著
名
な
画
家
で
あ
り
、
芸
術
の

ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
た
総
合
芸
術
家
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ

の
画
業
と
短
歌
の
関
わ
り
は
歌
集
装
幀
と
と
も
に
、
こ
の
二
ジ

ャ
ン
ル
を
融
合
さ
せ
た
「
絵
入
歌
集
」
と
い
う
形
態
を
生
み
出
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
当
時
と
し
て
は
先
進
的
な
手
法
は
約
百
年

が
経
過
し
た
二
〇
一
五
年
に
お
い
て
も
色
あ
せ
る
こ
と
な
く
、

こ
の
時
代
に
見
合
っ
た
ツ
ー
ル
の
中
で
発
展
し
続
け
て
い
る
の

で
あ
る
。 
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註
・
図
版 

1
、
青
磁
社
、
二
〇
一
三
年 

2
、
港
の
人
、
二
〇
一
三
年 

3
、
書
肆
侃
侃
房
、
二
〇
一
五
年 

4
、
竹
柏
會
出
版
部
、
一
九
一
五
年 

 

表

紙

 

 
 

  

挿
絵 

 

5
、『
心
の
花
』
一
九
一
五
年
五
月
号
、
八
五
ペ
ー
ジ 

引
用
部
分
は
一
部
旧
字
か
ら
新
字
に
改
め
た
。 

6
、
同
、
六
九
ペ
ー
ジ 

7
、
同
、
六
五
ペ
ー
ジ 

8
、
新
潮
社
、
一
九
一
九
年 

9
、
大
鐙
閣
、
一
九
二
〇
年 

10
、
洛
陽
堂
、
一
九
〇
一
年 

11
、
洛
陽
堂
、
一
九
〇
一
年 

12
、
新
潮
社
、
一
九
一
五
年 

13
、
新
潮
社
、
一
九
一
九
年 
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14
、
三
陽
堂
書
店
、
一
九
一
六
年 

 

石
川
啄
木
『
一
握
の
砂
』
か
ら
の
一
首
と
絵
。（
萬
田
、
二
一
四

ペ
ー
ジ
） 

 

 

15
、
尾
山
篤
二
郎 

編
、
岡
村
書
店
、
一
九
一
四
年 

16
、
キ
ノ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
五
年 

17
、T
w
i
t
te
r

ア
カ
ウ
ン
ト
（@

 
m
i
d
n
ig
h
t_
t
an
k
a

） 

そ
の
他
参
考
文
献
・
サ
イ
ト 

萬
田
務 

監
修
『
竹
久
夢
二
文
学
館
』
第
七
巻 

歌
集
、
日
本
図

書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
三
年 

小
川
晶
子
『
も
っ
と
知
り
た
い
竹
久
夢
二 

生
涯
と
作
品
』
東
京

美
術
、
二
〇
〇
七
年 

宮
崎
蕗
苳 

監
修
『
白
蓮 

気
高
く
、
純
粋
に
。
時
代
を
翔
け
た

愛
の
生
涯
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
四
年 

長
田
幹
雄
『
初
版
本
復
刻 

竹
久
夢
二
全
集
解
題
』
ほ
る
ぷ
出
版
、

一
九
八
五
年 

第
四
十
八
回
造
本
装
幀
コ
ン
ク
ー
ル 

入
賞
作
品
一
覧 

h
t
t
p:
/
/w
w
w.
j
bp
a
.o
r
.j
p
/z
oh
o
n
/z
o
uh
o
n4
8
.p
df

（
最
終
閲

覧
日
二
〇
一
六
年
一
月
七
日
） 
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 現

代
短
歌
の
幼
稚
な
ポ
エ
ジ
ー
◇
永
井
亘 

 

現
代
、
、
と
い
う
漠
然
と
し
て
は
い
る
も
の
の
極
め
て
限
定
的
な

時
間
を
指
定
し
つ
つ
、
短
歌
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
名
を
持
ち
出
し

て
、
韻
律
な
ど
と
と
も
に
短
歌
の
根
幹
の
ひ
と
つ
を
成
す
ポ
エ
、
、

ジ
ー
、
、
と
い
う
用
語
に
、
幼
稚
、
、
と
い
う
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の

言
葉
を
修
飾
す
る
の
だ
か
ら
、
読
者
は
タ
イ
ト
ル
を
一
瞥
し
た

だ
け
で
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
批
判
の
文
章
だ
と
い
う
印
象
を

抱
く
の
だ
ろ
う
し
、
人
に
よ
っ
て
は
若
者
ら
し
い

、
、
、
、
、
過
激
で
上
ず

っ
た
口
調
の
要
領
を
得
な
い
歌
壇
批
判
の
文
章
な
の
だ
ろ
う
と

思
っ
て
、
ま
る
で
汚
い
も
の
か
ら
目
を
逸
ら
す
よ
う
に
そ
っ
と

こ
の
機
関
誌
を
閉
じ
る
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
僕
は
む
し

ろ
幼
稚
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
ポ
ス
ト
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
以
後
の

「
短
歌
」
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
、
若
者
ら
し

、
、
、
、

い、
浅
薄
で
真
新
し
い
発
想
を
胸
に
抱
い
て
し
ま
う
の
だ
。 

 

と
言
い
つ
つ
も
、
別
に
幼
稚
さ
が
特
に
真
新
し
い
発
想
だ
と

心
の
底
か
ら
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

所
詮
は
こ
れ
ま
で
の
批
評
の
文
章
の
論
旨
に
違
う
屋
号
を
付
け

る
作
業
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
短
歌
を
読

ん
で
（
詠
ん
で
）
い
く
う
え
で
、
こ
の
屋
号
の
付
け
替
え
の
試
み

は
何
ら
か
の
意
味
を
持
っ
て
く
る
は
ず
だ
と
僕
は
思
う
。 

そ
も
そ
も
幼
稚
さ
と
は
一
体
、
何
だ
ろ
う
か
。
手
元
に
あ
る
大

辞
泉
を
持
ち
出
し
て
、「
１
、
年
齢
が
お
さ
な
い
こ
と
。
子
供
で

あ
る
こ
と
。
２
、
考
え
方
・
や
り
方
な
ど
が
未
発
達
な
こ
と
。
子

供
っ
ぽ
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
」
と
辞
書
通
り
の
説
明
で
言

葉
を
雑
に
定
義
し
、
「
幼
稚
な
短
歌
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
す
」

