
面
影  

片
山
廣
子

佐
佐
木
朋
子

一
九
一
三
年　

大
正
二
年
五
月　

髪
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー

　

上
の
句「
髪
ゆ
れ
て
泣
く
と
や
」は
誰
の
髪
が
揺

れ
て
い
る
の
か
が
ま
ず
も
っ
て
分
か
ら
な
い
。そ
こ
で

舞
台
の
こ
と
と
仮
定
し
た
の
だ
が
、廣
子
の
席
が
分

か
ら
な
い
け
れ
ど
、演
技
が
よ
く
見
え
な
い
よ
う
な

席
だ
っ
た
か
、〈
俳
優
の
髪
が
揺
れ
て
い
る
か
ら
、そ

の
人
は
泣
い
て
い
る
の
だ
と
思
う
。そ
う
は
思
う
け

れ
ど
〉と
な
る
だ
ろ
う
。

　

上
の
句
は「
や
～
け
む
」と
係
り
結
び
に
な
っ
て
、

三
句
切
れ
。主
語
は「
人
」で「
髪
が
ゆ
れ
て
い
る
の

を
見
た
人
は
、泣
い
て
い
る
と
受
け
と
る
か
も
し
れ

な
い
」と
な
る
。

　

五
句
の「
思
ひ
か
へ
し
つ
」の
主
語
は
廣
子
な
の
で
、

こ
の「
人
」は
廣
子
以
外
の
第
三
者
な
の
だ
ろ
う
。髪

が
揺
れ
て
い
る
の
を
眺
め
て
い
る
の
は
一
人
な
の
か
複

数
な
の
か
。舞
台
に
こ
だ
わ
る
根
拠
は
な
い
の
だ
が
、

観
劇
で
の
こ
と
と
し
て
複
数
な
ら
観
客
達
、単
数
な

ら
廣
子
の
連
れ
か
も
し
れ
な
い
。そ
の「
人
」が「
な
が

め
け
む
」の「
な
が
む
」は「
も
の
思
い
に
ふ
け
る
」の
で

は
な
く
、こ
こ
で
は「
視
線
を
や
る
」の
意
味
で
あ
ろ

う
。ぼ
ん
や
り
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
ど
う
し
た

の
か
？
」と「
判
断
し
よ
う
と
見
つ
め
て
い
る
」状
態
で

あ
る
。「
其
ひ
ま
に
」の「
ひ
ま
」は「
隙
間
」で
、わ
ず

か
な
時
間
を
指
す
。「
ふ
と
」と
い
う
言
葉
も
出
て
く

る
の
で
、「
一
瞬
」の
短
い
時
間
で
あ
ろ
う
。

　
「
其
ひ
ま
に
」は
、「
ほ
か
の
人
は
眺
め
た
だ
ろ
う

と
、わ
た
し
は
推
量
し
た
が
、そ
の
一
瞬
の
間
に
」。「
思

ひ
か
へ
し
つ
＝
わ
た
し
は
思
い
直
し
た
」は
、「
泣
い
て

い
る
の
か
？
」と
い
う
推
量
は
当
た
っ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
と
思
っ
た
瞬
間
、い
や
そ
う
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
別
の
思
い
が
浮
か
ん
だ
こ
と
を
示
す
。

　
「
泣
い
て
い
る
と
人
は
受
け
と
っ
た
だ
ろ
う
し
、わ
た

し
も
そ
う
思
っ
た
け
れ
ど
、次
の
瞬
間
、そ
う
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
と
思
い
か
え
し
た
」と
な
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、な
ぜ
廣
子
は｢

人｣

が
ど
う
受
け
と
め
た

か
を
気
に
し
た
の
だ
ろ
う
。想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
、

次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
。

　

来
客
が
い
て
、廣
子
が
相
手
を
し
て
い
る
。そ
の

人
は
最
近
観
た
舞
台
の
話
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は

廣
子
も
観
て
い
た
舞
台
で
あ
る
。二
人
の
話
は
弾

ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。「
髪
ゆ
れ
て
」に
つ
い
て
客
が

１　

髪
ゆ
れ
て

　
『
翡
翠
』の
難
読
歌
の
な
か
か
ら
次
の
一
首
を
読

ん
で
み
た
い
。

　
　

髪
ゆ
れ
て
泣
く
と
や
人
の
な
が
め
け
む
其
ひ

　
　

ま
に
ふ
と
思
ひ
か
へ
し
つ

　

初
出
は
大
正
二
年
五
月
の「
心
の
花
」。「
け
や
き

の
村
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
百
首
掲
載
さ
れ
た
な
か

の
一
首
。

　

ど
こ
か
演
技
的
な
感
じ
を
受
け
る
不
思
議
な
歌

で
あ
る
。舞
台
の
一
場
面
に
想
を
得
た
か
と
い
う
印

象
が
あ
る
。

　

廣
子
は
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
が
髪
を
揺
ら
し
て

泣
く
場
面
を「
マ
グ
ダ
レ
ナ
か
ぐ
ろ
き
髪
も
う
ち
ふ

る
ふ
な
げ
き
の
声
ぞ
わ
が
胸
に
し
む
」（
大
正
元
・

10
）と
詠
ん
だ
。場
面
も
想
像
で
き
、実
際
に
舞
台

を
見
て
作
っ
た
歌
と
思
え
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ

ば
、メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
戯
曲『
マ
リ
ア
・
マ
グ
ダ
レ

ナ
』を
読
ん
で
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
か
。

　
「
髪
ゆ
れ
て
」に
は
そ
う
い
う
ヒ
ン
ト
は
な
い
。
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ま
に
ふ
と
思
ひ
か
へ
し
つ

　
　

温
か
う
物
な
つ
か
し
う
頬
に
あ
つ
駱
駝
の
毛

　
　

に
も
よ
き
か
を
り
す
る

　

あ
ま
り
読
解
の
手
が
か
り
に
な
ら
な
い
気
が
す

る
ど
こ
ろ
か
、関
連
が
な
さ
過
ぎ
て
森
の
奥
に
踏
み

こ
ん
で
し
ま
う
よ
う
だ
。

　

で
は
、初
出「
け
や
き
の
村
」の
並
び
順
は
ど
う
か
。

　
　

か
な
し
は
た
う
れ
し
今
ま
で
ゆ
め
に
だ
に
知

　
　

ら
ざ
る
我
を
ふ
と
か
い
ま
み
て

　
　

髪
ゆ
れ
て
泣
く
と
や
人
の
な
が
め
け
む
其
ひ

　
　

ま
に
ふ
と
思
ひ
か
へ
し
つ

　
　

息
と
息
交
る
ば
か
り
に
顔
よ
せ
て
語
ら
ん
と

　
　

し
て
ふ
と
わ
ら
ひ
け
り

　

