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は
じ
め
に

　

宮
沢
賢
治
に
、
一
組
の
夫
婦
の
姿
を
扱
っ
た
「
十
六
日
」
と
い
う

作
品
が
あ
る
。「
短
編
梗
概
」等
六
篇
の
う
ち
の
一
つ
と
さ
れ
る「
十
六

日
」
に
関
す
る
研
究
は
、
昭
和
五
〇
年
代
以
降
あ
ま
り
進
ん
で
い
な

い
。
昭
和
二
〇
年
か
ら
四
〇
年
辺
り
に
雑
誌
「
四
次
元
」
で
繰
り
広

げ
ら
れ
た
論

（
注
１
）（

短
篇
小
説
あ
る
い
は
詩
へ
の
可
能
性
の
有
無
、
夫
婦

の
描
写
に
対
す
る
賛
否
等
）
を
軸
に
、「
十
六
日
」
の
成
立
期
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
昭
和
五
四
年
の
山
本
早
苗（

注
２
）の

論
や
、
最
近
の

も
の
だ
と「
泉
あ
る
家
」と
の
類
似
性
に
触
れ
な
が
ら
二
篇
の
モ
チ
ー

フ
と
な
っ
た
具
体
的
な
場
所
を
地
質
学
の
観
点
か
ら
確
定
し
よ
う
と

す
る
原
子
内
貢（

注
３
）の

論
が
目
に
付
く
程
で
あ
る
。

　

作
品
の
解
釈
に
関
し
て
は
い
ず
れ
も
似
通
っ
て
お
り
、
昭
和
五
四

年
の
山
本
論
が
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
を
示
し
た
と
言
っ
て
い
い
。
夫

婦
の
問
題
を
真
正
面
か
ら
扱
っ
た
、
賢
治
作
品
と
し
て
は
稀
有
な
存

在
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
点
に
迫
っ
た
論
も
な
い
よ
う
に
思

う
。
本
論
文
で
は
、「
十
六
日
」
に
描
か
れ
た
夫
婦
像
を
通
し
て
、

新
し
い
読
み
の
可
能
性
を
探
っ
て
行
き
た
い
。

一
、
夫
婦
二
人
き
り
の
休
日
を
横
断
す
る
学
生

　

鉱
山
の
仕
事
も
休
み
で
、
畑
の
仕
事
も
一
段
落
つ
い
た
「
盆
の

十
六
日
」、「
一
年
に
二
日
し
か
な
い
恐
ら
く
は
太
陽
か
ら
も
許
さ
れ

さ
う
な
休
」
日
。
甲
斐
甲
斐
し
く
丹
精
込
め
た
盆
休
み
の
食
事
の
支

度
を
整
え
る
妻
お
み
ち
と
、「
十
一
時
近
く
」ま
で
眠
る
夫
嘉
吉
。「
ひ

る
近
い
か
ら
と
起
こ
さ
れ
た
」
嘉
吉
が
身
な
り
を
整
え
食
卓
に
座
し

試
論
　
賢
治
の
描
い
た
夫
婦

― 
子
供
の
い
な
い
「
十
六
日
」
の
場
合 

―

田　

嶋　

彩　

香
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た
所
で
、
よ
う
や
く
お
み
ち
も
一
息
つ
き
、
夫
婦
の
本
当
の
休
日
が

は
じ
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
。
お
み
ち
の
拵
え
た
お
餅
を
つ
つ
き
な
が

ら
、
晩
に
出
掛
け
る
と
こ
ろ
の
相
談
な
ど
を
し
、
ほ
ん
の
り
上
気
し

て
楽
し
ん
で
い
る
と
、「
表
の
河
岸
で
カ
ー
ン
カ
ー
ン
と
岩
を
叩
く

音
が
」
聞
こ
え
て
き
た
。

二
人
は
ぎ
ょ
っ
と
し
て
聞
き
耳
を
た
て
た
。
／
音
は
な
く
な
っ

た
。（
今
頃
探
鉱
な
ど
来
る
筈
あ
な
ぃ
な
）
嘉
吉
は
豆
の
餅
を

口
に
入
れ
た
。
音
が
こ
ち
こ
ち
ま
た
起
っ
た
。
／
（
こ
の
餅
拵

え
る
の
は
仙
台
領
ば
か
り
だ
も
な
）
嘉
吉
は
も
う
そ
っ
ち
を
考

へ
る
の
を
や
め
て
話
し
か
け
た
。（
は
あ
、）
お
み
ち
は
け
れ
ど

も
気
の
無
さ
さ
う
に
返
事
し
て
ま
だ
お
も
て
の
音
を
気
に
し
て

ゐ
た
。
／
（
今
日
は
ち
ょ
っ
と
お
訪
ね
い
た
し
ま
す
が
）
門
口

で
若
い
水
々
し
い
声
が
云
っ
た
。

　

嘉
吉
は
、
途
切
れ
た
夫
婦
の
時
間
を
繋
ぎ
直
そ
う
と
餅
に
話
題
を

持
っ
て
行
く
が
、
お
み
ち
は
「
岩
を
叩
く
音
」
に
な
お
気
を
取
ら
れ

て
い
た
。
す
る
と
、
ほ
ど
な
く
し
て
「
門
口
」
か
ら
「
若
い
水
々
し

い
声
」
が
響
い
た
。
物
語
は
こ
こ
か
ら
大
き
く
動
き
始
め
る
。

　

嘉
吉
は
次
第
に
穏
や
か
さ
を
失
い
「
用
が
あ
っ
た
ら
こ
っ
ち
へ
廻

れ
と
い
っ
た
風
」
に
「
は
あ
い
」
と
返
事
を
す
る
。
聴
覚
を
声
の
主

に
傾
け
な
が
ら
も
、
視
覚
は
「
じ
っ
と
お
み
ち
」
を
捉
え
、
意
識
も

お
み
ち
に
集
約
さ
せ
て
い
た
。
声
の
正
体
が
明
ら
か
に
な
る
と
、「
お

前
さ
ん
ど
こ
か
ら
来
な
す
っ
た
」
と
「
少
し
む
か
っ
ぱ
ら
を
た
て
た

や
う
に
」“
小
さ
な
怒
り
”
を
芽
生
え
さ
せ
る
。
こ
れ
が
も
し
老
い

た
弱
弱
し
い
声
で
、声
の
主
も
そ
れ
ら
し
い
老
人
だ
っ
た
と
し
た
ら
、

嘉
吉
は
こ
の
先
あ
ん
な
に
も
感
情
を
荒
立
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
し
、
お
み
ち
に
絡
み
つ
く
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
「
若
い
水
々
し
い
」
声
の
主
が
、
声
の
通
り
の
若
さ
を
持

つ
学
生
だ
っ
た
こ
と
が
、
嘉
吉
に
と
っ
て
は
都
合
の
悪
い
こ
と
だ
っ

た
。
加
え
て
、
仙
台
の
大
学
か
ら
地
質
学
調
査
に
や
っ
て
き
た
と
い

う
「
か
ば
ん
」
を
持
つ
学
生
の
姿
は
、
さ
ら
に
嘉
吉
の
癪
に
障
っ
た

の
で
あ
る
。
無
論
「
岩
を
叩
く
音
」
が
お
み
ち
の
心
を
そ
ら
し
た
様

子
を
見
て
い
る
嘉
吉
か
ら
す
れ
ば
、
貴
重
な
夫
婦
水
入
ら
ず
の
時
間

を
邪
魔
さ
れ
た
訳
だ
か
ら
、
訪
問
者
の
訪
れ
は
と
に
か
く
迷
惑
な
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

若
さ
や
身
な
り
や
身
分
、
そ
し
て
口
調
に
至
る
ま
で
、
学
生
が
具

え
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
、
嘉
吉
の
持
つ
世
界
と
は
対
照
的
な
位
置

に
あ
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
が
、
そ
の
後
の
嘉
吉
の
心
中
を
か
き

乱
し
苛
立
た
せ
る
誘
因
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
時
点
で
は
、
嫉
妬
心

や
対
抗
心
か
ら
「
む
か
っ
ぱ
ら
を
た
て
た
」
と
解
釈
す
る
よ
り
も
、

見
慣
れ
な
い
人
間
に
対
す
る
警
戒
心
や
気
後
れ
を
払
お
う
と
し
て
、

虚
勢
を
張
り
「
む
か
っ
ぱ
ら
を
た
て
た
や
う
に
」
や
や
強
気
な
口
調

に
出
た
と
言
う
辺
り
が
相
応
し
い
だ
ろ
う
。
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東
京
対
地
方
の
対
比
は
、
こ
こ
で
は
仙
台
と
嘉
吉
た
ち
の
住
む
山

村
と
に
対
応
す
る
。
山
村
の
狭
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
生
き
る
彼

ら
に
と
っ
て
、
訪
問
者
は
た
い
て
い
顔
見
知
り
の
人
間
で
、
外
界
か

ら
個
人
宅
へ
や
っ
て
く
る
こ
と
は
珍
し
く
、
都
会
の
人
間
、
ま
し
て

知
識
人
な
ど
そ
う
あ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
多
少
の
動
揺
が
生

じ
る
の
も
無
理
は
な
い
。
た
だ
し
、
嘉
吉
が
働
く
鉱
山
に
限
っ
て
は

ど
う
だ
っ
た
の
か
、
若
干
の
検
証
が
別
途
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

（
仙
台
の
大
学
の
も
ん
で
す
が
ね
。
地
図
に
は
こ
の
家
が
な
く

水
車
が
あ
る
ん
で
す
。）（
は
は
あ
）
嘉
吉
は
馬
鹿
に
し
た
や
う

に
云
っ
た
。
青
年
は
す
っ
か
り
照
れ
て
し
ま
っ
た
。
／
（
ま
あ

地
図
を
お
見
せ
な
さ
い
。
お
掛
け
な
さ
い
。）
嘉
吉
は
自
分
も

前
小
林
区
に
居
た
の
で
地
図
は
明
る
か
っ
た
。
学
生
は
地
図
を

渡
し
な
が
ら
云
は
れ
た
通
り
し
き
ゐ
に
腰
掛
け
て
し
ま
っ
た
。

　