と
具
体
例
を
挙
げ
る
よ
う
な
幼
稚
な

、
、
、
話
の
進
め
方
を
す
れ
ば
話

が
分
か
り
や
す
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
い
く
ら
個
人
的
な

印
象
・
予
想
・
雑
感
の
文
章
と
は
い
え
、
説
明
ま
で
も
が
幼
稚
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
は
元
も
子
も
な
い
の
で
、
も
う
少
し
慎
重
に

話
を
始
め
よ
う
。 

 

僕
が
幼
稚
さ
の
気
配
、
、
の
よ
う
な
も
の
を
短
歌
に
対
し
て
感
じ
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る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
宇
都
宮
敦
が
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
短
歌
』

２
０
１
１
年
４
月
号
に
発
表
し
た
「
ハ
ッ
ピ
ー
よ
り
も
ラ
ッ
キ

ー
」
と
い
う
コ
ラ
ム
を
図
書
館
で
読
ん
だ
こ
と
だ
っ
た
。 

 

宇
都
宮
は
こ
の
短
い
コ
ラ
ム
で
、
２
０
０
０
年
代
に
入
っ
て

か
ら
〈
素
敵
だ
と
思
え
た
〉
短
歌
二
首
を
挙
げ
、
有
り
難
さ
の
歌

＝
幸
運
論
の
歌
の
良
さ
を
語
っ
て
い
る
。 

 

丸
く
な
れ
ば
顔
に
し
っ
ぽ
が
触
る
っ
て
ど
う
い
う
感
じ
な
の
か

知
り
た
い 

兵
庫
ユ
カ 

堀
ば
た
で
追
い
か
け
ら
れ
て
い
た
カ
モ
が
今
日
は
ア
ヒ
ル
と
仲

が
良
さ
そ
う 

中
田
有
里 

 

宇
都
宮
は
、
〈
私
の
み
た
世
界
を
私
の
手
柄
に
し
て
い
な
い

（
中
略
）
私
の
み
た
も
の
を
世
界
に
そ
の
ま
ま
返
す
よ
う
な
〉
こ

れ
ら
の
歌
に
感
動
し
、
境
涯
歌
の
よ
う
な
〈
私
ｖ
ｓ
世
界
の
戦
い

を
司
る
の
は
私
で
、
最
終
的
に
は
必
ず
世
界
は
私
の
味
方
を
し

て
く
れ
る
〉
歌
は
、〈
ゆ
る
く
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
相
当

ぬ
る
い
〉
の
で
は
な
い
か
と
、
作
中
主
体
の
内
面
を
投
影
さ
せ
る

歌
（
及
び
そ
れ
ら
に
傾
倒
し
た
批
評
）
へ
の
違
和
感
を
述
べ
て
い

る
。 世

界
に
対
峙
し
、
そ
こ
か
ら
ハ
ッ
ピ
ー
を
勝
ち
取
る
と
い
う

物
語
、
、
は
、
作
中
主
体
が
「
私
」
で
あ
る
限
り
、
そ
し
て
、
「
私
」

が
世
界
を
見
聞
き
し
感
じ
取
っ
て
い
る
限
り
は
「
私
」
の
物
語
に

過
ぎ
な
い
。
現
実
を
「
私
」
に
都
合
よ
く
解
釈
し
、
切
り
取
り
、

現
実
で
成
し
得
な
か
っ
た
幸
福
を
勝
ち
取
る
（
も
し
く
は
、
現
実

で
勝
ち
得
た
幸
福
を
定
型
に
収
め
る
こ
と
で
、
幸
福
感
と
し
て

増
幅
さ
せ
る
）
。
そ
う
い
っ
た
歌
は
―
―
と
言
う
と
、
宇
都
宮
の

意
図
か
ら
は
外
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
確
か
に
、
自
身

の
実
体
験
を
プ
ロ
ッ
ト
の
よ
う
に
な
ぞ
る
歌
よ
り
も
、〈
そ
の
生

き
物
も
カ
モ
も
ア
ヒ
ル
も
世
界
に
存
在
し
、
そ
の
素
敵
さ
に
私

は
関
与
し
な
い
〉
歌
の
方
が
短
歌
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
対
し
て

よ
っ
ぽ
ど
フ
ェ
ア
だ
し
、〈
そ
ん
な
世
界
の
私
へ
の
無
関
心
さ
の

中
で
、
そ
れ
で
も
私
が
み
て
、
あ
る
感
慨
を
抱
き
、
そ
れ
を
歌
に

す
る
〉
作
中
主
体
の
方
に
、
僕
も
尋
常
で
な
い
オ
ー
ラ
を
感
じ
る
。 

 

純
粋
に
見
る
、
純
粋
に
聴
く
、
純
粋
に
感
じ
取
る
。 

 

自
分
が
真
に
純
粋
、
、
で
あ
り
つ
つ
、
世
界
か
ら
そ
の
ま
ま
の

、
、
、
、
、
ピ
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ュ
ア
な
感
慨
を
抱
く
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
難
し
い
か
、
と
い
う
こ

と
は
さ
て
お
き
、
で
は
、 

 

牛
乳
が
逆
か
ら
あ
い
て
い
て
笑
う 

ふ
つ
う
の
女
の
コ
を
ふ
つ

う
に
好
き
だ 

宇
都
宮
敦 

  

と
い
う
宇
都
宮
の
代
表
歌
の
「
ふ
つ
う
の
」
は
、
誰
に
と
っ
て

の
「
ふ
つ
う
の
」
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
宇
都
宮
の
短
歌
観
を
も

と
に
歌
を
読
ん
で
い
く
と
、
「
カ
モ
や
ア
ヒ
ル
」
と
「
女
の
コ
」

が
対
象
と
し
て
ほ
ぼ
同
列
な
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
え
て
く

る
。
結
局
、「
ふ
つ
う
」
を
「
ふ
つ
う
」
だ
と
思
い
、
世
界
の
素

敵
さ
を
素
敵
な
ま
ま
感
受
す
る
た
め
に
、
作
中
主
体
は
世
界
と

戦
う
ま
で
も
な
い
、
は
る
か
に
強
い
、
、
マ
ッ
チ
ョ
な
存
在
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
こ
と
に
全
く
触
れ
な

い
ま
ま
で
い
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
純
粋
す
ぎ
る

、
、
、
、
、
よ
う
な
気
が

す
る
の
だ
。 

永
井
祐
は
「
―
や
っ
て
る
こ
と
―
」（
『
井
泉
』
２
３
号
）
で
宇

都
宮
の
歌
の
、
一
字
空
け
・
同
じ
単
語
の
繰
り
返
し
に
つ
い
て
、

「
三
月
の
つ
め
た
い
光 

つ
め
た
い
ね 

牛
乳
パ
ッ
ク
に
ス
ト

ロ
ー
を
さ
す
」（
宇
都
宮
敦
）
を
例
に
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。 