こ
れ
で
も
は
っ
き
り
し
た
事
は
分
か
ら
な
い
が
、

「
ふ
と
」が
立
て
続
け
に
使
わ
れ
て
い
て
、一
瞬
一
瞬

に
何
か
し
ら
の
示
唆
的
な
発
見
が
あ
っ
た
か
、他
者

か
ら
別
の
見
解
を
与
え
ら
れ
た
か
、そ
の
よ
う
な
貴

重
な
体
験
が
あ
っ
た
ら
し
い
と
推
測
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。具
体
的
に
何
だ
っ
た
か
は
分
か
ら
な

い
け
れ
ど
、
「
け
や
き
の
村
」の
場
合
は
恋
愛
感
情

も
含
ん
だ
自
我
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
な
感

触
を
受
け
る
。

　
「
ふ
と
」は
今
で
は
便
利
な
言
葉
と
し
て
あ
ま
り

頻
繁
に
使
う
の
は
避
け
る
べ
き
語
の
よ
う
に
言
わ

れ
る
が
、
そ
の
印
象
は
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
振
り

払
っ
て
お
き
た
い
。廣
子
は
明
治
四
十
一
年
こ
ろ
か

ら「
ふ
と
」を
使
い
は
じ
め
、大
正
に
入
る
と
多
用
す

る
よ
う
に
な
る
。

３「
風
の
日
」と
イ
ェ
イ
ツ
の「
髪
」

　

次
に
歌
の
中
心
イ
メ
ー
ジ
と
な
る「
髪
」を
探
っ
て

お
こ
う
。明
治
四
十
四
年
十
一
月
の「
心
の
花
」に
廣

子
は「
風
の
日
」と
い
う
散
文
を
載
せ
て
い
る
。

　

冒
頭
、台
風
の
風
に
女
が
縁
に
腰
か
け
て
洗
い
髪

を
干
し
て
、髪
が
風
に
吹
か
れ
乱
れ
お
ど
っ
て
い
る

様
を
、生
き
物
の
よ
う
に
描
写
す
る
と
こ
ろ
。

　
　

細
い
毛
の
先
の
さ
き
迄
も
魂
は
籠
つ
て
ゐ
る
。

　
　

ふ
わ
り
と
上
に
吹
上
が
る
時
は
、小
さ
い
首
を

　
　

上
げ
て
空
に
恨
み
を
訴
へ
る
や
う
で
、た
ら
り

　
　

と
肩
に
か
ゝ
る
時
は
労
れ
て
休
む
時
の
や
う

　
　

に
、休
む
間
も
絶
え
ず
波
う
ち
ふ
る
へ
て
居
る
。

　
『
翡
翠
』に
髪
を
干
す
歌
を
探
す
と
、
「
さ
ら
さ

ら
と
枯
葉
の
落
つ
る
初
冬
の
日
の
暖
か
さ
黒
髪
を

ほ
す
」（
初
出
未
詳
）が
見
つ
か
る
。の
ど
か
な
光
景

で
あ
る
。
「
風
の
日
」は
髪
を
台
風
の
風
に
干
す
と

い
う
設
定
で
の
ど
か
さ
と
は
反
対
の
お
ど
ろ
お
ど

ろ
し
さ
を
感
じ
る
が
、ド
ラ
イ
ヤ
ー
が
な
か
っ
た
時

代
は
台
風
の
風
を
利
用
す
る
の
も
当
た
り
前
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
？

　

廣
子
は
佐
佐
木
信
綱
宛
書
簡（
明
治
44
年
10
月

「
あ
の
場
面
は
泣
い
て
た
ん
で
し
ょ
う
ね
ぇ
」な
ど
と

言
っ
た
。廣
子
も
そ
う
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、客
の
意

見
を
聞
い
た
時
、な
ぜ
か
不
意
に
別
の
見
解
が
浮

か
び
あ
が
っ
た
。他
者
と
の
対
話
が
ヒ
ン
ト
と
な
っ

て
と
っ
さ
に「
あ
の
場
面
は
泣
い
て
い
た
の
で
は
な

い
」と
い
う
別
の
、そ
れ
も
確
信
に
満
ち
た
見
解
が

浮
か
ん
だ
、の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
。

２　

ふ
と

　

次
の
疑
問
は
、な
ぜ
こ
の
よ
う
な
構
造
の
歌
を

作
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
。廣
子
の
難
読
歌
は
、テ
ー

マ
や
、モ
チ
ー
フ
に
こ
だ
わ
っ
て
、場
面
や
状
況
が
輻

輳
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
よ
う
だ
。歌
で
言
い
た

い
こ
と
は
一
つ
な
の
に
、そ
の
一
点
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し

よ
う
と
す
る
と
、複
眼
的
に
周
囲
の
い
ろ
ん
な
世
界

を
取
り
こ
ん
で
し
ま
う
と
い
っ
た
ら
分
か
り
や
す
い

か
も
し
れ
な
い
。

　

だ
が
、難
読
歌
と
い
っ
て
も
、詞
書
き
一
つ
あ
れ
ば

す
っ
き
り
と
解
釈
は
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。あ
る
い
は

連
作
の
な
か
の
一
首
な
ら
読
解
の
手
が
か
り
に
な
る
。

　
『
翡
翠
』は
詞
書
き
が
な
く
一
首
独
立
で
並
べ
て

あ
る
の
だ
が
、こ
の
歌
の
前
後
を
抜
き
だ
し
て
み
る
。

　
　

あ
あ
我
も
か
し
こ
く
な
り
ぬ
君
を
見
て
胸
の

　
　

さ
わ
が
ぬ
日
も
来
り
つ
る

　
　

髪
ゆ
れ
て
泣
く
と
や
人
の
な
が
め
け
む
其
ひ
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４
日
）に
、
「
風
の
日
」の
創
作
動
機
を
次
の
よ
う
に

つ
づ
っ
て
い
る
。「
風
の
日
」を
下
読
み
し
た
信
綱
が
、

感
想
め
い
た
こ
と
を
書
き
や
っ
た
と
思
わ
れ
、そ
れ

に
対
す
る
返
事
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　

Studio
の
八
月
号
の
初
め
の
方
に　

風
吹
く

　
　

日
と
題
し
た
る
う
つ
く
し
き
画
有
之　

わ
か

　
　

き
女
の
野
に
立
ち
て
髪
も
す
そ
も
風
に
吹
か

　
　

る
ゝ
と
こ
ろ
に
候　

意
味
も
わ
か
ら
ず　

顔

　
　

の
エ
ク
ス
プ
レ
シ
ヨ
ン
も
私
に
は
よ
く
わ
か
ら

　
　

ず
候
へ
ど
も　

同
じ
題
に
て
文
を
書
き
候
へ

　
　