嘉
吉
は
、
学
生
の
質
問
が
自
分
の
知
る
領
域
の
も
の
だ
と
分
か
る

と
、
受
け
応
え
に
余
裕
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
自
分
の
優
位
を
誇

示
す
る
か
の
ご
と
く
、学
生
を
「
馬
鹿
に
し
た
や
う
」
に
「
は
は
あ
」

と
言
い
、「
ま
あ
地
図
を
お
見
せ
な
さ
い
。
お
掛
け
な
さ
い
」
と
共

通
語
で
話
し
始
め
る
。
嘉
吉
は
、言
葉
通
り
学
生
が
「
し
き
ゐ
に
腰
」

を
掛
け
た
こ
と
が
、
自
分
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
気
分

が
良
か
っ
た
。
調
子
が
良
く
な
っ
た
嘉
吉
は
、
流
暢
に
共
通
語
を
並

べ
学
生
の
質
問
に
対
応
す
る
。

　

学
生
が
「
水
車
」
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
は
、
実
は
水
車
で
は
な

く
「
掛
手
金
山
の
精
錬
所
」
の
金
鉱
を
搗
く
も
の
で
あ
っ
た
。
嘉
吉

は
得
意
気
に
そ
の
こ
と
を
学
生
に
伝
え
、「
水
車
っ
て
云
へ
ば
水
車

で
さ
あ
。
た
ゞ
〔
粟
〕
や
稗
を
搗
く
ん
で
な
い
金
を
搗
く
だ
け
で
」

と
、
や
ん
わ
り
と
補
っ
て
も
見
せ
る
。
学
生
の
言
う
「
水
車
」
の
所

在
に
つ
い
て
、
原
子
内（

注
４
）は

「
土
地
の
古
老
」
の
話
を
も
と
に
「
明
治

末
期
？
」
に
「
現
在
の
重
王
堂
橋
上
流
に
水
車
が
あ
っ
た
が
、
事
故

の
た
め
に
取
り
壊
し
た
」「
賢
治
の
時
代
に
そ
の
残
骸
で
も
あ
っ
た

ろ
う
か
」
と
言
及
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
嘉
吉
は
通
常
の
「
水
車
」
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
「
掛

手
金
山
の
精
錬
所
」
の
「
金
を
搗
く
」
も
の
だ
と
記
号
が
示
す
実
体

を
説
明
し
て
い
る
。
学
生
は
地
図
上
の
記
号
を
た
だ
の
「
水
車
」
と

思
い
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
舞
台
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
江
刺
に

も
、
金
山
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
の
で
、

実
際
そ
の
周
辺
に
「
金
を
搗
く
」
も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

し
、
賢
治
が
持
っ
て
い
た
地
図
に
そ
の
よ
う
な
記
号
が
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
断
言
は
で
き
な
い
。
も
し
、
賢
治
の
発
想
が
江
刺

で
見
た
「
水
車
」
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
た
ら
、
栗
木
鉱

山
で
使
わ
れ
て
い
た
水
車（

注
５
）も

モ
チ
ー
フ
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
、
と

い
う
こ
と
の
み
付
け
加
え
て
お
く
。

　

地
図
上
の
「
水
車
」
ら
し
き
も
の
の
正
体
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
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の
後
で
嘉
吉
夫
婦
の
家
が
建
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
、
学
生
は
丁
寧

な
御
礼
を
述
べ
去
ろ
う
と
す
る
が
、
気
を
良
く
し
た
嘉
吉
は
、「
あ

わ
て
ゝ
」
そ
れ
を
引
き
留
め
る
。
こ
ち
ら
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
覗
き
見

す
る
わ
け
で
も
な
く
、
ぶ
っ
き
ら
棒
な
対
応
や
「
馬
鹿
に
し
た
や

う
」
な
態
度
に
対
し
て
も
、「
す
こ
し
も
こ
っ
ち
を
悪
く
受
け
な
い
」

学
生
の
態
度
に
嘉
吉
は
好
感
を
抱
い
た
。
が
、
学
生
相
手
に
「
お
み

ち
の
前
で
も
う
少
し
て
き
ぱ
き
話
つ
ゞ
け
た
か
っ
た
」
嘉
吉
は
、
自

分
を
学
生
と
対
等
以
上
の
も
の
と
し
て
振
舞
い
た
か
っ
た
わ
け
で
あ

る
。

　

嘉
吉
は
、
お
み
ち
が
学
生
の
た
め
に
拵
え
た
膳
を
食
す
よ
う
、
こ

の
家
の
主
人
の
立
場
か
ら
学
生
に
促
す
。そ
れ
に
続
け
る
よ
う
に「
お

み
ち
も
低
く
」「
お
あ
が
ん
な
ん
え
」と
言
う
。
や
や
渋
り
な
が
ら
も
、

学
生
が
再
度
「
腰
を
お
ろ
し
」
膳
に
手
を
付
け
始
め
る
と
、
嘉
吉
は

さ
ら
に
饒
舌
に
な
っ
た
。
学
生
が
、
忙
し
な
く
「
餅
を
げ
ろ
呑
み
」

す
る
よ
う
に
も
見
え
る
食
べ
方
を
し
て
も
、
嘉
吉
の
上
機
嫌
に
変
わ

り
は
な
か
っ
た
。上
機
嫌
は
学
生
が
去
っ
た
あ
と
も
暫
く
は
続
い
た
。

し
か
し
、
お
み
ち
の
「
娘
の
や
う
〔
〕
な
顔
い
ろ
」
の
出
現
と
と
も

に
、
夫
婦
の
貴
重
な
休
日
は
、
波
乱
含
み
の
展
開
と
な
っ
て
い
く
。

二
、
お
み
ち
の
「
一
過
性
の
恋
」
の
有
無
と
、
嘉
吉
の
感
情
の
乱
れ

　

学
生
が
去
っ
た
後
、
再
び
夫
婦
の
貴
重
な
休
日
の
中
で
「
ゆ
っ
く

り
く
つ
ろ
」
ぎ
始
め
る
嘉
吉
。
一
方
お
み
ち
は
、「
娘
の
や
う
〔
〕

な
顔
い
ろ
で
ま
だ
ぼ
ん
や
り
し
た
や
う
に
座
っ
て
ゐ
た
」。
そ
の
姿

は
、
お
み
ち
の
意
識
が
自
分
の
元
に
は
な
い
よ
う
に
嘉
吉
に
は
見
え

た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
顔
い
ろ
」
が
「
お
み
ち
を
知
っ
て
か
ら
わ
づ

か
に
二
度
だ
け
見
た
表
情
」
で
あ
る
と
思
い
当
っ
た
嘉
吉
は
、
ま
る

で
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
つ
ぶ
や
く
。

（
お
ら
に
も
あ
あ
い
ふ
若
ぃ
づ
ぎ
あ
っ
た
ん
だ
が
な
、
あ
あ
い

ふ
面
白
い
目
見
る
暇
な
ぃ
が
っ
た
も
な
。）

　

嘉
吉
の
言
葉
を
聞
い
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
、
お
み
ち
は
「
ま

だ
ぼ
ん
や
り
し
て
何
か
考
へ
て
ゐ
」
る
様
子
で
「
あ
ん
」
と
一
言
だ

け
返
す
。
そ
の
様
子
を
視
覚
と
聴
覚
で
捉
え
て
し
ま
っ
た
嘉
吉
は
、

そ
れ
ま
で
の
穏
や
か
さ
を
急
激
な
早
さ
で
怒
り
へ
と
塗
り
替
え
る
。

「
ぢ
ゃ
ぃ
、
は
き
は
き
ど
返
事
せ
ぢ
ゃ
。
何
で
ぁ
、
あ
た
な
人
形
こ

さ
奴
さ
ぁ
す
ぐ
に
ほ
れ
や
が
て
」、
突
然
怒
り
を
露
わ
に
し
た
嘉
吉

の
声
に
お
み
ち
は
驚
く
。
皮
肉
に
も
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
お
み
ち
の

意
識
が
夫
婦
の
時
間
軸
の
中
に
連
れ
戻
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
嘉
吉
の

怒
り
の
理
由
が
不
当
だ
と
思
っ
た
お
み
ち
は
、
顔
を
「
さ
ぁ
っ
と
青
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じ
ろ
く
」
し
て
、「
何
云
ふ
べ
こ
の
人
ぁ
」
と
言
い
返
す
。
し
か
し
、

お
み
ち
の
「
青
じ
ろ
」
い
表
情
が
再
び
赤
み
を
帯
び
始
め
る
の
に
合

わ
せ
て
、
嘉
吉
の
怒
り
が
爆
発
し
て
し
ま
う
。

（
え
ゝ
糞
そ
の
つ
ら
付
。見
だ
ぐ
な
ぃ
。ど
こ
さ
で
も
け
づ
が
れ
。

び
っ
き
。）
嘉
吉
は
ま
る
で
落
ち
は
じ
め
た
な
だ
れ
の
や
う
に

〔
〕〔
膳
〕
を
向
ふ
へ
け
飛
ば
し
た
。
お
み
ち
は
た
う
た
う
う
つ

ぶ
せ
に
な
っ
て
声
を
あ
げ
て
泣
き
出
し
た
。
／（
何
だ
ぃ
。
あ
っ

た
な
雨
降
れ
ば
無
ぐ
な
る
や
う
な
奴
凧
こ
さ
、
食
え
の
申
し
訳

げ
な
ぃ
の
機
嫌
取
り
や
が
て
。）
嘉
吉
は
ま
た
さ
う
云
っ
た
け

れ
ど
も
す
こ
し
も
そ
れ
に
逆
ふ
で
も
な
く
た
ゞ
辛
さ
う
に
し
く

し
く
泣
い
て
ゐ
る
お
み
ち
の
よ
ご
れ
た
小
倉
の
黒
い
え
り
や
顫

ふ
せ
な
か
を
見
て
ゐ
る
と
二
人
と
も
何
年
ぶ
り
か
の
た
ゞ
の〔
〕

子
供
に
な
っ
て
こ
の
一
日
を
ま
ゝ
ご
と
の
や
う
に
し
て
遊
ん
で

ゐ
た
の
を
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
こ
わ
し
て
し
ま
っ
た
や
う
で
か
ら