 

 

は
じ
め
の
「
つ
め
た
い
」
と
二
度
目
の
「
つ
め
た
い
」
は
、

出
て
く
る
言
葉
の
位
相
が
本
質
的
に
違
う
。
初
句
二
句
で

描
い
た
世
界
を
、
一
度
対
象
化
し
て
そ
れ
を
見
下
ろ
し
、
確

認
す
る
よ
う
な
、
承
認
す
る
よ
う
な
二
度
目
の
「
つ
め
た
い

ね
」
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
し
て
再
度
の
一
字
空
け
が
あ
り
、

一
度
世
界
を
見
下
ろ
し
た
誰
か
は
、
も
う
一
度
世
界
へ
帰

っ
て
い
く
。 

 

「
ふ
つ
う
の
女
の
コ
」
と
い
う
作
中
主
体
の
認
識
は
、「
ふ
つ
う

に
好
き
」
と
い
う
作
中
主
体
の
心
情
へ
と
昇
華
さ
れ
る
。「
牛
乳

が
逆
か
ら
あ
い
て
い
て
」
と
い
う
ピ
ュ
ア
な
状
況
は
、「
ふ
つ
う
」

を
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
噛
み
砕
く
こ
と
で
、
純
粋
さ
に
変
質

し
、
ピ
ュ
ア
な
世
界
へ
と
帰
っ
て
い
く
。「
好
き
だ
」
と
い
う
断

定
は
、
永
井
祐
の
評
論
中
の
言
葉
を
さ
ら
に
借
り
れ
ば
、 
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一
度
外
か
ら
見
下
ろ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
三
月
の

つ
め
た
い
光
」
の
世
界
は
、
ほ
か
で
も
あ
り
え
た
世
界
と
し

て
偶
然
性
を
帯
び
る
。
誰
か
は
、
そ
れ
が
た
だ
一
つ
の
世
界

で
は
な
く
、
無
数
の
別
の
世
界
を
認
め
な
が
ら
、「
三
月
の

つ
め
た
い
光
」
に
「
つ
め
た
い
ね
」
と
一
言
か
け
て
承
認
を

与
え
、
も
う
一
度
恣
意
的
に
選
び
取
る
。 

 

と
い
う
恣
意
性
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
断
定
だ
ろ
う
。 

僕
は
、
宇
都
宮
が
言
う
「
素
敵
さ
」「
幸
運
」「
有
り
難
さ
」
は
、

無
数
の
別
世
界
へ
の
「
想
像
力
」
の
お
か
げ
で
生
じ
た
も
の
だ
と

思
う
。 

前
掲
の
兵
庫
・
仲
田
（
中
田
）・
宇
都
宮
の
歌
を
あ
ら
た
め
て

見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
「
尻
尾
が
あ
る
と
い
う
可
能
性
」「
追
い
か

け
ら
れ
て
い
た
昨
日
の
カ
モ
が
、
今
日
の
カ
モ
と
同
じ
カ
モ
で

あ
る
と
い
う
可
能
性
」「
牛
乳
パ
ッ
ク
が
そ
の
ま
ま
空
い
て
い
た

ら
、
と
い
う
可
能
性
」
へ
の
想
像
力
が
あ
る
結
果
、
「
素
敵
さ
」

「
幸
運
」「
有
り
難
さ
」
を
感
受
で
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

可
能
性
を
恣
意
的
に
掴
み
取
ろ
う
と
す
る
宇
都
宮
敦
の
作
中
主

、
、
、
、
、
、
、
、

体、
は
、
強
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。 

 

で
は
、
そ
の
「
想
像
力
」
は
何
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。 

「
―
や
っ
て
る
こ
と
―
」
と
い
う
評
論
は
、「
ほ
ん
と
う
っ
ぽ
い

歌
と
う
そ
っ
ぽ
い
歌
に
つ
い
て
」
と
い
う
リ
レ
ー
小
論
中
の
文

章
な
の
だ
が
、
そ
こ
で
永
井
祐
は
、
宇
都
宮
の
歌
は
〈
言
っ
て
い

る
こ
と
自
体
よ
り
も
や
っ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
文
体
や
声
調

の
説
得
力
が
す
ご
い
〉
と
、
韻
律
と
い
う
表
出
の
や
り
方
に
、
本

当
ら
し
さ
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
か
、
宇
都
宮
敦
の
強
固

な
韻
律
感
覚
が
「
想
像
力
」
を
支
え
て
い
る
ん
だ
、
と
す
ぐ
に
飛

び
つ
き
た
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
と
り
あ
え
ず
永
井
祐
の
文
章

を
引
用
し
よ
う
。 

永
井
祐
は
、
宇
都
宮
の
一
字
空
け
が
二
か
所
あ
る
歌
（
「
オ
ー

ロ
ラ
の
下
う
ご
け
な
い
砕
氷
船 

と
り
あ
え
ず 

と
り
あ
え
ず

踊
っ
と
く
？
」
「
生
き
て
い
る
こ
と
は
べ
つ
に
ま
ぐ
れ
で
い
い 

七
月 

ま
ぐ
れ
の
君
に
会
い
た
い
」
な
ど
）
を
俎
上
に
あ
げ
て
、 

 

特
に
二
度
目
の
一
字
空
け
か
ら
次
の
句
へ
す
べ
り
出
す

た
め
の
長
い
溜
め
に
は
、
世
界
の
無
根
拠
と
そ
れ
を
生
き

る
こ
と
の
決
断
の
重
さ
が
乗
っ
か
っ
て
い
る
。
宇
都
宮
の
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歌
に
ぼ
こ
ぼ
こ
空
い
て
い
る
一
字
空
け
の
空
白
は
、
世
界

の
無
根
拠
の
深
淵
の
よ
う
に
わ
た
し
は
見
え
る
。 

 