ば　

う
す
つ
く
ら
く
陰
気
な
あ
の
や
う
な
ね

　
　

ご
と
に
相
成
候

　

ロ
ン
ド
ン
か
ら
出
て
い
る
美
術
雑
誌"TH

E	

STU
D
IO
"

（
一
九
一
一
年
八
月
号
）に
載
っ
て
い
た
絵

か
ら
想
を
得
た
と
い
う
。

　

そ
の
絵
は
ジ
ョ
ン･

ウ
イ
リ
ア
ム･

ウ
ォ
ー
タ
ー

ハ
ウ
ス
の"W

IN
D

　

FLO
W
ERS"

で
あ
る
。"W

IN
D
	

FLO
W
ERS"

は「
ア
ネ
モ
ネ
」（
ア
ネ
モ
ネ
の
神
話
的

属
性
は「
風
」）。草
花
が
咲
く
野
原
を
、風
に
煽
ら

れ
て
乱
れ
た
髪
を
右
手
で
押
さ
え
て
歩
く
女
性
の

姿
が
描
か
れ
て
い
る
。掲
載
は
モ
ノ
ク
ロ
で
、表
情
を

読
む
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。現
在
で
は
ネ
ッ

ト
で
検
索
し
て
カ
ラ
ー
で
見
る
事
が
で
き
る
。女
性

が
ア
ネ
モ
ネ
の
花
束
を
布
で
覆
っ
て
風
か
ら
守
る
様

子
が
描
か
れ
て
い
て
、女
性
は
ア
ネ
モ
ネ
の
精
と
思

わ
れ
る
。カ
ラ
ー
だ
と
華
や
か
な
雰
囲
気
が
見
て
と

れ
る
が
、モ
ノ
ク
ロ
の
画
像
で
は「
顔
の
エ
ク
ス
プ
レ

シ
ヨ
ン
も
私
に
は
よ
く
わ
か
ら
ず
」で
あ
っ
た
。し
か

し
廣
子
は
そ
の
絵
に
深
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
。

　

自
身
の
作
品「
風
の
日
」で
は
、野
に
咲
く
曼
珠
沙

華
を
夢
想
し
て
次
の
よ
う
な
感
慨
を
述
べ
る
。

　
　

曼
珠
沙
華
！
我
が
黒
髪
に
ふ
さ
は
し
い
花
と

　
　

女
は
思
つ
た
、極
め
て
老
い
た
る
我
と
極
め
て

　
　

幼
稚
の
我
と
、絶
え
ず
内
に
戦
つ
て
、労
れ
は

　
　

て
た
今
の
心
に
は
、あ
の
色
よ
り
外
の
光
も
な

　
　

く
、形
よ
り
外
の
に
ほ
ひ
も
な
い
花
の
労
れ
た

　
　

や
う
な
紅
を
な
つ
か
し
い
と
思
つ
た
。

　

こ
の
後
、女
は
立
ち
上
が
っ
て
芝
の
上
を
歩
い
て

終
わ
り
と
な
る
。洗
い
髪
は
す
で
に
乾
い
て
い
る
。

　
　

乾
き
過
ぎ
た
髪
は
乱
れ
て
、争
ふ
や
う
に
、笑
ふ

　
　

や
う
に
、恨
む
や
う
に
す
ね
る
や
う
に
、取
る

　
　

止
め
も
な
く
風
に
散
ら
さ
れ
て
ゐ
た
。

　

書
簡
で「
意
味
も
わ
か
ら
ず　

顔
の
エ
ク
ス
プ
レ

シ
ヨ
ン
も
私
に
は
よ
く
わ
か
ら
ず
候
」と
書
い
て
い

る
廣
子
は
自
身
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
に「
風
の
日
」

で
は
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
を
描
写
す
る
。心
境
を
髪
の

動
き
に
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
表
そ
う
と
し
た
の
か
も
し

れ
な
い
。髪
の
動
き
に「
取
る
止
め
も
な
」い
心
理
を

表
現
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
の
は
、"TH

E	

STU
D
IO
"

の
同
号
に
は
髪
型
も
表
情
も
皆
異
な
る

ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
の
女
性
の
頭
部
の
ス
ケ
ッ
チ
四

点
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。そ
れ
ら
か
ら

画
家
が
髪
型
と
顔
の
表
情
、及
び
心
理
状
態
と
の

相
関
を
考
え
て
い
た
事
が
う
か
が
え
る
。廣
子
は
こ

の
時
髪
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
を
意
識
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

も
う
一
つ
の
髪
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
は
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
の
詩
人
イ
ェ
イ
ツ
に
求
め
ら
れ
る
。廣
子
の
旧

蔵
洋
書
を
み
る
と
、明
治
三
十
年
代
後
半
か
ら
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
の
歴
史
や
言
語
へ
の
興
味
が
兆
し
て
い

た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。文
学
書
も
殆
ど
同
じ
頃

か
ら
購
入
し
て
い
た
よ
う
だ
。イ
ェ
イ
ツ
の
編
著
は

一
九
一
一
年
刊
行
の"A	book	of	Irish	verse"

か
ら

所
蔵
が
あ
る
が
、彼
の
作
品
は
雑
誌
掲
載
時
に
読

ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。そ
の
イ
ェ
イ
ツ
の「
春
の
心

臓
」（『
神
秘
の
薔
薇
』所
収
）に
髪
が
動
く
の
は
心
と

関
連
す
る
と
い
う
一
節
が
あ
る
。

　
　

あ
の
女
子
た
ち
は
百
合
や
薔
薇
を
つ
ん
で
、花

　
　

冠
に
致
し
ま
す
。そ
し
て
あ
の
魂
の
あ
る
髪
の

　
　

毛
を
左
右
に
振
つ
て
ゐ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　

其
女
子
た
ち
の
互
に
話
す
の
を
き
き
ま
す
と
、

　
　

そ
の
髪
は
女
子
た
ち
の
心
が
、動
き
ま
す
ま
ま

　
　

に
、或
は
四
方
に
乱
れ
た
り
、或
は
頭
の
上
に

　
　

集
つ
た
り
す
る
の
だ
と
申
し
ま
す　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

芥
川
龍
之
介
訳
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魂
が
籠
も
っ
て
い
る
生
き
物
と
し
て
の
髪（
原
文