だ
が
風
と
青
い
寒
天
で
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
さ
れ
た
や
う
な
情
な

い
気
が
し
た
。

　

嘉
吉
の
感
情
の
乱
れ
を
嫉
妬
と
捉
え
「
十
六
日
」
を
考
察
す
る
先

行
研
究
が
あ
る
。
続
橋（

注
６
）は

「
作
者
の
主
題
は
、
嘉
吉
の
嫉
妬
心
に
集

中
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
」
と
し
、
小
沢（

注
７
）は

「
嫉
妬
さ
れ
る
立
場
の
方

に
賢
治
が
あ
る
」
と
、学
生
と
賢
治
を
重
ね
合
わ
せ
た
解
釈
を
示
し
、

伊
藤（

注
８
）は

「
通
り
す
が
り
の
町
の
学
生
の
闖
入
か
ら
心
理
的
な
異
和
が

生
じ
、
嫉
妬
と
な
っ
て
爆
発
、
し
か
し
、
妻
を
「
可
哀
さ
う
に
」
思

う
一
念
で
」
夫
婦
関
係
が
「
回
復
」
す
る
と
い
う
「
素
朴
な
山
家
の

住
人
の
心
情
世
界
に
惹
き
起
こ
さ
れ
た
波
紋
を
描
い
た
作
品
」
と
し

て
い
る
。

　

ま
た
、
お
み
ち
の
表
情
に
関
し
て
山
本（

注
９
）は

「
一
過
性
の
恋
が
あ
る

と
す
る
な
ら
、
こ
の
お
み
ち
の
「
顔
い
ろ
」
も
「
ぼ
ん
や
り
」
も
そ

の
せ
い
に
ち
が
い
な
い
」「
嘉
吉
に
ど
な
ら
れ
て
「
さ
あ
っ
と
青
じ

ろ
く
な
っ
て
ま
た
赤
く
な
っ
た
。」
の
は
一
瞬
夫
の
こ
と
ば
に
、
自

分
の
動
揺
を
自
覚
し
た
た
め
な
の
だ
。
嘉
吉
の
理
不
尽
な
言
葉
の
せ

い
ば
か
り
で
は
な
い
」
と
し
、
続
橋

）
（1

（
注

は
「
嘉
吉
の
嫉
妬
」
は
「
お
み

ち
の
急
所
を
突
い
た
か
も
し
れ
ぬ
」
と
し
て
い
る
。

　

お
み
ち
の
「
娘
の
や
う
〔
〕
な
顔
い
ろ
」
を
、
学
生
に
惚
れ
た
表

情
と
捉
え
た
の
は
嘉
吉
で
あ
る
。
そ
の
表
情
が
「
お
み
ち
を
知
っ
て

か
ら
わ
づ
か
に
二
度
だ
け
見
た
表
情
」
だ
っ
た
こ
と
も
、
あ
る
種
の

妄
想
に
拍
車
を
か
け
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
嘉
吉
の

目
に
そ
う
映
っ
た
だ
け
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

確
か
に
、
お
み
ち
の
表
情
の
変
化
か
ら
、「
一
過
性
の
恋
」
や
「
急

所
を
突
」
か
れ
た
と
い
う
風
に
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
こ
の

表
情
の
変
化
は
お
み
ち
が
意
識
し
て
い
な
い
こ
と
を
夫
か
ら
言
わ
れ

た
た
め
に
起
こ
っ
た
現
象
で
あ
ろ
う
。「
ぼ
ん
や
り
」し
て
い
た
の
も
、

珍
し
い
も
の
を
見
た
（
体
験
し
た
）
後
に
起
こ
る
状
態
、
緊
張
が
解
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け
た
後
の
余
韻
に
浸
っ
て
い
る
状
態
に
近
い
よ
う
に
思
う
。つ
ま
り
、

「
青
じ
ろ
」
い
表
情
を
再
び
赤
ら
め
る
変
化
は
、
嘉
吉
が
お
み
ち
の

意
識
と
は
無
関
係
に
、お
み
ち
の
姿
か
ら
“
女
の
部
分
”
を
感
じ
取
っ

て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
は
じ
め
は
そ
の
不

当
さ
に
「
青
じ
ろ
」
い
表
情
を
浮
か
べ
る
が
、
す
ぐ
さ
ま
、
そ
う
い

う
目
で
自
分
が
見
ら
れ
て
い
た
事
に
気
付
き
、
恥
じ
ら
い
か
ら
赤
ら

め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

繰
返
し
に
な
る
が
、
嘉
吉
は
お
み
ち
の
「
娘
の
や
う
〔
〕
な
顔
い

ろ
」
を
見
た
時
、
か
つ
て
あ
の
学
生
の
よ
う
に
自
分
に
も
若
い
時
が

あ
っ
た
こ
と
を
話
す
。
し
か
し
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
一
言
「
あ

ん
」
と
し
か
返
さ
な
い
お
み
ち
の
姿
が
引
き
金
と
な
っ
て
感
情
を
乱

し
始
め
る
。
無
論
、
嘉
吉
の
こ
の
言
い
訳
は
、
嘉
吉
が
若
い
頃
学
生

と
同
じ
環
境
下
で
「
面
白
い
目
見
る
」
こ
と
を
望
ん
で
い
て
そ
れ
が

叶
わ
な
か
っ
た
、
と
い
う
自
分
の
経
歴
に
対
す
る
悔
い
が
潜
ん
で
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
以
降
嘉
吉
は
、
学
生
の
〈
若
さ
〉
を
否

定
的
意
味
で
持
ち
出
す
こ
と
に
な
る
。

　
「
あ
た
な
人
形
こ
さ
奴
さ
ぁ
す
ぐ
に
ほ
れ
や
が
て
」「
何
だ
ぃ
。あ
っ

た
な
雨
降
れ
ば
無
ぐ
な
る
や
う
な
奴
凧
こ
さ
、
食
え
の
申
し
訳
げ

な
ぃ
の
機
嫌
取
り
や
が
て
」「
あ
ん
な
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ
ろ
し
た
若
造
に

く
ら
べ
て
は
何
と
云
っ
て
も
お
み
ち
に
は
お
れ
の
方
が
勝
ち
目
が
あ

る
」

―
学
生
に
は
紙
の
上
の
知
識
は
豊
富
に
あ
る
だ
ろ
う
が
、
嘉

吉
が
歩
ん
で
き
た
人
生
（
経
験
値
）
に
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
世
間

を
知
ら
な
い
青
二
才
で
あ
り
、
自
分
が
体
得
し
た
生
き
た
経
験
も
学

生
に
は
な
い
。〈
若
さ
〉に
つ
い
て
触
れ
る
嘉
吉
の
言
葉
の
裏
側
に
は
、

こ
う
い
う
思
い
が
潜
ん
で
い
た
よ
う
に
思
う
。

　

こ
れ
は
優
劣
の
問
題
で
は
な
く
、
生
き
て
き
た
環
境
が
異
な
り
、

環
境
が
違
う
が
故
に
体
得
し
た
も
の
も
異
な
る
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
階
級
差
や
階
層
が
目
に
見
え
な
い
微
妙
な

心
理
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
。
お
み
ち
が
環
境
の
違
い
に
よ
っ
て

生
じ
た
隔
た
り
に
魅
力
を
感
じ
「
娘
の
や
う
〔
〕
な
顔
い
ろ
」
を
浮

か
べ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
ん
な
風
に
思
う
と
、
嘉
吉
は
ど
う
に
も

こ
う
に
も
や
り
切
れ
な
い
思
い
に
苛
ま
れ
、
一
時
的
に
自
分
の
価
値

や
自
信
を
見
失
い
、
感
情
を
乱
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
嫉
妬

の
中
に
は
、愛
よ
り
も
自
愛
の
ほ
う
が
多
く
ひ
そ
ん
で
い
る

）
（（

（
注

」と
言
っ

た
の
は
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
で
あ
る
。
嘉
吉
の
感
情
の
乱
れ
も
、

お
み
ち
が
学
生
に
奪
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
よ
り
も
、

自
尊
心
が
脅
か
さ
れ
た
た
め
に
生
じ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

第
一
章
で
も
少
し
触
れ
た
が
、
学
生
が
夫
婦
の
元
を
訪
れ
た
際
の

描
写
は
、「
門
口
で
若
い
水
々
し
い
声
が
云
っ
た
」「
若
い
か
ば
ん
を

持
っ
て
鉄
槌
を
さ
げ
た
学
生
だ
っ
た
」
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
の
引

用
の
「
若
い
」
は
手
入
れ
に
よ
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

〈
若
さ
〉
を
何
の
陰
り
も
な
く
他
人
の
前
に
さ
ら
す
こ
と
が
で
き
る

こ
と
自
体
、
す
で
に
ひ
と
つ
の
特
権
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と

す
れ
ば
、
嘉
吉
が
「
少
し
む
か
っ
ぱ
ら
を
た
て
た
」
こ
と
は
、
学
生



― 35 ―

の
〈
若
さ
〉
に
も
作
者
賢
治
の
敏
感
な
目
配
り
が
込
め
ら
れ
て
い
た

ゆ
え
だ
と
言
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

嘉
吉
は
「
鉱
夫
ど
も
に
さ
へ
馬
鹿
に
は
さ
れ
な
い
肩
や
腕
の
力
」

の
持
ち
主
で
、以
前
い
た
「
小
林
区
」
で
は
「
現
場
監
督
」
を
務
め
、

今
で
は
「
鉱
山
の
杭
木
の
係
り
で
は
も
う
頭
株
」
と
し
て
働
い
て
い

る
。
し
か
し
、
嘉
吉
に
は
そ
れ
に
相
応
す
る
自
信
が
や
や
欠
落
し
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
お
そ
ら
く
は
、こ
の
土
地
に
根
を
下
ろ
し
、