と
評
し
て
い
る
。
本
当
ら
し
さ
を
、
字
空
け
と
い
う
短
歌
的
な

喩
に
求
め
る
と
こ
ろ
が
（
そ
し
て
、
空
白
と
い
う
「
軽
さ
」
に
、

無
根
拠
の
深
淵
と
い
う
「
重
み
」
を
感
じ
取
る
と
こ
ろ
が
）
、
き

わ
め
て
永
井
祐
ら
し
い
着
眼
の
方
法
だ
と
言
え
る
が
、
た
と
え

ば
、『
歌
壇
』
２
０
１
４
年
１
１
月
号
の
「
自
歌
自
戒
」
で
、「
夕

方
の
都
民
銀
行
緑
色 

ハ
の
付
く
も
の
を
お
み
や
げ
に
す
る
」

の
「
ハ
」
を
初
出
の
「
ウ
」
か
ら
変
更
す
る
に
至
っ
た
、
表
記
へ

の
こ
だ
わ
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
永
井
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

あ
る
い
は
、
宇
都
宮
敦
が
字
空
け
を
多
用
す
る
よ
う
に
、
ポ
ス
ト

ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
世
代
の
彼
ら
に
は
表
出
そ
の
も
の

、
、
、
、
へ
の
純
粋
、
、

な、
信
頼
感
が
あ
る
よ
う
だ
。 

永
井
祐
は
た
し
か
に
、〈
私
は
概
念
的
な
何
か
に
拠
っ
て
は
い

け
な
い
と
、
ほ
と
ん
ど
生
理
的
に
思
っ
て
い
る
。
で
も
、（
中
略
）

何
か
を
「
信
じ
な
い
」
だ
け
で
は
短
歌
は
作
れ
な
い
〉（
角
川
『
短

歌
』
２
０
１
４
年
３
月
号
）
と
土
屋
文
明
の
歌
へ
の
鑑
賞
文
中
で

述
べ
、
「
流
れ
寄
る

芥
あ
く
た

の
中
の
渦
い
く
つ
右
ま
き
ひ
だ
り
ま
き

吾
を
慰
む
」
と
い
う
歌
の
、
九
音
の
破
調
で
描
写
さ
れ
る
渾
沌
と

し
た
渦
を
見
つ
め
る
、
土
屋
文
明
そ
の
人
の
あ
り
方
に
対
し
て

シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
る
の
だ
と
、
述
べ
て
い
る
。 

ま
た
、
永
井
は
、『
率
』
５
号
の
「
土
屋
文
明
『
山
下
水
』
の

こ
と
」
で
、
文
明
の
破
調
に
つ
い
て
、「
夕
日
の
中
露
は
や
あ
げ

ぬ
か
な
ぶ
ん
ぶ
に
少
し
お
く
れ
て
と
ぶ
蝉
ひ
と
つ
」
の
三
句
目

の
字
余
り
「
ぶ
に
」
が
、〈
中
年
男
性
の
お
な
か
の
よ
う
に
、
だ

ら
し
な
く
余
っ
て
い
る
〉
こ
と
を
端
緒
に
、
そ
の
韻
律
に
こ
そ
文

明
の
歌
の
本
質
（「
歌
を
生
き
る
」
態
度
の
徹
底
）
が
あ
る
と
持

論
を
展
開
し
、
角
川
『
短
歌
』
２
０
１
２
年
９
月
号
「
近
代
歌
人

に
よ
る
近
代
短
歌
研
究
（
九
）
」
の
土
岐
善
麿
へ
の
批
評
で
も
「
は

じ
め
よ
り
憂
鬱
な
る
時
代
に
生
き
た
り
し
か
ば
然
か
も
感
ぜ
ず

と
い
ふ
人
の
わ
れ
よ
り
も
若
き
」
の
「
よ
り
も
」
の
「
も
」
が
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
時
代
」
と
い
う
外
部
を
定
型
に
取
り
込
ん

で
お
り
、〈
そ
れ
を
語
彙
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
て
韻
律
の
レ
ベ
ル

に
作
用
さ
せ
て
い
る
の
が
強
い
〉
と
、
こ
こ
で
も
表
出
の
や
り
方

へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
に
こ
だ
わ
っ
て
論
を
進
め
て
い
る
。 
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平
成
２
６
年
の
角
川
『
短
歌
年
鑑
』
座
談
会
「
秀
歌
と
は
何
か
」

で
、
永
井
は
秀
歌
の
条
件
に
「
面
白
い
」「
す
ご
い
」「
見
た
こ
と

な
い
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
う
い
っ
た
共
感
を
重
視
し
た
姿
勢
、

〈
と
り
あ
え
ず
い
ろ
ん
な
前
提
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
て
相
手
の
話

を
聞
く
み
た
い
な
。（
中
略
）
歌
が
前
提
と
し
て
い
る
も
の
に
想

像
を
広
げ
て
ゆ
く
。
お
か
し
な
韻
律
で
あ
っ
て
も
何
故
こ
う
な

の
か
と
い
う
の
を
考
え
る
。
感
じ
る
〉
と
い
う
態
度
が
、
た
と
え

ば
「
月
を
見
つ
け
て
月
い
い
よ
ね
と
君
が
言
う 

 

ぼ
く
は
こ

っ
ち
だ
か
ら
じ
ゃ
あ
ま
た
ね
」（
永
井
祐
）
で
の
二
字
空
け
な
ど

に
よ
っ
て
、
永
井
の
歌
に
表
出
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
。 

「
面
白
い
」「
す
ご
い
」「
見
た
こ
と
な
い
」
は
、
そ
れ
だ
け
だ
と
、

と
て
も
幼
稚
な
価
値
基
準
に
見
え
る
が
、
も
ち
ろ
ん
〈
概
念
的
な

何
か
に
拠
っ
て
は
い
け
な
い
〉
と
い
う
ス
タ
ン
ス
の
永
井
祐
が
、

受
け
取
ら
れ
方
や
批
判
を
全
て
考
慮
し
た
う
え
で
、
価
値
観
を

幼
稚
な
方
へ
と
意
図
的
に
脱
臼
さ
せ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も

な
い
。 

 

定
型
詩
に
お
い
て
表
現
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
韻
律
に
依
っ

て
し
ま
う
こ
と
は
当
た
り
前
と
い
え
ば
当
た
り
前
だ
し
、
「
私
」

が
面
白
い
（
素
敵
だ

、
、
、
）
と
思
う
た
め
の
「
想
像
力
」
を
掻
き
立
て

る
た
め
に
、
韻
律
感
覚
に
お
け
る
共
感
（
反
共
感
）
が
ひ
と
つ
の

ト
リ
ガ
ー
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
本
当
っ
ぽ
い
歌
の
本
当
っ
ぽ