で
はliving	hair

）は
、心
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

イ
ェ
イ
ツ
の
詩
章
に
は
髪
が
よ
く
出
て
く
る
。「
赤

毛
の
ハ
ン
ラ
ハ
ン
」
の
第
四
話（Red	H

anrahan's	

curse

）に
、詩
人
の
ハ
ン
ラ
ハ
ン
が
泣
い
て
い
る
少
女

に
出
会
う
場
面
が
あ
る
。少
女
は
サ
ン
ザ
シ
の
茂
み

の
も
と
で
、心
が
張
り
裂
け
ん
ば
か
り
に
泣
い
て
い

る
が
、表
情
は
両
手
に
覆
い
隠
さ
れ
て
見
え
な
い
。

少
女
の
柔
ら
か
な
髪
だ
け
が
見
え
る
。
髪
が
揺
れ

て
、泣
い
て
い
る
け
れ
ど
、表
情
は
見
え
な
い
と
い
う

出
会
い
の
場
面
は
印
象
的
で
、廣
子
の
記
憶
に
残
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

４　

意
識
の
流
れ

　

こ
こ
で
先
ほ
ど
の「
ふ
と
」に
つ
い
て
、仮
説
を

あ
げ
て
お
き
た
い
。「
ふ
と
」は
使
い
方
に
よ
っ
て

「
思
い
が
け
な
く
」、「
こ
れ
と
い
っ
た
理
由
も
な

く
」「
素
早
く
」な
ど
と
訳
せ
る
が
、廣
子
の
先
輩
に

あ
た
る
橘
糸
重（
一
八
七
三
―
一
九
三
九
）に
は

「
思
い
が
け
な
く
」の
意
味
で「
ふ
と
」を
使
う
例
が

五
例
ほ
ど
見
つ
か
る
。心
理
変
化
に
関
し
て
は
、

　
　

さ
め
に
た
る
今
の
我
身
を
あ
ざ
け
る
や
ふ
と

　
　

か
へ
り
来
し
昔
の
心

　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
45
年
10
月「
心
の
花
」）

				

ふ
と
し
た
る
反
抗
ご
こ
ろ
胸
の
底
の
涙
に
も

　
　

似
ず
人
を
泣
か
せ
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
２
年
１
月「
心
の
花
」）

な
ど
が
あ
る
。「
心
」を
物
の
よ
う
に
表
現
す
る
意

識
は
廣
子
と
通
底
す
る
。廣
子
は
心
を
身
体
か
ら

取
り
出
せ
る
物
と
し
て
意
識
し
て
い
て
、糸
重
よ

り
も
さ
ら
に
進
ん
だ
感
覚
で
心
を
捉
え
て
い
る
。

				

人
に
恐
れ
我
に
を
の
の
き
我
が
心
い
と
志
の

　
　

び
か
に
い
づ
こ
へ
か
行
く（『
翡
翠
』）

				

わ
が
心
載
せ
て
流
さ
む
小
舟
も
が
朝
の
風
ふ

　
　

く
灰
い
ろ
の
海

				

あ
ふ
れ
い
づ
る
涙
の
川
に
わ
が
心
洗
ひ
て
見

　
　

れ
ば
志
ろ
く
あ
り
け
り

　
「
ふ
と
」に
つ
い
て
も
糸
重
の
二
例
と
比
較
す
る
と
、

「
け
や
き
の
村
」の
手
法
は
感
覚
、感
情
の
変
化
に
気

づ
く
我
を
表
現
し
て
い
る
。意
味
の
進
化
を
模
索
し

な
が
ら
使
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。先
輩
に
あ
た
る
糸

重
の
使
い
方
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
か
も
し
れ
な
い

し
、語
学
に
堪
能
な
二
人
の
女
性
が
同
じ
よ
う
な
書

物
か
ら
影
響
を
受
け
た
結
果
、似
た
よ
う
な
使
い
方

を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。二
人
に
共
通
す
る
著
作

は
、ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
や
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
書
で
あ
る
。廣
子
の
夫
貞
次
郎
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ

と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
ど
ち
ら
も
読
ん
で
い
た
こ
と
が
分

か
っ
て
い
る
。廣
子
は
貞
次
郎
と
文
学
に
つ
い
て
語
り

合
う
な
か
で
意
識
の
流
れ
の
理
論
に
つ
い
て
理
解
を

深
め
た
可
能
性
が
あ
る
。夏
目
漱
石
が
小
説
手
法
に

展
開
す
る
の
と
同
じ
頃
で
あ
ろ
う
。

　

糸
重
に
も
廣
子
に
も「
ふ
と
」は
意
識
の
流
れ
を

短
歌
と
い
う
制
約
の
あ
る
形
式
の
中
に
盛
り
込
む

に
は
う
っ
て
つ
け
の
言
葉
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。同
時
代
の
他
の
歌
人
た
ち
の
使
い
方
と
比
較

す
る
必
要
は
あ
る
が
、変
化
や
転
換
の
言
葉
と
し
て

二
人
が
無
意
識
に
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は

読
み
と
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

さ
て
、以
上
を
踏
ま
え
て
試
訳
し
て
み
る
。

　
「
髪
が
揺
れ
て
い
る
か
ら
泣
い
て
い
る
の
だ
ろ
う

と
、そ
の
場
を
見
た
人
は
受
け
と
め
た
で
し
ょ
う
。わ

た
し
も
そ
の
よ
う
に
思
っ
た
け
れ
ど
、ち
ょ
っ
と
時
間

が
経
っ
て
み
る
と
、そ
う
で
は
な
く
、別
の
意
味
が
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
直
し
て
み
た
の
で
す
」。

　

一
つ
の
現
象
の
意
味
を
あ
れ
こ
れ
考
え
る
う
ち
に

新
し
い
意
味
に
気
が
つ
く
。
「
奥
さ
ん
の
日
記
」か

ら
廣
子
の
海
外
文
学
の
摂
取
が
広
く
深
い
こ
と
が

わ
か
る
。同
時
代
の
文
学
を
読
む
過
程
で
、意
識
の

流
れ
と
い
う
文
学
思
潮
を
い
ち
早
く
見
て
と
り
、そ

の
手
法
を
短
歌
で
試
み
た
。当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

意
味
は
通
じ
に
く
く
、理
屈
っ
ぽ
い
短
歌
と
な
る
。

だ
が
そ
れ
で
も
試
み
る
価
値
は
あ
る
と
考
え
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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片
山
廣
子

奥
山
か
ほ
る

『
野
に
住
み
て
』
―
「
り
ん
ご
」
八
首
と	

『
燈
火
節
』

　

く
い
と
も
し
た
し
き

⑤
わ
が
側
に
人
ゐ
る
な
ら
ね
ど
ゐ
る
や
う
に
一
つ

　

の
り
ん
ご
卓
の
上
に
置
く

⑥
燈あ
か
り火
満
て
る
小
部
屋
の
椅
子
に
お
ち
つ
き
て
青

　

白
き
林
檎
む
き
始
め
た
り

⑦
あ
ら
し
過
ぎ
秋
日
さ
し
い
れ
ば
畳
な
き
板
敷
の

　

部
屋
も
今
日
晴
ば
れ
し

⑧
颱あ
ら
し風
す
ぎ
ぬ
夏
の
な
ご
り
の
一
り
ん
の
百
日
草

　