住
民
と
し
て
の
安
定
を
得
て
、
今
後
さ
ら
に
ヤ
マ
社
会
で
出
世
し
て

い
く
で
あ
ろ
う
嘉
吉
の
微
妙
な
心
の
揺
れ
を
、
結
婚
三
年
目
の
ま
だ

親
に
な
っ
て
い
な
い
夫
婦
間
に
起
き
た
喧
嘩
（
心
の
行
き
違
い
）
に

よ
っ
て
あ
ぶ
り
だ
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
作
品
の
魅
力
の
一
つ
で

あ
ろ
う
。

三
、「
敷
島
」
と
「
煙
草
」
の
使
い
分
け

　

学
生
は
、歓
待
を
受
け
た
御
礼
と
し
て
、「
敷
島
」と「
キ
ャ
ラ
メ
ル
」

を
一
つ
ず
つ
残
し
て
い
っ
た
。
気
に
な
る
の
は
、「
敷
島
」
と
い
う

語
で
あ
る
。「
敷
島
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
タ
バ
コ
の
銘
柄
の
こ
と

だ
が
、
嘉
吉
と
タ
バ
コ
の
関
わ
り
の
場
面
で
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
。

［
煙
草
・
た
ば
こ
］

Ａ
． 

嘉
吉
は
朝
い
つ
も
の
時
刻
に
眼
を
さ
ま
し
て
か
ら
寝
そ

べ
っ
た
ま
ゝ
煙
草
を
二
三
服
ふ
か
し
て
ま
た
す
う
す
う

眠
っ
て
し
ま
っ
た
。

Ｂ
． 

な
あ
ん
だ
。
あ
と
姥
石
ま
で
煙
草
売
る
ど
こ
な
ぃ
も
。

Ｃ
． 

嘉
吉
は
マ
ッ
チ
を
す
っ
て
た
ば
こ
を
二
つ
三
つ
の
ん
だ
。

※
傍
線
筆
者
／
Ｂ
．
嘉
吉
の
言
葉

　
「
煙
草
」
と
い
う
語
が
登
場
す
る
の
は
、
こ
の
三
箇
所
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
【
煙
草
】
あ
る
い
は
【
た
ば
こ
】
と
い
う
字
が
あ
て
ら
れ
、

具
体
的
な
銘
柄
ま
で
は
出
て
い
な
い
。
嘉
吉
が
吸
っ
て
い
る
タ
バ
コ

の
銘
柄
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
点
に
だ
け
注
目
す
れ
ば
、

不
自
然
な
所
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の

は
、
タ
バ
コ
に
対
す
る
字
の
使
い
分
け
で
あ
る
。

　

学
生
が
御
礼
と
し
て
タ
バ
コ
を
置
い
て
い
く
場
面
で
は
、「
学
生

は
鞄
か
ら
敷
島
を
一
つ
と
キ
ャ
ラ
メ
ル
の
小
さ
な
箱
を
出
し
て
置
い

た
」
と
い
う
風
に
描
か
れ
て
い
る
。
結
尾
に
も
学
生
の
置
い
て
い
っ

た
タ
バ
コ
は
「
キ
ャ
ラ
メ
ル
の
箱
と
敷
島
は
秋
ら
し
い
日
光
の
な
か

に
し
づ
か
に
横
は
っ
た
」
と
あ
る
。
学
生
が
持
っ
て
き
た
も
の
に
対

し
て
は
、「
敷
島
」を
使
う
こ
と
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

そ
れ
に
対
し
、嘉
吉
や
お
み
ち
に
関
わ
る
タ
バ
コ
の
表
現
を
見
る
と
、

銘
柄
は
示
さ
れ
ず
「
煙
草
」
あ
る
い
は
「
た
ば
こ
」
と
い
う
普
通
名
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詞
が
使
わ
れ
る
の
み
に
止
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
作
品
に
は
、
終
始
「
格
差
」
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
が
底
流

に
潜
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
目
を
止
め
れ
ば
、「
都
会
と
田
舎
」「
貧

と
富
」「
学
生
と
鉱
夫
」「
若
い
と
老
い
」「
き
れ
い
と
醜
い
」
と
い

う
幾
つ
も
の
対
立
が
流
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
「
都
会
と

田
舎
」
は
、
賢
治
の
作
品
で
も
た
び
た
び
扱
わ
れ
て
い
る
問
題
で
あ

り
、
は
っ
き
り
と
登
場
人
物
や
語
り
に
よ
っ
て
語
ら
れ
な
い
と
い
う

意
味
で
顕
在
化
し
な
い
も
の
の
、「
十
六
日
」
で
も
大
き
な
テ
ー
マ

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
煙
草
」
と
「
敷
島
」
の
使
い
分
け
も
、
こ

れ
ら
の
テ
ー
マ
を
表
現
す
る
た
め
の
小
道
具
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　
「
敷
島
」
と
言
え
ば
、
煙
草
の
銘
柄
の
中
で
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
も

の
で
あ
る
。『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
寒
月
が
愛
用
し
て
い
る
銘
柄

の
一
つ
も「
敷
島
」で
あ
り
、漱
石
は
他
に
も『
坊
ち
ゃ
ん
』『
門
』『
虞

美
人
草
』
な
ど
多
く
の
作
品
の
中
に
「
敷
島
」
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
漱
石
自
身
も
「
敷
島
」
を
愛
用
し
て
い
た
こ
と
を
「
文
士
の

生
活
」
の
中
で
触
れ
て
い
る
。
他
に
も
芥
川
龍
之
介
や
倉
田
百
三
な

ど
多
く
の
文
学
者
ら
も
作
品
に
採
用
し
た
り
、
自
身
が
愛
用
し
て
い

た
銘
柄
で
あ
る
。

　

作
品
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
江
刺
の
地
に
賢
治
が
初
め
て
足
を
運
ん

だ
の
は
大
正
六
年
、
作
品
が
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
時
期
は
昭
和
五
年

以
降

）
（1

（
注

、
こ
の
辺
り
の
値
段
表

）
（1

（
注

を
見
て
も
一
番
高
価
な
銘
柄
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
具
体
的
な
数
字
を
あ
げ
る
と
、
大
正
六
年
は
十
二

銭
、
昭
和
五
～
七
年
は
十
八
銭
で
あ
る
。
値
段
が
は
る
だ
け
の
こ
と

は
あ
っ
て
、
そ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
デ
ザ
イ
ン
に
も
拘
り
が
込
め
ら
れ

て
い
た
よ
う
だ

）
（1

（
注

。

　

多
く
の
知
識
人
ら
に
親
し
ま
れ
た
「
敷
島
」
は
、文
化
的
な
ス
テ
ー

タ
ス
を
も
表
現
す
る
も
の
と
し
て
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
ブ
ル

ジ
ョ
ア
層
の
小
道
具
と
し
て
作
品
上
で
も
実
生
活
上
で
も
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
改
め
て
「
十
六
日
」
に
お
け
る
「
敷
島
」
の
意

義
を
考
え
て
み
る
と
、
大
学
生
と
い
う
社
会
的
に
恵
ま
れ
た
階
層
の

人
間
が
、「
敷
島
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
を
御
礼
と
し
て
置

い
て
い
く
こ
と
は
、
彼
ら
の
側
に
と
っ
て
は
、
大
し
た
違
和
を
感
じ

る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
一
寸
し
た
御
礼
の
た
め
に
持
ち
歩
い
て

い
た
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
十
六
日
」
で
の
「
敷

島
」
の
役
割
は
、
高
級
品
と
し
て
の
価
値
や
権
力
を
強
く
帯
び
た
も

の
で
は
な
い
。

　

地
図
に
関
す
る
質
問
を
し
た
上
に
、
餅
を
ご
馳
走
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
事
も
あ
っ
て
、
学
生
は
「
敷
島
」
と
「
キ
ャ
ラ
メ
ル

）
（1

（
注

」
を
置

い
て
い
く
わ
け
だ
が
、
こ
の
行
為
は
学
生
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と

で
あ
り
何
ら
悪
気
の
な
い
振
舞
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
高

級
品
に
縁
の
な
い
人
間
か
ら
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
面
白
い
も
の
で
は

な
い
場
合
も
あ
る
。
と
は
言
え
、
嘉
吉
も
お
み
ち
も
御
礼
の
品
を
目

に
し
た
時
、
そ
う
い
う
感
情
を
表
に
出
し
て
は
い
な
い
。
礼
儀
と
し

て
一
旦
受
け
取
り
を
遠
慮
す
る
と
い
う
姿
勢
を
見
せ
た
以
降
、
手
に



― 37 ―

触
れ
る
こ
と
も
な
い
し
続
け
て
の
言
及
も
作
中
に
は
な
い
（
作
品
結

尾
で
の
描
写
を
除
い
て
）。

　

学
生
が
嘉
吉
夫
婦
と
触
れ
合
う
時
間
は
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
。

早
々
に
夫
婦
の
元
を
去
っ
て
い
く
。
彼
は
、
夫
婦
の
幸
せ
な
時
間
の

中
に
居
合
わ
せ
そ
れ
を
楽
し
む
わ
け
で
も
な
く
、
夫
婦
の
喧
嘩
に
巻

き
込
ま
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
仲
裁
を
す
る
わ
け
で
も
傍
観
者

と
し
て
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
る
わ
け
で
も
な
い
。
夫
婦
の
平
穏
な
時

間
も
、
夫
婦
の
喧
嘩
の
時
間
も
、
夫
婦
の
幸
福
な
時
間
も
、
す
べ
て

学
生
が
去
っ
た
後
（
そ
し
て
来
る
前
）
に
や
っ
て
き
た
も
の
（
あ
っ

た
も
の
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
学
生
は
夫
婦
の
問
題
を
目
の
当
り
に

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

学
生
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
学
生
は
何
一
つ
夫
婦
の
問
題
に
手
を
触

れ
て
い
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
貴
重
な
休
日
を
過
ご
す
夫
婦
の