さ
（
嘘
っ
ぽ
い
歌
の
嘘
っ
ぽ
さ
）
た
る
所
以
な
の
だ
ろ
う
。 

つ
ま
り
、〈
そ
ん
な
世
界
の
私
へ
の
無
関
心
さ
の
中
で
、
そ
れ

で
も
私
が
み
て
、
あ
る
感
慨
を
抱
き
、
そ
れ
を
歌
に
す
る
〉
宇
都

宮
敦
と
、〈
と
り
あ
え
ず
い
ろ
ん
な
前
提
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
て
相

手
の
話
を
聞
く
み
た
い
な
。（
中
略
）
歌
が
前
提
と
し
て
い
る
も

の
に
想
像
を
広
げ
て
ゆ
く
。
お
か
し
な
韻
律
で
あ
っ
て
も
何
故

こ
う
な
の
か
と
い
う
の
を
考
え
る
。
感
じ
る
〉
永
井
祐
の
二
人
と

も
に
、
幼
稚
で
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
「
私
」
が
歌
・
批
評
の
外

側
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

 

本
当
っ
ぽ
さ
、
嘘
っ
ぽ
さ
。
そ
の
両
方
を
純
粋
に
感
じ
取
り

、
、
、
、
、
、
、
、

虚
実
関
係
な
く
、
そ
こ
か
ら
純
粋
な
可
能
性
を
掴
み
取
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
掴
み

取
る
た
め
の
想
像
力
は
、
幼
稚
な
「
私
」
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
。 

 

特
に
永
井
祐
の
場
合
、
第
一
歌
集
出
版
以
後
の
歌
に
は
、
そ
う

い
っ
た
幼
稚
さ

、
、
、
が
外
部
に
垣
間
見
え
る
歌
が
多
く
出
現
す
る
。 

 

雪
の
日
に
猫
に
さ
わ
っ
た 

雪
の
日
の
猫
に
さ
わ
っ
た 

そ
っ
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と
近
づ
い
て 

「
雪
の
日
々
」 

冷
房
つ
け
た
い
な
冷
房
つ
け
た
い
贅
沢
か
も
な
冷
房
つ
け
た
い 

二
つ
ボ
タ
ン
ス
ー
ツ
の
ボ
タ
ン
二
つ
と
も
今
日
二
つ
目
が
取
れ

て
し
ま
っ
た 

「
ボ
タ
ン
」 

少
な
く
て
も
い
い
と
い
う
意
味
も
で
き
る
だ
け
込
め
て
好
き
な

だ
け
食
べ
て
と
言
お
う 

「
か
っ
こ
い
い
デ
ニ
ー
ロ
」 

 

「
雪
の
日
に、
猫
に
さ
わ
っ
た
」
と
い
う
日
記
的
な
時
間
描
写
か

ら
、「
雪
の
日
の、
猫
に
さ
わ
っ
た
」
と
い
う
「
私
」
の
実
感
描
写

へ
の
移
行
は
、「
そ
っ
と
近
づ
い
て
」
と
い
う
ど
ち
ら
と
も
と
れ

な
い
宙
ぶ
ら
り
ん
な
表
現
に
よ
っ
て
、
単
純
な
時
間
経
過
・
空
間

移
動
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
宇
都
宮
の
歌
の
〈
世
界
の
無
根
拠

と
そ
れ
を
生
き
る
こ
と
の
決
断
の
重
さ
〉
や
〈
世
界
の
無
根
拠
の

深
淵
〉
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
は
少
し
違
っ
た
意
味

合
い
も
、
こ
の
字
空
け
や
繰
り
返
し
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。 

僕
は
、
こ
の
歌
で
は
時
間
と
空
間
の
無
化
が
意
識
的
に
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。
こ
れ
ら
が
無
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
時
間
と
空
間
の
存
在
し
な
い
、
幼
少
期
の
思
い
出
の
中
の
よ

う
な
時
空
間
へ
と
誘
わ
れ
る
。「
さ
わ
っ
た
」
の
繰
り
返
し
に
よ

っ
て
触
覚
と
い
う
感
覚
が
増
幅
し
、
そ
っ
と
近
づ
い
て
い
る
「
私
」

と
さ
わ
っ
て
い
る
「
私
」
の
差
異
は
ゼ
ロ
へ
と
限
り
な
く
漸
近
す

る
。
し
か
し
、「
に
」
と
「
の
」
の
僅
か
な
違
い
に
よ
っ
て
、
幼

稚
な
「
私
」
は
、
歌
の
外
部
へ
と
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
読
者
は
、

韻
律
感
覚
の
シ
ン
パ
シ
ー
に
よ
っ
て
幼
稚
さ
を
感
受
し
、
テ
キ

ス
ト
外
部
に
い
る
幼
稚
な
「
私
」
へ
と
ア
ク
セ
ス
し
た
く
な
る
の

だ
。 二

首
目
は
、
冷
房
＝
贅
沢
と
い
う
感
覚
を
、「
つ
け
た
い
」
の

意
味
合
い
を
揺
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
分
離
さ
せ
よ
う
と
す
る

過
程
を
描
写
し
た
歌
で
、
揺
れ
の
狭
間
に
は
冷
房
を
つ
け
る
未

来
の
「
私
」
が
ち
ら
つ
く
の
だ
が
、
こ
の
歌
は
「
つ
け
た
い
」
と

い
う
願
望
の
範
疇
を
出
る
こ
と
は
な
い
し
、
つ
け
よ
う
か
ど
う

か
悩
ん
で
い
る
心
理
の
中
に
は
、
時
間
も
空
間
も
存
在
し
な
い
。

冷
房
（
と
冷
房
の
ス
イ
ッ
チ
）
と
贅
沢
が
ふ
わ
ふ
わ
と
浮
か
ん
で

い
る
だ
け
だ
。
三
首
目
も
同
じ
よ
う
に
、
二
つ
と
い
う
ボ
タ
ン
の

個
数
が
繰
り
返
さ
れ
、
取
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
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い
る
。 

で
は
四
首
目
は
、
と
話
を
進
め
る
前
に
、
永
井
祐
の
幼
稚
さ

、
、
、
に

つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。 

永
井
の
幼
稚
さ

、
、
、
へ
の
考
え
が
よ
く
表
れ
て
い
る
文
章
と
し
て
、

「
啄
木
と
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
」
（
『
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
』

平
成
１
６
年
１
２
月
号
）
が
あ
る
。「
恋
人
と
棲
む
よ
ろ
こ
び
も

か
な
し
み
も
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
と
し
か
思
は
れ
ず
」
（
荻
原
裕
幸
）