を
青
き
壺
に
さ
す

①
竹
や
ぶ
の
遠
き
う
ご
き
を
な
が
め
つ
つ
野
は
ら

　

の
家
は
ま
た
秋
と
な
る

　

竹
叢
の
さ
か
ん
に
茂
り
風
に
揺
れ
る
さ
ま
は
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
だ
。
遠
景
の
竹
や
ぶ
を
ひ
ね
も
す
眺

め
る
う
ち
に
季
節
は
ま
た
秋
に
な
る
。
野
原
の
小

さ
な
家
と
私
に
も
秋
が
来
た
。
こ
の
家
は
元
々
画

家
が
ア
ト
リ
エ
と
し
て
光
線
を
多
く
取
り
入
れ
る

よ
う
建
て
た
も
の
で
、
雨
戸
が
な
く
ガ
ラ
ス
戸
の

多
い
家
だ
っ
た
よ
う
だ
。
廣
子
は
昭
和
一
九
年
六

月
に
大
森
か
ら
転
居
し
た
の
ち
没
す
る
時
ま
で
、

ひ
と
り
で
こ
の
家
に
住
ん
だ
。
八
首
の
冒
頭
に
ま

ず
季
節
と
い
う
背
景
を
設
定
し
て
、
こ
の
一
連
の

導
入
と
し
て
い
る
。

②
夢
と
ほ
く
散
歩
に
行
け
ど
う
つ
そ
み
は
ひ
と
り

　

の
家
に
わ
が
飯
を
食
す

　

私
の
夢
は
遠
く
ま
で
散
歩
に
行
く
け
れ
ど
、

生
身
の
私
は
一
人
暮
ら
し
の
家
で
食
事
を
し
て
い

る
、
と
い
う
こ
の
歌
は
、
か
つ
て
歌
集
『
翡
翠
』

（
大
正
五
年
）
に
見
ら
れ
た
〈
さ
ま
ざ
ま
な
我
〉

の
モ
チ
ー
フ
と
、「
わ
か
い
と
き
か
ら
夢
想
を
い

の
ち
と
し
て
き
た
」（『
燈
火
節
』
昭
和
二
八
年		

暮

し
の
手
帖
社
刊
）
と
み
ず
か
ら
語
っ
た
廣
子
の
夢

見
が
ち
な
特
徴
が
健
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
あ
わ
せ
て
廣
子
自
身
に
よ
る
自
己
分
析
、「
狂

熱
と
理
智
と
の
争
の
濃
き
陰
影
を
印
し
て
居
る
点

に
於
い
て
、
最
も
強
く
自
分
を
現
は
し
た
も
の
」

（
佐
佐
木
信
綱
に
よ
る
『
翡
翠
』
序
文
中
の
一
節
）

　

昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
年
）、「
心
の
花
」

の
歌
人
片
山
廣
子
（
一
八
七
八
～
一
九
五
七
）
は
、

「
女
人
短
歌
」
第
二
号
に
「
り
ん
ご
」
八
首
一
連
を

発
表
し
た
。
そ
の
と
き
廣
子
は
七
十
一
歳
で
あ
っ

た
。
一
連
は
後
に
第
二
歌
集
『
野
に
住
み
て
』（
昭

和
二
十
九
年
第
二
書
房
刊
）
に
収
載
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
歌
集
名
に
あ
る
「
野
」
と
は
、
東
京
浜

田
山
周
辺
の
環
境
（
現
在
は
杉
並
区
）
を
指
す
。

　

さ
っ
そ
く
「
り
ん
ご
」
の
歌
八
首
を
鑑
賞
し
て

い
こ
う
。

　
　
　

り
ん
ご

①
竹
や
ぶ
の
遠
き
う
ご
き
を
な
が
め
つ
つ
野
は
ら

　

の
家
は
ま
た
秋
と
な
る

②
夢
と
ほ
く
散
歩
に
行
け
ど
う
つ
そ
み
は
ひ
と
り

　

の
家
に
わ
が
飯
を
食
す

③
四
十
路
す
ぎ
わ
れ
老
い
た
り
と
思
ひ
し
も
遥
け

　

く
ふ
る
き
物
語
な
る

④
人
は
死
に
吾
は
な
が
ら
へ
幾
世
経
て
今
も
親
し
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は
太
陽
の
涙
だ
／
私
は
学
問
の
言
葉
だ
・
・
」
と
自

ら
が
次
々
に
変
身
す
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
観
を
豊

か
に
受
け
継
い
で
妖
精
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
行
き

来
す
る
ケ
ル
ト
の
物
語
、
そ
の
幻
想
力
を
廣
子
も
ま

た
、
お
お
い
に
自
身
の
中
に
育
て
た
こ
と
だ
ろ
う
。

③
四
十
路
す
ぎ
わ
れ
老
い
た
り
と
思
ひ
し
も
遥
け

　

く
ふ
る
き
物
語
な
る

　

廣
子
が
「
四
十
路
す
ぎ
」
で
あ
っ
た
の
は
大
正

十
年
代
、
四
半
世
紀
む
か
し
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
す
で
に
「
わ
れ
老
い
た
り
」
と
感
じ
て
い

た
事
実
を
思
い
返
し
、
そ
の
頃
の
事
も
遙
か
に
古

い
「
物
語
」
で
あ
っ
た
の
だ
と
、
重
層
す
る
過
去

の
時
間
を
た
ど
る
。
ケ
ル
ト
の
物
語
を
五
十
余
話

も
翻
訳
し
た
廣
子
に
と
っ
て
「
物
語
」
は
つ
ね
に

身
近
に
あ
っ
た
。『
翡
翠
』
の
次
の
歌
、

・
あ
た
ら
し
き
人
を
あ
ら
た
に
恋
し
得
む
若
さ
に

　

あ
ら
ば
う
れ
し
か
ら
ま
し　
　
　
　

『
翡
翠
』

・
我
が
世
に
も
つ
く
づ
く
あ
き
ぬ
海
賊
の
船
な
ど

　

来
た
れ
胸
さ
わ
が
し
に

・
何
事
か
来
る
や
と
待
て
ど
何
も
来
ず
恐
れ
む
な

　

し
き
物
た
り
な
さ
よ	

　