様
子
を
察
し
て
早
々
に
家
を
去
ろ
う
と
努
め
て
い
る
。
学
生
が
夫
婦

喧
嘩
の
原
因
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
な
か
っ
た

お
か
げ
で
、
夫
婦
喧
嘩
は
一
時
的
な
さ
ら
り
と
し
た
も
の
に
な
り
、

夫
婦
の
貴
重
な
休
日
も
、
第
三
者
を
交
え
な
い
夫
婦
だ
け
の
時
間
と

し
て
の
価
値
を
早
い
段
階
で
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
加
え

て
、学
生
と
い
う
訪
問
者
が
マ
ン
ネ
リ
化
し
つ
つ
あ
る
夫
婦
生
活（
結

婚
し
て
三
年
、
そ
し
て
子
供
も
い
な
い
暮
ら
し
）
を
さ
ら
り
と
通
過

し
た
こ
と
が
刺
激
と
な
り
、結
果
的
に
は
夫
婦
関
係
を
良
好
に
し「
二

人
と
も
何
年
ぶ
り
か
も
た
ゞ
の
〔
〕
子
供
に
な
っ
て
」
真
の
休
日
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ

る
。

　

賢
治
は
、
社
会
的
に
恵
ま
れ
た
階
層
の
人
間
と
し
て
生
き
た
自
分

の
一
部
を
、
学
生
と
い
う
存
在
に
投
影
し
「
十
六
日
」
を
書
き
上
げ

た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
学
生
が
意
図
せ
ず
、
自
分
の
手
を

下
さ
ず
、
自
分
の
知
り
得
な
い
場
所
で
、
何
か
が
起
こ
っ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
、
と
い
う
繊
細
な
（
あ
る
面
で
言
え
ば
、
過
敏
な
）
想

像
力
を
持
っ
た
賢
治
の
表
現
方
法
の
一
つ
だ
と
言
え
な
い
だ
ろ
う

か
。
身
分
や
家
柄
、
知
識
や
身
の
こ
な
し
な
ど
、
裕
福
な
生
活
環
境

の
中
で
育
ま
れ
た
存
在
そ
の
も
の
が
、
他
の
人
を
苦
し
め
傷
つ
け
る

場
合
が
あ
る
こ
と
を
賢
治
は
十
分
理
解
し
て
い
た
。

　

作
者
宮
沢
賢
治
は
、
自
分
が
加
害
者
の
位
置
に
押
し
上
げ
ら

れ
る
よ
う
な
思
い
で
「
坎
坷
な
」「
村
人
た
ち
」「
山
の
部
落
の

人
た
ち
」
を
見
つ
め
た
。
そ
の
折
お
の
れ
の
位
置
の
自
覚
か
ら

生
ず
る
深
い
罪
障
感
が「
山
火
」と
い
う
作
品
の
底
流
を
形
作
っ

た
。
そ
し
て
、「
坎
坷
な
」
被
害
者
の
立
場
に
立
た
さ
れ
た
者

た
ち
か
ら
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
指
弾
や
憎
し
み
に
対
す
る
恐

れ
ゆ
え
に
、
彼
ら
の
現
実
の
姿
に
耐
え
ず
し
て
理
想
の
夢
へ
と

目
を
そ
ら
す
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
の
生
涯

の
苦
し
い
営
み
の
末
に
、
最
晩
年
に
近
く
、
定
稿
と
し
て
整
理

を
果
た
す
際
に
は
、
つ
い
に
現
実
を
現
実
と
し
て
た
じ
ろ
ぐ
こ
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と
な
く
厳
し
く
受
け
と
め
て
示
す
境
位
に
た
ど
り
つ
い
た
の
で

あ
っ
た
。「
四
六　

山
火
」
定
稿
と
い
う
作
品
の
高
み
は
そ
こ

か
ら
得
ら
れ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
栗
原
敦
「「
加
害
」
の
影
を　

―
「
山
火
」
再
読

）
（1

（
注

」）

　

右
記
の
引
用
は
、
賢
治
の
詩
「
山
火
」
に
関
す
る
栗
原
敦
の
論
考

で
あ
る
。「
山
火
」（
定
稿
）
は
、「
一
九
二
四
、四
、六
」
の
日
付
が

付
さ
れ
て
い
る
。
一
九
二
四
年
と
い
う
と
、「
十
六
日
」
の
舞
台
の

モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
人
首
が
題
名
に
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
た
詩
「
人

首
」
の
時
期
と
同
年
で
あ
る
。
ま
た
作
品
に
登
場
す
る
人
々
は
、
嘉

吉
や
お
み
ち
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
「
山
」
＝
田
舎
に
生
き
る
人
々
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
少
し
話
題
は
離
れ
る
よ
う
だ
が
遠
か
ら
ず
縁
を
感

じ
た
た
め
取
り
上
げ
た
。
栗
原
の
指
摘
す
る
最
晩
年
の
賢
治
の
身
構

え
は
、
そ
の
ま
ま
「
十
六
日
」
を
書
き
上
げ
た
賢
治
の
身
構
え
に
重

ね
合
わ
せ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
ず
れ
が
生
じ
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。

　

自
分
の
側
に
あ
っ
た
時
は
善
意
だ
っ
た
も
の
が
、
受
け
取
る
側
の

手
に
渡
っ
た
瞬
間
、
悪
意
に
変
換
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
農
に
生

き
る
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
必
死
に
目
指
し
た
賢
治
の
中
に
、
た

び
た
び
刻
み
込
ま
れ
た
苦
い
記
憶
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し

か
し
「
十
六
日
」
か
ら
は
、
賢
治
の
後
ろ
向
き
な
自
省
を
強
く
感
じ

る
こ
と
は
な
い
。「
現
実
を
現
実
と
し
て
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
な
く
厳
し

く
受
け
と
め
」
た
結
果
、
貧
困
に
あ
え
ぐ
人
々
の
「
現
実
の
姿
に
耐

え
ず
し
て
理
想
の
夢
へ
と
目
を
そ
ら
」
し
て
自
分
と
、
他
者
の
た
め

と
銘
打
っ
て
お
き
な
が
ら
も
、
結
果
と
し
て
は
自
分
の
満
足
を
満
た

す
た
め
に
「
理
想
の
夢
へ
」
と
盲
目
に
走
り
続
け
て
き
た
自
分
の
過

ち
を
、
以
前
の
よ
う
に
真
正
面
か
ら
わ
ざ
と
ら
し
く
感
情
的
に
表
現

す
る
の
で
は
な
く
、
可
能
な
限
り
控
え
め
に
、「
語
り
手
が
作
品
の

中
で
目
立
つ
こ
と
の
な
い
よ
う
に
」、
賢
治
は
「
十
六
日
」
を
書
き

上
げ
た
の
だ
ろ
う
。

　

結
尾
の
「
キ
ャ
ラ
メ
ル
の
箱
と
敷
島
は
秋
ら
し
い
日
光
の
な
か
に

し
づ
か
に
横
は
っ
た
」
の
「
敷
島
」
は
、
は
じ
め
「
た
ば
こ
」
と
書

か
れ
て
い
た
が
、
手
入
れ
に
よ
っ
て
「
敷
島
」
と
改
め
ら
れ
た
。
こ

だ
わ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
た
よ
う
に
思
え
る「
敷
島
」と「
煙
草
」（「
た

ば
こ
」）
も
、「
キ
ャ
ラ
メ
ル
」
も
、
格
差
を
表
現
す
る
小
道
具
で
あ

り
な
が
ら
、
そ
の
意
図
を
作
品
の
中
で
は
さ
り
気
な
く
、
あ
た
か
も

映
画
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
シ
ー
ン
の
景
物
と
し
て
象
徴
的
に
映
し
出
さ

れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

四
、
な
ぜ
、「
ま
だ
子
供
が
な
く
三
年
経
っ
た
」
夫
婦
な
の
か

　

賢
治
の
作
品
に
登
場
す
る
夫
婦
は
、
た
い
て
い
“
子
供
の
あ
る
夫

婦
”
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
夫
や
妻
で
あ
る
前
に
父
親
と
し
て

母
親
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、“
子
供
の
な
い

夫
婦
”
を
描
い
た
作
品
も
存
在
す
る
が
、「
十
六
日
」
の
よ
う
な
仕
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上
が
り
で
は
な
い
。

　

例
え
ば
、「
ち
ゃ
う
ど
一
年
い
っ
し
ょ
に
暮
し
」
た
夫
婦
を
描
い

た
詩
、〔
一
〇
七
一　

わ
た
く
し
ど
も
は
〕
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
夫

で
あ
る
「
わ
た
く
し
」
は
、「
夏
の
あ
る
朝
」「
町
は
づ
れ
の
橋
で
」 

出
会
っ
た
「
村
の
娘
」
か
ら 

、「
美
し
」
い
「
花
」
を
「
二
十
銭
」

分
買
っ
て
妻
に
贈
っ
た
。
花
を
受
け
取
っ
た
妻
は
、
そ
れ
を
「
金

魚
の
壼
に
さ
し
」 「
店
へ
並
べ
」
た
。
夫
が
「
夕
方
帰
」
宅
す
る
と
、

妻
は
「
ふ
し
ぎ
な
笑
」
み
を
浮
か
べ
て
お
り
、
ふ
と
食
卓
に
目
を
移

す
と
「
い
ろ
い
ろ
な
菓
物
」
や
「
白
い
洋
皿
な
ど
ま
で
並
べ
て
あ
」
っ

た
。
そ
の
理
由
を
た
ず
ね
る
夫
に
妻
は
一
言
、「
あ
の
花
が
今
日
ひ

る
の
間
に
ち
ゃ
う
ど
二
円
に
売
れ
た
」
と
答
え
る
。「
そ
の
冬
」「
妻

は
何
の
苦
し
み
と
い
ふ
の
で
も
な
く
」「
萎
れ
る
や
う
に
崩
れ
る
や

う
に
一
日
病
ん
で
没
く
な
」
っ
た
、
と
い
う
何
と
も
言
え
な
い
後
味

を
残
す
詩
で
あ
る
。

　