の
「
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
」
が
、〈
よ
ろ
こ
び
も
か
な
し
み
も
ま
る
で

は
っ
き
り
し
て
い
な
く
て
、
脳
内
の
液
が
ピ
ピ
ッ
ピ
ピ
ッ
と
出

て
気
分
が
よ
く
な
っ
た
り
悪
く
な
っ
た
り
す
る
よ
う
な
気
は
〉

す
る
も
の
の
、〈
「
よ
ろ
こ
び
」
や
「
か
な
し
み
」
が
そ
こ
に
あ
る

よ
う
な
気
が
し
て
、
掴
も
う
と
す
る
と
そ
れ
は
「
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
」

に
変
わ
っ
て
し
ま
う
〉
よ
う
な
「
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
」
な
の
だ
と
永

井
は
述
べ
、
こ
の
「
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
捉
え

ど
こ
ろ
の
な
い
概
念
、
、
と
対
比
す
る
形
で
、
石
川
啄
木
の
歌
を
論

じ
始
め
て
い
る
。 

 

た
と
え
ば
、「
友
が
み
な
わ
れ
よ
り
え
ら
く
見
ゆ
る
日
よ
／
／

花
を
買
ひ
来
て
／
／
妻
と
し
た
し
む
」（
石
川
啄
木
）
に
つ
い
て
、

〈「
友
が
み
な
わ
れ
よ
り
え
ら
く
見
ゆ
る
日
よ
」
は
、
一
見
し
て
、

読
者
の
共
感
を
誘
い
そ
う
な
フ
レ
ー
ズ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
だ
が
、
実
は
そ
う
で
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
が
、
共
感
を
覚
え
る
の
は
む
し
ろ
、

「
か
な
し
み
」
が
「
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
」
へ
と
吸
い
こ
ま
れ
て
い
く

光
景
だ
（
傍
点
引
用
者
）
〉
と
、
永
井
は
荻
原
の
レ
ト
リ
ッ
ク
「
ぽ

ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
」
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
つ
つ
も
、「
友
が
み
な

わ
れ
よ
り
え
ら
く
見
ゆ
る
日
」
と
い
う
状
況
に
つ
い
て
、〈
普
通

に
考
え
る
と
ひ
ど
い
状
況
で
あ
る
。
だ
が
、
も
し
も
そ
れ
が
「
ぽ

ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
」
へ
と
吸
い
こ
ま
れ
な
い
強
度
を
持
っ
て
い
る
と

し
た
ら
、
や
は
り
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

（
中
略
）
一
度
で
も
「
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
」
が
聞
こ
え
て
こ
な
い
、

「
友
が
み
な
わ
れ
よ
り
え
ら
く
見
ゆ
る
日
」
が
あ
っ
た
と
し
た

ら
、
そ
れ
が
、
す
べ
て
の
人
生
を
肯
定
す
る
力
に
な
る
と
す
ら
思

う
。
ど
う
も
こ
こ
に
は
あ
の
、
噂
の
、「
生
き
る
」
が
あ
る
〉
の

で
は
な
い
か
と
、「
友
が
み
な
わ
れ
よ
り
え
ら
く
見
ゆ
る
日
」
へ

の
想
像
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の
だ
が
、
そ
の
想
像
は
、「
愛
犬
の

耳
斬 き

り
て
み
ぬ
／
／
あ
は
れ
こ
れ
も
／
／
物
に
倦 う

み
た
る
心
に

か
あ
ら
ず
」
（
石
川
啄
木
）
な
ど
の
歌
の
根
幹
に
、
〈
「
生
き
る
」

か
ら
疎
外
さ
れ
た
地
点
か
ら
の
憧
れ
〉
が
啄
木
に
も
あ
っ
た
の
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で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
に
た
ど
り
着
き
、
啄
木
の
代
表
歌
、

「
東
海
の
小
島

こ

じ

ま

の
磯 い

そ

の
白
砂

し
ら
す
な

に
／
／
わ
れ
泣
き
ぬ
れ
て
／
／
蟹 か

に

と
た
は
む
る
」
の
泣
く
「
わ
れ
」
は
、
実
際
に
は
「
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ

ぽ
」
を
砂
浜
で
聞
く
「
わ
れ
」
の
〈
遠
い
憧
れ
と
し
て
〉
の
〈
幻

視
〉
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、〈
彼
の
表
現
に
、「
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
」

の
耳
鳴
り
の
中
か
ら
、
逆
に
掴
み
取
っ
て
き
た
「
生
き
る
」
〉
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
前
半
で
至
っ
て
い
る
。 

 

つ
ま
り
、
歌
の
内
部
の
幼
稚
さ

、
、
、
（
蟹
と
た
わ
む
れ
る
）
が
、
実

は
歌
の
外
部
の
「
私
」
が
、「
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
」
か
ら
勝
ち
取
っ

た
「
生
き
る
」
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
永
井
の
評
論
の
後
半
部
で
啄
木
の
歌
に

つ
い
て
挙
げ
ら
れ
る
特
徴
、〈
多
く
の
場
合
、
逆
境
と
隣
り
合
わ

せ
で
あ
〉
り
、〈
１
つ
の
「
ぽ
」
も
な
く
リ
ア
ル
〉
な
、〈
青
春
性

に
支
え
ら
れ
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
へ
の
傍
証
と
も
な
っ
て
い

る
。 と

こ
ろ
で
、〈
永
井
祐
は
石
川
啄
木
に
似
て
い
る
〉（
喜
多
昭
夫

「
か
け
が
え
の
な
い
日
常
を
、
パ
シ
ャ
。」『
つ
ば
さ
』
１
３
号
）

と
よ
く
言
わ
れ
る
そ
う
な
の
だ
が
、
僕
は
、
表
面
的
に
は
そ
う
見

え
る
の
だ
と
し
て
も
、
歌
の
本
質
に
お
い
て
は
真
逆
な
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。 

大
辻
隆
弘
は
毎
日
新
聞
「
短
歌
月
評
」（
平
成
２
４
年
６
月
１

８
日
）
で
、〈
衒
い
な
く
淡
々
と
生
き
る
都
市
生
活
者
の
フ
ラ
ッ

ト
な
姿
を
描
出
し
〉
て
い
る
永
井
の
歌
は
、〈
淡
々
と
し
た
表
現

の
な
か
に
、
悲
し
み
を
越
え
た
〉
心
情
が
結
果
的
に
染
み
出
し
て

い
る
啄
木
の
歌
に
〈
そ
の
源
流
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
〉
と
所