こ
の
三
首
は
「
海
賊
の
船
」
六
十
八
首
連
作
よ

り
歌
集
に
選
入
し
た
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
標
題
が

示
す
よ
う
に
非
日
常
に
対
す
る
憧
憬
が
そ
の
背
景

に
あ
る
。
無
法
者
の
海
賊
は
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク

で
遙
か
な
存
在
の
最
た
る
も
の
だ
。
海
賊
の
到
来

を
怖
れ
な
が
ら
待
つ
無
邪
気
な
心
を
廣
子
は
奥
に

持
ち
続
け
た
。
日
常
は
感
情
を
伏
せ
た
青
白
い
顔

で
周
囲
と
接
し
な
が
ら
、
廣
子
は
四
十
路
す
ぎ
て

も
変
わ
ら
ず
に
痺
れ
る
刺
激
を
心
待
ち
に
し
て
い

た
は
ず
だ
。
高
い
知
性
教
養
と
浪
漫
趣
味
の
共
存
、

と
い
う
の
が
私
の
感
じ
て
い
る
廣
子
の
人
物
像
だ
。

④
人
は
死
に
吾
は
な
が
ら
へ
幾
世
経
て
今
も
親
し

　

く
い
と
も
し
た
し
き

　
「
人
は
死
に
」
の
「
人
」
は
、芥
川
龍
之
介
（
一
八

九
二
～
一
九
二
七
）
以
外
の
人
で
は
な
い
。
以
前

か
ら
贈
書
へ
の
礼
状
の
や
り
と
り
、
と
い
う
よ
う

な
付
き
合
い
が
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
芥
川
は
一
高

三
年
生
の
時
よ
り
愛
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
蘭
研
究
会
に
所
属
し
、
大

正
三
年
三
月
に
は
「
新
思
潮
」
に	

イ
ェ
イ
ツ
の

翻
訳
「
ケ
ル
ト
の
薄
明
よ
り
」
を
発
表
し
て
い
る
。

ま
た
「
心
の
花
」
に
同
年
四
月
号
の
随
筆
「
大
川

の
水
」
を
皮
切
り
と
し
て
短
歌
連
作
を
つ
ぎ
つ
ぎ

に
寄
稿
し
、
廣
子
の
第
一
歌
集
『
翡
翠
』
に
対
し

て
も
批
評
文
を
書
い
た
。

　

そ
う
し
た
中
で
大
正
十
三
年
八
月
、
軽
井
沢
つ
る

と
い
う
言
葉
も
よ
み
が
え
る
。
②
の
歌
で
対
置
さ

れ
て
い
る
の
は
、
夢
と
う
つ
そ
み
、
で
あ
る
。
ま

た
、
か
つ
て
の
歌

・
生
く
る
我
と
ゆ
め
み
る
我
と
手
を
つ
な
ぎ
歩
み

　

疲
れ
ぬ
倒
れ
て
死
な
む　
　
　
　
　

『
翡
翠
』

は
、
夢
の
大
き
さ
を
も
て
あ
ま
す
よ
う
な
苦
し
さ

が
感
じ
ら
れ
た
が
、
②
の
歌
で
は
、
な
が
く
同
居

し
て
い
る
夢
と
肉
体
が
互
い
に
和
解
し
て
所
を
得

た
よ
う
な
穏
や
か
さ
が
あ
る
。
大
正
初
期
の
『
翡

翠
』
に
、〈
わ
れ
〉
の
構
造
が
不
連
続
で
あ
る
こ

と
を
、
体
感
と
し
て
歌
で
表
現
し
た
の
は
め
ざ
ま

し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

廣
子
は
後
見
役
の
大
伯
父
の
差
配
に
よ
り
（
父

は
外
交
官
と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
等
に
在
任

中
）、
幼
少
時
よ
り
英
語
に
親
し
み
、
就
学
頃
か

ら
英
国
人
教
師
に
つ
い
て
正
式
に
英
語
教
育
を
受

け
始
め
る
。
編
入
し
た
東
洋
英
和
女
学
校
の
寄
宿

生
活
で
は
読
書
好
き
の
少
女
と
し
て
成
長
し
、
英

語
の
讃
美
歌
、
聖
書
の
授
業
も
受
け
た
。（
秋
谷

美
保
子
編　
『
片
山
廣
子
全
歌
集
』
年
譜
）

　

キ
リ
ス
ト
教
と
様
々
な
文
学
へ
の
造
詣
を
深
め

て
い
っ
た
中
で
、
廣
子
の
親
し
ん
だ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

の
文
学
、
最
古
の
詩
人
ア
マ
ー
ギ
ン
の
詩
は
「
私
は

海
原
を
吹
く
風
だ
／
私
は
岩
に
止
ま
る
禿
鷹
だ
／
私
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や
旅
館
に
長
男
達
吉
、
長
女
總
子
と
宿
泊
し
た
廣

子
は
（
夫
と
は
四
年
前
に
死
別
）、
同
旅
館
に
宿
泊

し
て
い
た
芥
川
と
室
生
犀
星
の
二
人
と
出
会
い
、
宿

の
主
人
の
運
転
で
碓
氷
峠
や
追
分
に
出
か
け
る
。
翌

十
四
年
八
月
に
は
堀
辰
雄
も
加
わ
っ
て
共
に
赴
い
た
。

　

そ
の
最
初
の
時
か
ら
沸
き
起
こ
っ
た
芥
川
の
廣
子

に
対
す
る
思
慕
は
、大
正
十
四
年
三
月
、旋
頭
歌
「
越

び
と
」
二
十
五
首
と
し
て
「
明
星
」
に
発
表
さ
れ
た
。

・
む
ら
ぎ
も
の
わ
が
こ
こ
ろ
知
る
人
の
恋
し
も
。
／	

　

み
雪
ふ
る
越
路
の
ひ
と
は
わ
が
こ
こ
ろ
知
る
。

・
う
つ
け
た
る
こ
こ
ろ
を
も
ち
て
街
な
が
め
を
り
／

　

日
ざ
か
り
の
馬
糞
に
ひ
か
る
蝶
の
し
づ
け
さ

・
言
に
い
ふ
に
た
へ
め
や
こ
こ
ろ
下
に
息
づ
き
／

　

君
が
瞳
を
ま
と
も
に
見
た
り
、鳶
い
ろ
の
瞳
を（
略
）

　

昭
和
二
年
六
月
二
十
日
付
で
久
米
正
雄
に
託
さ
れ

た
遺
稿
に
、次
の
よ
う
な
断
念
と
し
て
書
き
記
さ
れ
た
。

　

彼
は
彼
と
才
力
の
上
に
も
格
闘
出
来
る
女
に
遭

　

遇
し
た
。
が
、「
越
し
人
」等
の
抒
情
詩
を
作
り
、

　

僅わ
づ

か
に
こ
の
危
機
を
脱
出
し
た
。
そ
れ
は
何
か

　

木
の
幹
に
凍
つ
た
、
か
が
や
か
し
い
雪
を
落
す

　

や
う
に
切
な
い
心
も
ち
の
す
る
も
の
だ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
或
阿
呆
の
一
生
」）

　