夫
（
男
）
の
情
緒
的
な
愛
の
表
現
方
法
と
は
裏
腹
に
、
妻
（
女
）

は
現
実
的
に
物
事
を
眺
め
、
愛
の
表
現
方
法
も
実
生
活
に
則
っ
て
い

る
と
い
う
意
も
込
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ど
こ
と
な
く
、オ
ー
・

ヘ
ン
リ
ー
の
『
賢
者
の
贈
り
物
』
を
思
わ
せ
る
作
品
だ
が
、
詩
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
の
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
こ
の
詩
か
ら
浮
か
び
上
が
る
夫

婦
は
、『
賢
者
の
贈
り
物
』や「
十
六
日
」の
現
実
に
生
き
る
血
の
通
っ

た
夫
婦
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
特
に
妻
の
姿
は
ど
こ
か
こ
の
世
の

も
の
と
は
思
え
ぬ
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
聖
な
る
モ
ノ
（
根
源
的
な
女
性

像
、
あ
る
い
は
聖
母
像
）
を
感
じ
て
し
ま
う
。

　

賢
治
は
、嘉
吉
お
み
ち
夫
婦
に
子
供
を
与
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

結
婚
し
て
「
三
年
」
と
い
う
年
月
と
、「
ま
だ
子
供
が
な
」
い
、
と

い
う
設
定
を
与
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
夫
婦
の
も
と
に
、
あ
え
て
学

生
と
い
う
刺
激
を
投
入
し
た
こ
と
は
、 

作
者
で
あ
る
賢
治
自
身
が
、

夫
婦
生
活
や
夫
婦
（
男
女
）
間
の
揺
れ
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に
も

思
え
る
。

　

作
品
中
、
自
分
た
ち
の
儲
け
た
子
と
し
て
の
意
を
持
つ
【
子
供
】

が
登
場
す
る
の
は
、「
さ
う
し
て
ま
だ
子
供
が
な
く
三
年
経
っ
た
」

こ
の
一
文
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
は
「
嘉
吉
は
子
供
の
や
う
に
箸

を
と
り
は
じ
め
た
」「
お
み
ち
何
で
ぁ
そ
の
年
し
て
ゞ
わ
ら
す
み
だ
ぃ

に
」「
お
み
ち
は
子
供
の
や
う
に
う
な
づ
い
た
」
と
、「
子
供
の
や
う

に
」「
わ
ら
す
み
だ
ぃ
に
」
と
い
う
、
幼
い
も
の
、
純
粋
な
も
の
の

例
え
と
し
て
の
【
子
供
】
が
登
場
す
る
の
み
で
あ
る
。

　

手
入
れ
前
、
学
生
が
訪
問
す
る
以
前
に
お
み
ち
の
拵
え
た
餅
を
囲

む
場
面
で
は
、二
人
と
も
箸
を
取
る
姿
が
描
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

手
入
れ
後
「
そ
し
て
二
人
は
」
と
「
箸
を
」
は
削
除
さ
れ
、
箸
を
取

る
の
は
嘉
吉
に
限
定
さ
れ
た
。
賢
治
は
、
お
み
ち
が
箸
を
取
る
（
手

入
れ
前
も
後
も
、
学
生
が
訪
問
す
る
前
お
み
ち
は
餅
に
手
を
付
け
て

い
な
い
が
）
代
わ
り
に
、
嘉
吉
に
「
子
供
の
や
う
に
」
振
る
舞
う
事

を
新
た
に
与
え
た
。
考
え
れ
ば
、
お
み
ち
に
対
す
る
一
方
的
な
怒
り

も
、
ま
る
で
だ
だ
っ
子
の
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
嘉
吉
自
身
も
怒
り
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を
落
ち
着
か
せ
冷
静
さ
を
取
り
戻
し
た
後
、「
こ
っ
ち
の
邪
推
か
も

し
れ
な
い
」
と
反
省
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
子
供
の
や
う
」
な
振
る

舞
い
は
、
彼
が
父
親
と
い
う
責
任
を
背
負
っ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
で

き
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
子
供
が
い
た
ら
、
だ
だ
っ
子
の
よ
う
な
振

る
舞
い
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
お
み
ち
に
対
し
て
も
同
様

の
事
が
言
え
る
が
、
嘉
吉
と
比
べ
る
と
、
お
み
ち
の
子
供
具
合
は
大

人
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

嘉
吉
は
、
自
分
の
感
情
を
爆
発
さ
せ
た
後
、「
逆
ふ
で
も
な
く
た
ゞ

辛
さ
う
に
し
く
し
く
泣
い
て
ゐ
る
お
み
ち
の
よ
ご
れ
た
小
倉
の
黒
い

え
り
や
顫
ふ
せ
な
か
を
見
」た
時
、な
ん
だ
か「
情
け
な
い
気
が
し
て
」

た
ま
ら
な
く
な
り
、「
お
み
ち
何
で
ぁ
そ
の
年
し
て
ゞ
、
わ
ら
す
み

だ
ぃ
に
。
起
ぎ
ろ
っ
た
ら
。
起
ぎ
で
片
付
げ
ろ
っ
た
ら
」
と
声
を
か

け
る
。
言
葉
こ
そ
優
し
い
も
の
の
、「
じ
ぶ
ん
は
ま
だ
ろ
く
に
食
べ

も
し
な
か
っ
た
〔
膳
〕
を
片
付
け
」
る
よ
う
命
じ
る
嘉
吉
に
、
お
み

ち
は
や
は
り
、「
逆
ふ
」
わ
け
で
も
な
く
受
け
止
め
片
づ
け
始
め
る
。

　

お
み
ち
の
振
る
舞
い
に
関
し
て
、
続
橋

）
（1

（
注

は
「
結
局
、
気
持
の
や
さ

し
い
従
順
な
女
性
で
あ
つ
た
。
夫
に
従
う
貞
淑
さ
が
彼
女
の
幸
福
で

あ
る
。「
家
長
制
度
」
の
秩
序
に
慣
ら
さ
れ
、
そ
れ
が
体
内
に
し
み

こ
ん
で
い
る
」と
述
べ
て
い
る
。
家
庭
の
中
に
荒
波
を
立
て
ぬ
よ
う
、

た
と
え
不
服
だ
と
し
て
も
決
し
て
反
抗
せ
ず
、
夫
に
唯
々
諾
々
と
し

て
従
う
妻
で
あ
る
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
自
分
の
生
き
や
す
さ
に
も

繋
が
る
、
そ
の
よ
う
な
意
識
が
少
な
か
ら
ず
お
み
ち
の
中
に
も
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
、賢
治
は
「
十
六
日
」
の
中
に
、「「
家

長
制
度
」
の
秩
序
に
慣
ら
さ
れ
」
た
女
性
が
漂
わ
せ
る
微
妙
な
空
気

を
描
く
こ
と
を
目
当
て
に
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
う
。

　

嘉
吉
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
泣
き
じ
ゃ
く
る
お
み
ち
の
姿
は
ま
る
で

「
わ
ら
す
」
の
よ
う
に
見
え
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
嘉
吉
の
都
合

に
合
わ
せ
た
見
方
で
あ
る
。
確
か
に
、
泣
く
と
い
う
行
為
は
あ
る
面

で
子
供
の
よ
う
な
姿
で
あ
る
が
、
先
に
触
れ
た
通
り
、
泣
き
な
が
ら

も
嘉
吉
の
散
ら
か
し
た
「〔
膳
〕
を
片
付
け
」
る
妻
と
し
て
の
役
目

を
き
ち
ん
と
果
た
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
お
み
ち
は
こ
の

時
点
で
ま
だ
完
全
に
子
供
の
よ
う
な
振
る
舞
い
は
出
来
て
い
な
い
だ

ろ
う
。
お
み
ち
が
は
っ
き
り
子
供
の
よ
う
な
振
る
舞
い
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
の
は
、
作
品
の
終
わ
り
頃
で
あ
る
。

　
（
お
み
ち
、
ち
ょ
っ
と
こ
さ
来
）
嘉
吉
が
云
っ
た
。
／
お
み

ち
は
だ
ま
っ
て
来
て
首
を
垂
れ
て
座
っ
た
。
／
（
う
な
ま
る
で

冗
談
づ
ご
と
判
ら
な
ぃ
で
面
白
ぐ
な
ぃ
も
な
。
盆
の
十
六
日
あ

遊
ば
な
ぃ
ば
つ
ま
ら
な
ぃ
。
お
れ
云
っ
た
な
み
ん
な
う
そ
さ
。

な
。
そ
れ
で
も
あ
あ
い
ふ
き
れ
い
な
男
う
な
だ
て
好
ぎ
だ
べ
）

（
好
か
な
ぃ
。）お
み
ち
が
甘
え
る
や
う
に
云
っ
た
。（
好
ぎ
た
っ

て
云
っ
た
ら
お
れ
ご
し
ゃ
ぐ
ど
思
ふ
が
。
そ
の
こ
ら
ぃ
な
ご
と

云
っ
て
ご
し
ゃ
ぐ
や
う
な
水
臭
ぃ
お
ら
だ
な
ぃ
な
。
誰
だ
っ
て

き
れ
い
な〔
〕も
の
す
ぎ
さ
な
。
お
れ
だ
っ
て
伊
手
で
で
も
い
ゝ
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あ
ね
こ
見
れ
ば
そ
の
話
だ
て
す
る
さ
。
あ
の
あ
ん
こ
だ
て
好
ぎ

だ
べ
。好
ぎ
だ
て
云
へ
。か
う
云
ふ
ご
と
ほ
ん
と
云
ふ
ご
そ
実
ぁ

あ
る
づ
も
ん
だ
。
な
。
好
き
だ
べ
。）
お
み
ち
は
子
供
の
や
う

に
う
な
づ
い
た
。

　

夫
婦
の
み
ず
み
ず
し
さ
や
あ
ど
け
な
さ
を
描
く
た
め
に
子
供
が
い

な
い
設
定
を
、
あ
え
て
投
入
し
た
こ
と
も
、
賢
治
の
目
論
見
の
一
つ

で
は
な
か
ろ
う
か
。
賢
治
は
子
供
を
置
か
な
い
代
わ
り
に
、
彼
ら
に

“
子
供
の
よ
う
に
過
ご
す
時
間
”
を
与
え
“
子
供
の
よ
う
に
振
る
舞

う
こ
と
”
を
許
し
た
。
一
般
論
で
考
え
れ
ば
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら

心
底
か
ら
童
心
に
返
る
こ
と
は
中
々
難
し
い
事
で
あ
り
、
新
婚
な
ら

ま
だ
し
も
結
婚
し
て
か
ら
三
年
経
つ
夫
婦
で
あ
れ
ば
尚
更
で
あ
る
。

結
婚
し
て
三
年
が
経
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
嘉
吉
夫
婦
か
ら
真
新

し
い
夫
婦
の
よ
う
な
空
気
を
感
じ
る
の
は
、
や
は
り
彼
ら
に
子
供
が

い
な
い
こ
と
も
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　

家
族
的
係
累
が
ほ
と
ん
ど
影
を
見
せ
て
い
な
い
嘉
吉
夫
婦

の
、「
ま
ま
ご
と
の
や
う
な
」
子
ど
も
っ
ぽ
い
甘
え
あ
い
。
こ

こ
に
は
、
三
年
を
経
た
夫
婦
の
微
妙
な
心
理
の
陰
影
な
ど
感
じ

ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
デ
リ
カ
シ
イ
を
描
く
の
は
、
作
者
に

は
無
理
で
あ
っ
た
の
だ
。
む
し
ろ
、
子
ど
も
っ
ぽ
く
甘
美
な
夫

婦
生
活
を
夢
想
す
る
に
至
っ
た
作
者
の
、
心
情
の
リ
ア
リ
テ
ィ

こ
そ
重
要
で
あ
る
。

続
橋
達
雄
「
習
作
期
の
賢
治
文
学

）
（1

（
注

」

　

続
橋
は
、
同
論
の
中
で
「
小
説
形
式
に
よ
っ
て
男
女
関
係
の
問
題

を
問
お
う
と
し
た
作
者
は
、
荷
が
重
す
ぎ
て
そ
の
点
で
は
成
功
し
て

い
な
い
」
と
も
言
っ
て
い
る
。「
デ
リ
カ
シ
イ
を
描
く
の
は
、
作
者

に
は
無
理
で
あ
っ
た
」
と
い
う
論
に
対
し
て
は
、
若
干
疑
問
を
感
じ

る
。
賢
治
は
、「
家
族
的
係
累
」
の
「
影
」
や
「
三
年
を
経
た
夫
婦

の
微
妙
な
心
理
の
陰
影
」
と
い
う
「
デ
リ
カ
シ
イ
を
描
く
」
こ
と
を

目
的
に
据
え
ず
、「
子
ど
も
っ
ぽ
く
甘
美
な
夫
婦
」
を
描
く
こ
と
を

題
材
と
し
て
選
択
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
嘉
吉
夫
婦
の
、「
ま
ま
ご
と

の
や
う
な
」
子
ど
も
っ
ぽ
い
甘
え
あ
い
」
が
作
品
の
大
半
を
占
め
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
デ
リ
カ
シ
イ
を
描
く
」
こ
と
が
「
無

理
」
だ
っ
た
わ
け
で
も
、「
無
理
」
だ
か
ら
「
デ
リ
カ
シ
イ
を
描
く
」

こ
と
を
避
け
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

子
供
が
い
な
い
理
由
に
関
し
て
は
、
経
済
的
な
理
由
も
考
え
ら
れ

る
が
、
賢
治
は
そ
の
部
分
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
な
い
。
手
入
れ

前
、
お
み
ち
が
学
生
に
膳
を
用
意
し
た
こ
と
を
責
め
る
嘉
吉
の
言
葉

を
「
こ
の
生
活
の
な
が
か
ら
」「
食
え
の
申
し
訳
げ
な
ぃ
の
機
嫌
取

り
や
が
て
」
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
手
入
れ
に
よ
っ
て
「
こ
の
生

活
の
な
が
が
ら
」
を
削
除
し
た
。
手
入
れ
に
手
入
れ
を
加
え
原
稿
と

最
後
ま
で
向
か
い
合
う
賢
治
に
良
く
見
ら
れ
る
作
業
の
一
つ
だ
が
、
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こ
れ
に
よ
っ
て
嘉
吉
夫
婦
の
経
済
的
な
事
情
は
暈
か
さ
れ
た
。
お
ま

け
を
加
え
る
な
ら
、
学
生
に
振
る
舞
う
膳
も
、
手
入
れ
前
は
「
餅
や

海
藻
」
の
み
だ
っ
た
が
、
手
入
れ
に
よ
っ
て
「
さ
ゝ
げ
を
似マ

マ

た
」
も

の
が
追
加
さ
れ
た
。
賢
治
が
、
祭
日
と
言
っ
て
も
良
い
「
盆
の
十
六

日
」
に
、
そ
の
土
地
で
の
丹
精
込
め
た
心
の
こ
も
っ
た
食
事
を
用
意

し
、
嘉
吉
お
み
ち
夫
婦
だ
け
で
な
く
、
学
生
と
い
う
あ
る
種
の
珍
客

に
も
振
舞
っ
た
の
だ
、
と
い
う
形
に
変
更
を
加
え
た
の
で
あ
る
。

　
「
私
は
結
婚
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

―
」）

（注

（
注

そ
う
、
森
に
語
っ
た

の
は
昭
和
六
年
七
月
。
賢
治
が
「
東
北
砕
石
工
場
の
技
師
と
な
り
、

そ
の
製
造
を
直
接
に
指
導
し
、
出
来
た
炭
酸
石
灰
を
販
売
し
て
歩
い

て
い
た
」
頃
、
賢
治
「
さ
い
ご
の
健
康
な
年
代
で
あ
っ
た
」。
理
想

を
追
い
求
め
苦
悩
す
る
日
々
の
中
か
ら
見
出
し
た
現
実
の
数
々
は
、

時
に
賢
治
の
期
待
を
大
き
く
裏
切
り
彼
を
苦
し
め
た
。
し
か
し
、
必

ず
し
も
辛
さ
ば
か
り
で
は
な
く
、「
禁
欲
は
、
け
っ
き
ょ
く
何
に
も

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
よ
。
そ
の
大
き
な
反
動
が
き
て
病
気
に
な
っ
た

の
で
す

）
11

（
注

」
と
こ
ぼ
し
な
が
ら
も
、
そ
の
試
み
の
末
見
出
し
た
も
の
の

中
か
ら
、
性
を
含
ん
だ
愛
情
の
柔
ら
か
さ
や
温
か
み
を
感
じ
て
い
た

の
も
ま
た
事
実
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
う
い
う
経
験
を
通
り
抜
け
た
賢
治
が
描
い
た
「
十
六
日
」
の
夫

婦
は
、
子
供
の
い
な
い
夫
婦
で
あ
っ
た
。
そ
の
描
か
れ
方
に
対
す
る

評
価
は
先
に
紹
介
済
み
の
先
行
研
究
に
共
通
す
る
部
分
が
ほ
と
ん
ど

だ
が
、
少
し
だ
け
加
え
る
な
ら
、
筆
者
は
こ
の
夫
婦
か
ら
夫
婦
と
い

う
よ
り
は
仲
睦
ま
じ
い
兄
妹
の
姿

）
1（

（
注

を
感
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
も
ち

ろ
ん
、
賢
治
と
ト
シ
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
近
親
相
姦
を
感
じ
取
る
わ

け
で
は
な
く
、
純
粋
に
夫
婦
と
い
う
一
般
的
な
括
り
や
性
差
を
超
え

た
男
女
の
姿

）
11

（
注

を
見
る
と
言
っ
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

結
婚
を
す
る
こ
と
と
、
親
に
な
る
こ
と
は
全
く
別
の
問
題
で
あ

る
。
結
婚
三
年
目
の
子
供
の
い
な
い
夫
婦
は
、
家
族
と
い
う
共
同
体

の
問
題
と
し
て
見
れ
ば
、（
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

が
）子
供
の
問
題
を
そ
ろ
そ
ろ
つ
つ
か
れ
始
め
そ
う
な
時
期
で
あ
る
。

一
方
、
夫
婦
二
人
だ
け
の
問
題
と
し
て
見
れ
ば
、
新
婚
初
期
の
気
恥

ず
か
し
さ
か
ら
生
じ
る
他
人
行
儀
な
よ
そ
よ
そ
し
さ
や
緊
張
感
が
抜

け
、
夫
婦
と
し
て
家
族
と
し
て
の
安
定
感
が
定
着
し
て
く
る
時
期
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
落
ち
着
き
の
中
で
、
い
よ
い
よ
子
供
の
い

る
未
来
を
真
剣
に
考
え
は
じ
め
る
、
そ
ん
な
時
期
で
も
あ
ろ
う
。

　

父
親
母
親
の
役
割
を
背
負
わ
ず
描
か
れ
た
夫
婦
は
、
そ
れ
ゆ
え
何

処
か
艶
っ
ぽ
さ
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
先
に
筆
者
は
、
子
供
が
い
な
い

こ
と
を
理
由
に
、
嘉
吉
お
み
ち
夫
婦
か
ら
真
新
し
い
夫
婦
の
よ
う
な

空
気
を
感
じ
る
と
触
れ
た
が
、
加
え
て
夫
婦
と
し
て
の
安
定
感
も

し
っ
か
り
と
感
じ
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
詩
や
童
話

等
に
描
い
た
女
性
像
や
聖
母
像
で
は
な
く
、
現
実
に
生
き
る
血
の
か

よ
っ
た
女
性
あ
る
い
は
夫
婦
を
、
父
親
と
し
て
母
親
と
し
て
の
役
目

を
背
負
う
前
の
夫
婦
を
、
賢
治
は
描
い
た
。
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
賢

治
が
理
想
と
し
た
夫
婦
像
が
完
全
に
投
影
さ
れ
描
か
れ
た
も
の
で
は
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な
か
ろ
う
が
、
結
婚
三
年
目
の
夫
婦
と
し
て
の
関
係
が
落
ち
着
き
始