感
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
喜
多
も
、
永
井
も
啄
木
も
お
金
に
つ
い

て
臆
面
な
く
歌
に
し
、〈
「
物
」
に
多
く
を
語
ら
せ
て
、
自
分
の
感

情
を
な
る
べ
く
前
に
出
さ
な
い
よ
う
に
〉
し
て
お
り
、
と
も
に

〈
小
動
物
に
矛
先
を
向
け
て
い
る
〉
歌
が
あ
り
…
…
、
と
い
う
ふ

う
に
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
、〈
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
、
あ
り
の

ま
ま
に
出
す
〉
と
こ
ろ
が
共
通
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。 

が
、
僕
は
、
幼
稚
さ
の
ス
タ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
両
者
は
全
く

逆
の
ス
タ
ン
ス
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
啄
木
に
〈「
生
き
る
」
か
ら
疎
外
さ
れ
た
地
点
か

ら
の
憧
れ
〉
の
歌
が
あ
っ
た
り
、
永
井
の
歌
の
口
調
が
ぱ
っ
と
見
、

幼
稚
に
見
え
た
り
と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
述

べ
た
通
り
、
啄
木
は
歌
の
内
部
に
幼
稚
さ
を
導
入
す
る
傾
向
が
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強
く
、
永
井
祐
は
歌
の
外
部
に
幼
稚
さ
を
仮
定
す
る
傾
向
が
強

い
。 永

井
は
「
啄
木
と
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
」
の
中
で
〈
啄
木
短
歌
に
習

っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
〉
自
身
の
歌
と
し
て
、 

 

腹
に
手
を
当
て
る
Ｕ
Ｆ
Ｏ
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
が
少
し
も
楽
し
く
な

い
夕
ま
ぐ
れ 

  

を
挙
げ
て
い
る
が
、〈
「
楽
し
く
な
い
」
に
わ
ざ
わ
ざ
「
少
し
も
」

を
つ
け
る
こ
と
で
、
楽
し
く
な
さ
が
ブ
ー
ス
ト
さ
れ
、「
ぽ
ぽ
ぽ

ぽ
ぽ
ぽ
」
を
抜
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
こ
れ
を
逆

境
と
し
て
利
用
し
て
生
の
輝
き
を
つ
か
も
う
と
し
た
〉
の
だ
と
、

特
に
フ
ラ
ッ
ト
で
も
あ
り
の
ま
ま

、
、
、
、
、
で
も
な
さ
そ
う
な
自
身
の
歌

の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
説
明
し
て
い
る
。「
幼
稚
さ
」
と
い

う
観
点
か
ら
こ
の
歌
を
見
る
と
、「
楽
し
い
夕
ま
ぐ
れ
／
楽
し
く

な
い
夕
ま
ぐ
れ
」
が
「
少
し
も
」
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純、

粋
な
、
、「
楽
し
く
な
い
夕
ま
ぐ
れ
」
と
し
て
掴
み
取
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
勝
ち
取
っ
た
「
楽
し
く
な
い
夕
ま
ぐ
れ
」

は
、
啄
木
の
「
泣
き
ぬ
れ
て
蟹
と
た
は
む
る
」
と
は
違
い
、
非
常

に
フ
ラ
ッ
ト
だ

、
、
、
、
、
。 

 

僕
は
、
こ
こ
に
石
川
啄
木
と
永
井
祐
の
違
い
が
あ
る
よ
う
に

感
じ
る
の
だ
が
、
と
も
あ
れ
、
歌
が
フ
ラ
ッ
ト
／
幼
稚
で
あ
る
た

め
に
は
、
そ
れ
相
応
の
「
想
像
力
」
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。 

 

ま
た
、
評
論
中
で
永
井
は
、
自
身
の
歌
以
外
に
も
、
同
じ
ポ
ス

ト
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
世
代
の
歌
人
の
歌
を
啄
木
の
歌
と
比
較
し

て
い
る
。 

 

よ
じ
は
ん
に
じ
て
ん
し
ゃ
の
ぺ
だ
る
ゆ
る
ゆ
る
と 

こ
ぐ
と
き
の
こ
こ
ろ 

と
っ
て
も
き
れ
い 

今
橋
愛 

 

ま
れ
に
あ
る 

こ
の

平
た
ひ
ら

な
る
心
に
は 

時
計
の
鳴
る
も
お
も
し
ろ
く
聴
く 

石
川
啄
木 
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心
（
こ
こ
ろ
）
が
フ
ラ
ッ
ト
に
な
る
〈
き
っ
か
け
が
、
ま
っ
た

く
の
偶
然
〉
で
あ
る
こ
れ
ら
の
二
つ
の
歌
で
、
想
像
力
は
心
の
中

に
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
が
、
二
つ
と
も
に
幼
稚
さ

、
、
、（
ピ
ュ
ア

さ
）
の
気
配
が
色
濃
く
漂
っ
て
い
る
。 

こ
の
両
立
の
状
態
を
、「
倒
錯
」
と
呼
ぶ
の
は
、
語
弊
が
あ
る

だ
ろ
う
か
。（
も
っ
と
も
、
永
井
祐
は
逆
境
自
体
を
求
め
る
こ
と

が
倒
錯
だ
と
言
っ
て
い
る
が
。
） 

あ
ま
り
に
も
純
粋
な
状
況
が
生
じ
る
と
（
あ
る
い
は
純
粋
す

ぎ
る
作
中
主
体
が
い
る
と
）、
読
者
に
と
っ
て
短
歌
の
世
界
は
倒

錯
し
て
見
え
る
。
今
橋
の
歌
は
、
ひ
ら
が
な
表
記
、
、
で
あ
る
た
め
に

「
と
っ
て
も
き
れ
い
」
は
「
き
れ
い
」
な
こ
こ
ろ
の
よ
う
に
ゆ
る
、
、

ゆ
る
と

、
、
、
歪
ん
で
し
ま
い
、
啄
木
の
歌
で
も
、「
お
も
し
ろ
く
聴
く
」

こ
と
が
自
明
の
行
動
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、「
平
な
る
心
」

は
持
ち
上
げ
よ
う
と
す
る
と
弛
ん
で
で
こ
ぼ
こ
に
な
っ
て
し
ま

う
。
た
だ
、
心
は
塑
性
で
は
な
く
、
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
、
い
つ

ま
で
も
ど
の
よ
う
に
で
も
変
化
す
る
。
そ
の
可
能
性
が
こ
の
二

首
で
は
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
生
き
る
」
が
結
果
と
し

て
浮
き
出
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

 