一
方
廣
子
は
、
軽
井
沢
か
ら
信
州
追
分
を
訪
れ

た
二
度
の
夏
に
亘
る
歌
を
、「
日
中
」
十
八
首
と

し
て
大
正
十
五
年
八
月
「
三
田
文
学
」
に
発
表
し

た
。（
の
ち
『
野
に
住
み
て
』
に
収
載
）。

・
影
も
な
く
白
き
路
か
な
信
濃
な
る
追
分
の
み
ち

　

の
わ
か
れ
め
に
来
つ　
　
　
　

「
日
中
」
抄　

・
わ
れ
ら
三
人
影
も
お
と
さ
ぬ
日に
つ
ち
う中
に
立
つ
て
清

　

水
の
な
が
れ
を
見
て
を
る

・
し
づ
か
に
も
ま
ろ
葉
の
み
ど
り
葉
映
る
な
り
「
こ

　

れ
は
山
蕗
」と
同
じ
こ
と
を
言
ふ　
　

		【
註
１
】

・
日
の
照
り
の
一
め
ん
に
お
も
し
路
の
う
へ
の
馬

　

糞
に
う
ご
く
青
き
蝶
の
む
れ

・
わ
れ
わ
れ
も
牧
場
の
け
も
の
ら
と
同
じ
や
う
に

　

静
か
に
な
り
て
風
に
吹
か
れ
つ
つ

・
友
だ
ち
ら
別
れ
む
と
し
て
草
な
か
の
ひ
る
が
ほ

　

の
花
を
見
つ
け
た
る
か
な

・
を
と
こ
た
ち
煙
草
の
け
む
り
を
吹
き
に
け
り
い

　

つ
の
代
と
わ
か
ぬ
山
里
の
ま
ひ
る
ま

　

芥
川
龍
之
介
は
比
類
な
い
西
洋
の
学
識
と
日
本

の
は
ざ
ま
で
、
人
間
の
本
性
と
そ
の
明
暗
を
作
品

に
造
形
し
、
最
後
ま
で
人
間
に
寄
り
添
っ
て
探
求

す
る
事
を
や
め
な
か
っ
た
。
終
生
五
百
余
首
の
短

歌
を
作
り
、死
の
年
出
版
の
短
編『
彼　

第
二
』（
初

出
「
新
潮
」
昭
和
二
年
一
月
発
行
）
で
は
主
人
公

と
同
年
の
若
い
愛
蘭
土
人
に

・
世
の
中
を
う
し
と
や
さ
し
と
思
へ
ど
も
飛
び
立

　

ち
か
ね
つ
鳥
に
し
あ
ら
ね
ば

の
歌
を
謡
わ
せ
て
い
る
。（
註　

万
葉
集
巻
五　

山
上
憶
良「
貧
窮
問
答
歌
」に
添
え
ら
れ
た
反
歌
。）

芥
川
の
友
人
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
新
聞
記
者
を
モ

デ
ル
と
し
た
小
説
だ
が
、
か
の
国
の
物
の
感
じ
方

が
日
本
人
に
近
い
事
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
ま
た
戯

曲
『
鷹
の
井
戸
』（
一
九
一
七
年
（
大
正
六
年
））

は
イ
ェ
イ
ツ
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
幻
想
と
似
る

日
本
の
能
に
影
響
さ
れ
て
書
き
あ
げ
た
も
の
で
、

そ
れ
を
廣
子
が
翻
訳
刊
行
し
た
の
は
、
芥
川
の
死

の
翌
月
、
昭
和
二
年
七
月
だ
っ
た
。

　

廣
子
は
自
身
と
芥
川
と
の
交
友
を
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
の
グ
レ
ゴ
リ
イ
夫
人
（
一
八
五
二
～
一
九
三
二
）

と
、
イ
ェ
イ
ツ
（
一
八
六
五
～
一
九
三
九
）、
シ
ン

グ
（
一
八
七
一
～
一
九
〇
九
）
と
い
う
三
作
家
で
の

共
闘
の
史
実
と
も
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
だ
ろ

う
。
グ
レ
ゴ
リ
イ
夫
人
は
四
十
歳
で
寡
婦
と
な
っ
た

の
ち
四
十
六
歳
の
時
イ
ェ
イ
ツ
と
出
会
っ
て
イ
ェ
イ

ツ
の
詩
作
が
捗
る
よ
う
、
こ
の
師
友
と
思
う
人
の

世
話
を
し
た
。
廣
子
は
『
燈
火
節
』
の
「
戯
曲
家

グ
レ
ゴ
リ
イ
夫
人
」
で
次
の
よ
う
に
嘆
息
す
る
。

　

夫
を
お
く
り
、
ひ
と
り
子
を
育
て
上
げ
、
の
こ

　

る
全
生
命
を
捧
げ
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
芸
復
興

　

の
運
動
に
尽
し
、
今
も
尽
し
つ
ヽ
あ
る
夫
人
の
事
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を
考
へ
る
時
、
私
わ
た
く
した
ち
日
本
の
女
は
羨
ま
し
く

　

も
さ
び
し
く
も
感
じ
る
の
で
あ
る
。（
略
）
夫
人

　

の
や
う
に
全
力
を
あ
げ
て
助
け
た
い
と
思
ふ
友

　

人
に
め
ぐ
り
会
ふ
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
、
こ

　

と
に
二
人
三
人
の
大
天
才
を
友
人
に
持
つ
こ
と

　

は
と
て
も
ゆ
る
さ
れ
な
い
。（
初
出
、
婦
人
月

　

刊
誌
「
女
性
」
大
正
十
三
年
四
月
特
別
号
、
松

　

村
み
ね
子
名
。）

　

芥
川
は
死
の
一
ヶ
月
前
の
六
月
末
、
堀
辰
雄
を

案
内
に
し
て
廣
子
の
家
を
訪
ね
て
い
る
。
同
時
代

人
の
み
な
ら
ず
、
現
代
の
我
々
の
心
に
も
影
を
落

と
す
芥
川
の
衝
撃
的
な
自
死
は
、
昭
和
二
年
七
月

二
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
原
因
が
片
山
廣
子

に
あ
る
の
で
は
な
い
。
文
学
上
の
苦
闘
は
当
然
の
こ

と
と
し
て
、
複
雑
な
家
族
関
係
と
経
済
の
問
題
、

さ
ら
に
「
藪
の
中
」
の
女
の
モ
デ
ル
と
も
言
わ
れ
る

女
性
か
ら
の
脅
迫
観
念
、
等
に
よ
る
著
し
い
精
神

と
体
調
の
不
良
を
「
将
来
に
対
す
る
ぼ
ん
や
り
し

た
不
安
」
と
表
現
し
、
「
活
か
す
工
夫
は
絶
対
に

無
用
」
と
注
意
書
き
を
残
し
て
死
ん
だ
。
そ
の
よ

う
な
晩
年
の
芥
川
に
と
っ
て
、
こ
こ
ろ
の
愉
悦
を
最

後
に
も
た
ら
し
た
ミ
ュ
ー
ズ
が
片
山
廣
子
だ
っ
た
。

　