め
た
頃
の
、
子
供
の
い
な
い
夫
婦
を
題
材
と
し
て
扱
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。終

わ
り
に

　

詩
ノ
ー
ト
一
〇
六
二
〔
墓
地
を
す
っ
か
り square 

に
し
て
〕
に

は
、「
十
六
日
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
モ
チ
ー
フ
が
散
ら
ば
っ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
る
。
こ
の
作
品
は
手
入
れ
後
一
〇
五
九「
開
墾
地
検
察
」

と
し
て
「
春
と
修
羅
第
三
集
」
に
収
め
ら
れ
、
の
ち
に
「
開
墾
地
」

と
し
て
「
文
語
詩
化
を
試
み
」
た
が
「
中
断

）
11

（
注

」
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

ど
ち
ら
が
先
か
を
俄
か
に
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、「
十
六
日
」

に
通
じ
る
も
の
を
感
じ
る
。
こ
の
詩
以
外
に
も
、「
十
六
日
」
に
通

じ
る
書
簡
や
作
品
が
あ
る
。
作
品
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
男
女
間

の
心
の
揺
れ
を
扱
っ
た
賢
治
童
話「
土
神
と
き
つ
ね
」「
蛙
の
ゴ
ム
靴
」

「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」や
、子
供
の
い
る
夫
婦
が
登
場
す
る「
氷

と
後
光
」、
他
の
「
短
篇
梗
概
等

）
11

（
注

」
五
篇
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

　

本
稿
は
、「
十
六
日
」
の
新
し
い
読
み
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
を

目
的
と
し
、「
十
六
日
」
に
特
化
し
考
察
し
て
き
た
が
、
や
は
り
証

拠
が
不
充
分
で
あ
り
、
他
作
品
と
の
比
較
検
証
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。
今
後
先
の
作
品
等
と
の
比
較
考
察
が
必
要
で

あ
る
。
あ
る
い
は
、“
な
ぜ
「
盆
の
十
六
日
」
な
の
か
”
に
注
目
し
、

民
俗
学
の
視
点
か
ら
眺
め
れ
ば
、
作
品
の
別
の
表
情
が
見
え
て
く
る

か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
論
じ
る
機
会
を
得

た
い
。

注
１ 

恩
田
逸
夫
「
宮
沢
賢
治
『
初
期
作
品
』
攷
」『
四
次
元
』
昭
和

二
六
年
七
月
・「
初
期
に
描
か
れ
た
女
性
像
」『
四
次
元
』
昭
和

三
一
年
四
月
・
続
橋
達
雄
「
習
作
期
の
賢
治
文
学
」『
四
次
元
』

昭
和
四
三
年
一
月

２ 

山
本
早
苗
「『
十
六
日
』
考
」『
賢
治
研
究
』
昭
和
五
四
年
一
二
月

３ 

原
子
内
貢
「
宮
沢
賢
治
の
作
品
と
江
刺
の
地
質　

作
品
「
十
六

日
」
と
「
泉
あ
る
家
」
の
モ
チ
ー
フ
を
求
め
て
」『
宮
沢
賢
治
研

究annual

』
平
成
二
三
年
三
月

４ 

前
掲
「
宮
沢
賢
治
の
作
品
と
江
刺
の
地
質　

作
品
「
十
六
日
」
と

「
泉
あ
る
家
」
の
モ
チ
ー
フ
を
求
め
て
」

５ 

『
明
治
前
期
産
業
発
達
史
資
料
別
冊
八
七
（
三
）』『
明
治
前
期
産

業
発
達
史
資
料
別
冊
八
八
（
三
）』（
い
ず
れ
も
、
藤
原
正
人
編
、

昭
和
四
六
年
五
月
、明
治
文
献
資
料
刊
行
会
）の
「
栗
木
鑛
山
」「
赤

金
鑛
山
」
参
照
。

６ 
前
掲
「
初
期
に
描
か
れ
た
女
性
像
」

７ 
小
沢
俊
郎
「「
土
神
と
狐
」
の
主
題
」『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和

三
九
年
八
月



― 44 ―

８ 

伊
藤
眞
一
郎
「
宮
沢
賢
治
の
小
説
的
作
品
に
つ
い
て
」『
近
代
文

学
試
論
』
昭
和
五
〇
年
十
月

９ 
前
掲
「『
十
六
日
』
考
」

10 

前
掲
「
初
期
に
描
か
れ
た
女
性
像
」

11 

ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
『
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
箴
言
集
』
二
宮
フ
サ
訳
、

平
成
元
年
十
二
月
、
岩
波
書
店

12 

「
十
六
日
」
の
成
立
期
は
、
前
掲
「『
十
六
日
』
考
」
の
山
本
説
を

は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
昭
和
三
～
四
年
の

体
調
不
良
期
を
抜
け
、
快
復
の
手
ご
た
え
を
賢
治
自
身
が
自
覚
し

た
昭
和
五
年
以
降
の
作
と
考
え
て
行
く
。

13 

た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
編
『
日
本
の
た
ば
こ
デ
ザ
イ
ン
』（
昭
和

六
〇
年
三
月
、
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
）
の
値
段
表
、
お
よ
び
三

和
良
一
・
鈴
木
俊
夫
『
日
本
た
ば
こ
産
業
』（
平
成
二
一
年
九
月
、

山
愛
書
院
）
参
照
。

14 

前
掲
『
日
本
の
た
ば
こ
デ
ザ
イ
ン
』
の
「
た
ば
こ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ

の
デ
ザ
イ
ン
解
説
」
参
照
。

15 

明
治
三
十
二
年
に
発
売
さ
れ
た
森
永
ミ
ル
ク
キ
ャ
ラ
メ
ル
は
、
一

時
的
に
一
二
銭
に
値
上
げ
し
た
時
期
も
あ
っ
た
が
昭
和
一
五
年
ま

で
一
〇
銭
、
グ
リ
コ
の
キ
ャ
ラ
メ
ル
は
発
売
当
初
か
ら
昭
和
二
四

年
ま
で
五
銭
で
あ
っ
た
。（
週
刊
朝
日
編
『
値
段
史
年
表　

明
治
・

大
正
・
昭
和
』
昭
和
六
三
年
六
月
、
朝
日
新
聞
社
）
参
照
。

16 

栗
原
敦
「「
加
害
」
の
影
を　

―
「
山
火
」
再
読
」『
宮
沢
賢
治

　

透
明
な
軌
道
の
上
か
ら
』、
平
成
四
年
八
月
、
新
宿
書
房

17 

前
掲
「
初
期
に
描
か
れ
た
女
性
像
」

18 

前
掲
「
習
作
期
の
賢
治
文
学
」

19 

森
荘
已
池
『
宮
沢
賢
治
の
肖
像
』
昭
和
五
〇
年
二
月
、
津
軽
書
房

20 

前
掲
『
宮
沢
賢
治
の
肖
像
』

21 

伊
藤
（
前
掲
「
宮
沢
賢
治
の
小
説
的
作
品
に
つ
い
て
」）
も
、「
嘉

吉
と
お
み
ち
は
、
夫
婦
と
い
う
よ
り
も
兄
弟
の
よ
う
な
印
象
で
は

あ
る
が
、
こ
れ
は
“
賢
治
と
妹
ト
シ
”
と
い
う
先
入
観
の
せ
い
で

あ
ろ
う
か
」
と
触
れ
て
い
る
。

22 

「
晩
年
に
は
結
婚
し
て
も
よ
い
と
考
え
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
の
結
婚
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
周
囲
の
人
人
に
、
極

め
て
軽
く
明
る
く
語
っ
て
い
る
。
そ
の
結
婚
は
、
き
ょ
う
だ
い
の

愛
の
よ
う
な
愛
を
土
台
に
す
る
だ
ろ
う

―
と
。」
と
い
う
、
森

の
貴
重
な
記
録
が
あ
る
。（
前
掲
『
宮
沢
賢
治
の
肖
像
』）

23 

ち
く
ま
文
庫
版
『
宮
沢
賢
治
全
集
』
第
二
巻
（
昭
和
六
一
年
四
月
、

筑
摩
書
房
）
の
入
沢
康
夫
解
説
「
本
文
に
つ
い
て
」
参
照
。

24 

手
入
れ
前
、
学
生
は
「
大
学
の
も
ん
で
す
が
ね
。」
と
伝
え
る
の

み
だ
っ
た
が
、
手
入
れ
後
は
、「
仙
台
の
」
を
加
え
仙
台
の
大
学

に
通
う
学
生
と
い
う
設
定
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
読
者

は
高
等
教
育
を
受
け
た
知
識
人
と
し
て
の
作
者
賢
治
と
学
生
を
重

ね
合
わ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
方
で
こ
の
手
入
れ
は
、
作
者

が
学
生
と
自
身
の
重
な
り
に
隔
た
り
を
持
た
せ
て
い
る
と
も
と
れ
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る
。
つ
ま
り
、
単
な
る
「
学
生
」
で
は
な
く
「
仙
台
の
学
生
」
と

設
定
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
と
似
て
い
る
が
完
全
に
合
致

は
し
な
い
客
観
性
を
帯
び
た
存
在
と
な
る
。「
十
六
日
」
と
同
じ

モ
チ
ー
フ
が
扱
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
「
短
篇
梗
概
等
」
に
「
泉

あ
る
家
」
が
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
よ
り
一
層
賢
治
と
の
重
ね
合

わ
せ
を
意
識
し
て
か
、「
盛
岡
」
の
学
生
と
い
う
設
定
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
主
人
公
の
名
前
も
宮
沢
を
捩
っ
た
よ
う
な
仕
上
が
り

の
「
富
沢
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
も
改
め
て
論
じ

る
機
会
を
得
た
い
。

＊ 

宮
沢
賢
治
作
品
の
引
用
は
、す
べ
て
『
新
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』

全
十
六
巻
（
筑
摩
書
房
）
に
拠
る
。

（
た
じ
ま　

あ
や
か
・
実
践
女
子
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）