永
井
祐
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

こ
の
２
首
に
お
い
て
、「
心
」
は
ま
っ
た
く
自
分
の
管
轄

外
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
心
が
平
ら
に
な
っ
た
、
き
れ
い

に
な
っ
た
と
喜
ん
で
い
る
の
は
、
心
の
外
に
あ
る
自
己
で

あ
る
。
心
の
外
に
出
て
し
ま
っ
た
自
己
は
、
ど
う
も
心
と
重

な
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
心
の
外
に
出
て

し
ま
っ
た
自
己
に
は
、「
よ
ろ
こ
び
」
も
「
か
な
し
み
」
も

「
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
ぽ
」
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。 

  

つ
ま
り
、
心
と
一
緒
に
想
像
力
も
、
自
分
の
管
轄
外
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
自
己
は
、
想
像
力
へ
と
重
な
ろ

う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
宇
都
宮
敦
の
「
ハ
ッ
ピ
ー
よ
り
も

ラ
ッ
キ
ー
」
で
の
〈
そ
ん
な
世
界
の
私
へ
の
無
関
心
さ
の
中
で
、

そ
れ
で
も
私
が
み
て
、
あ
る
感
慨
を
抱
き
、
そ
れ
を
歌
に
す
る
〉

と
、
純
粋
な
と
こ
ろ

、
、
、
、
、
、
が
非
常
に
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え

る
が
、
宇
都
宮
の
歌
で
は
、
偶
然
が
倒
錯
を
生
み
出
す
と
い
う
よ

り
も
、
倒
錯
が
想
像
力
を
生
み
出
し
て
い
る
。 

 

牛
乳
が
逆
か
ら
あ
い
て
い
て
笑
う 

ふ
つ
う
の
女
の
コ
を
ふ
つ
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う
に
好
き
だ 

三
月
の
つ
め
た
い
光 

つ
め
た
い
ね 

牛
乳
パ
ッ
ク
に
ス
ト
ロ

ー
を
さ
す 

オ
ー
ロ
ラ
の
下
う
ご
け
な
い
砕
氷
船 

と
り
あ
え
ず 

と
り
あ

え
ず
踊
っ
と
く
？ 

生
き
て
い
る
こ
と
は
べ
つ
に
ま
ぐ
れ
で
い
い 

七
月 

ま
ぐ
れ

の
君
に
会
い
た
い 

宇
都
宮
敦 

 

「
牛
乳
が
逆
か
ら
あ
い
て
い
て
笑
う
」
と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ

ョ
ン
。「
つ
め
た
い
光
」
を
、〈
世
界
の
無
根
拠
と
そ
れ
を
生
き
る

こ
と
の
決
断
の
重
さ
〉
や
〈
世
界
の
無
根
拠
の
深
淵
〉
を
乗
り
越

え
て
、「
つ
め
た
い
ね
」
と
い
う
心
に
変
質
さ
せ
、「
牛
乳
パ
ッ
ク

に
ス
ト
ロ
ー
を
さ
す
」
と
い
う
「
生
き
る
」
を
想
像
し
、
掴
み
取

る
。
三
首
目
は
す
べ
て
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
倒
錯
し
、「
踊

っ
と
く
」
こ
と
が
「
生
／
死
」
を
越
え
た
「
生
き
る
」
に
な
っ
て

い
る
し
、
四
首
目
の
「
ま
ぐ
れ
」
は
「
べ
つ
に
ま
ぐ
れ
で
い
い
」

と
言
わ
れ
る
こ
と
で
、
現
実
へ
と
変
質
し
て
い
る
。 

歌
の
外
部
の
幼
稚
な
「
私
」
に
よ
っ
て
想
像
力
が
担
保
さ
れ
、

倒
錯
に
よ
っ
て
も
想
像
力
が
担
保
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
想
像

力
に
よ
っ
て
、
「
生
き
る
」
と
い
う
可
能
性
が
掴
み
取
ら
れ
る
。 

 

少
な
く
て
も
い
い
と
い
う
意
味
も
で
き
る
だ
け
込
め
て
好
き
な

だ
け
食
べ
て
と
言
お
う 

永
井
祐 

  

結
句
が
「
言
お
う
」
で
終
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
歌
は
「
言
お
う
」

の
世
界
に
踏
み
と
ど
ま
り
続
け
て
い
る
。
少
な
く
て
も
い
い
と

い
う
意
味
「
も
」
で
き
る
だ
け
込
め
よ
う
と
す
る
作
中
主
体
が
、

こ
の
「
も
」
を
「
思
う
」
こ
と
で
、
読
者
は
短
歌
の
外
部
に
い
る

純
粋
な
言
葉
で
純
粋
に
言
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
作
中
主
体
へ
と
ア
ク
セ
ス
で
き
る
。

永
井
祐
は
角
川
『
短
歌
』
２
０
１
５
年
１
２
月
号
の
歌
壇
時
評

「
韻
文
性
の
奥
の
ほ
う
」
で
、『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
を
『
海
と、

山
の
あ
い
だ
』
と
間
違
え
た
評
論
家
の
ツ
イ
ー
ト
を
見
て
、〈
そ

こ
に
「
と
」
を
入
れ
る
の
だ
け
は
ア
ウ
ト
だ
。
こ
の
人
韻
文
感
が

な
い
…
…
。
と
、
強
烈
に
思
〉
い
、〈
わ
た
し
が
韻
文
性
だ
と
思

っ
て
い
る
こ
の
一
文
字
単
位
で
花
が
開
い
た
り
枯
れ
落
ち
た
り

す
る
感
覚
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
〉〈「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
と
「
海
と
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山
の
あ
い
だ
」
が
同
じ
で
あ
る
世
界
は
恐
ろ
し
い
〉
と
感
じ
る
の

だ
が
、
こ
の
歌
の
「
も
」
に
は
、
短
歌
が
短
歌
で
あ
る
根
拠
の
よ

う
な
、
一
文
字
単
位
で
「
生
き
る
」
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し 

 

ま
う
だ
け
の
重
み
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
も
」
の
お
か
げ
で
、

少
な
く
と
も
読
者
の
一
人
で
あ
る
僕
は
（
読
者
の
一
人
で
あ
る

と
い
う
幼、
稚
な
、
、
想
像
力
に
よ
っ
て
）、
幼
稚
で
あ
る
自
由
、「
生
き

る
」
と
い
う
可
能
性
を
掴
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、 

。 
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