芥
川
に
つ
い
て
、
佐
藤
春
夫
は
次
の
よ
う
に
指

摘
す
る
。

　
「
あ
ま
り
に
も
老
成
し
た
よ
う
な
一
面
」
の
ほ
か

　

に
「
ど
こ
か
し
ら
幼
い
、
大
人
に
な
り
き
っ
て

　

い
な
い
と
い
う
風
な
一
面
、
つ
ま
り
発
育
不
全

　

な
純
真
」
を
有
す
る
。（
佐
藤
春
夫
『
近
代
日
本

　

文
学
の
展
望
』
昭
和
二
十
五
年　

講
談
社
刊
。）

　

そ
の
芥
川
の
死
ん
だ
直
後
の
衝
撃
と
悲
歎
か

ら
、「
幾
世
」
と
思
え
る
よ
う
な
長
い
時
間
が
経
っ

た
。
④
の
歌
で
「
今
も
親
し
」
と
い
う
の
は
回
想

が
熟
成
さ
れ
、
い
つ
も
側
に
い
る
よ
う
に
感
じ
る

か
ら
だ
。
今
で
も
生
き
生
き
と
思
い
出
す
会
話
や

手
紙
、
追
想
の
あ
れ
こ
れ
を
、
廣
子
は
「
い
と
も

し
た
し
き
」
と
い
う
言
葉
の
内
に
詰
め
込
ん
だ
。

⑤
わ
が
側
に
人
ゐ
る
な
ら
ね
ど
ゐ
る
や
う
に
一
つ

　

の
り
ん
ご
卓
の
上
に
置
く

　

側
に
は
誰
も
い
な
い
け
れ
ど
恋
人
が
い
る
か
の

よ
う
に
、
そ
の
人
と
私
を
結
ぶ
り
ん
ご
を
テ
ー
ブ

ル
に
置
く
、
と
い
う
歌
で
、
こ
の
り
ん
ご
は
ま
ず

死
者
を
思
う
縁
よ
す
が
で
あ
ろ
う
。

　

芥
川
の
作
品
「
三
つ
の
な
ぜ
」
の
、〈
一
、
な

ぜ
フ
ア
ウ
ス
ト
は
悪
魔
に
出
会
つ
た
か
？
〉
で
、

フ
ア
ウ
ス
ト
が
林
檎
と
は
何
か
と
考
え
を
め
ぐ
ら

し
て
、
悪
魔
に
「
拷
問
の
道
具
」
で
あ
る
と
教
え

ら
れ
た
の
ち
、〈
二
、
な
ぜ
ソ
ロ
モ
ン
は
シ
バ
の

女
王
と
た
つ
た
一
度
し
か
会
わ
な
か
つ
た
か
？
〉

で
、
自
身
と
廣
子
を
ソ
ロ
モ
ン
王
と
シ
バ
の
女
王

に
な
ぞ
ら
え
て
、
次
の
よ
う
に
書
く
。

　

シ
バ
の
女
王
は
美
人
で
は
な
か
つ
た
。
の
み
な

　

ら
ず
彼
よ
り
も
年
を
と
つ
て
ゐ
た
。
し
か
し
珍

　

し
い
才
女
だ
つ
た
。
ソ
ロ
モ
ン
は
か
の
女
と
問

　

答
を
す
る
た
び
に
彼
の
心
の
飛
躍
す
る
の
を
感

　

じ
た
。
そ
れ
は
ど
う
い
ふ
魔
術
師
と
星
占
ひ
の

　

秘
密
を
論
じ
合
ふ
時
で
も
感
じ
た
こ
と
の
な
い

　

喜
び
だ
つ
た
。（
略
）
け
れ
ど
も
ソ
ロ
モ
ン
は

　

同
時
に
ま
た
シ
バ
の
女
王
を
恐
れ
て
ゐ
た
。
そ

　

れ
は
か
の
女
に
会
つ
て
ゐ
る
間
は
彼
の
智
慧
を

　

失
ふ
か
ら
だ
つ
た
。
少
く
と
も
彼
の
誇
つ
て
ゐ

　

た
も
の
は
彼
の
智
慧
か
か
の
女
の
智
慧
か
見
分

　

け
の
つ
か
な
く
な
る
た
め
だ
つ
た
。（
略
）
ソ
ロ

　

モ
ン
は
彼
女
の
奴
隷
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
ゐ

　

た
の
に
違
ひ
な
か
つ
た
。
し
か
し
ま
た
一
面
に

　

は
喜
ん
で
ゐ
た
の
に
も
違
ひ
な
か
つ
た
。（
略
）

　
（「
三
つ
の
な
ぜ
」
初
出
は
昭
和
二
年
四
月
サ
ン

　

デ
ー
毎
日
春
季
特
別
号　

執
筆
は
大
正
一
五
年
四

　

月
十
二
日
と
あ
る
。）

　

旧
約
聖
書
の
物
語
に
自
分
た
ち
を
見
立
て
る
こ

の
趣
向
に
つ
い
て
吉
田
精
一
は
、
廣
子
が
芥
川
に

宛
て
て
書
い
た
恋
心
を
に
お
わ
す
つ
ぎ
の
よ
う
な
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手
紙
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。

　
（
前
略
）
そ
の
あ
と
で
と
ん
で
も
な
く
遠
い
こ
と

　

を
考
へ
ま
し
た
そ
れ
は
（
お
わ
ら
ひ
に
な
つ
て

　

は
困
り
ま
す
）
む
か
し
ソ
ロ
モ
ン
と
い
ふ
え
ら

　

い
人
の
と
こ
ろ
へ
シ
バ
の
女
王
が
た
づ
ね
て
行
つ

　

て
二
人
で
た
い
へ
ん
に
感
心
し
た
と
い
ふ
は
な
し

　

は
ど
う
し
て
あ
れ
つ
き
り
に
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
ら

　

う
と
い
ふ
う
た
が
ひ
で
し
た
。（
略
）（
大
正
十
三

　

年
九
月
五
日
付
け
書
簡
）（
吉
田
精
一
著
作
集
『
芥

　

川
龍
之
介
Ⅱ
』（
桜
楓
社　

昭
和
五
六
年
））

　

こ
の
あ
と
続
け
て
廣
子
は
、「
わ
た
く
し
た
ち

は
お
つ
き
あ
ひ
が
で
き
な
い
も
の
で
せ
う
か
」
と

書
き
添
え
る
の
だ
。そ
の
時
廣
子
の
心
に
は
、イ
ェ

イ
ツ
と
グ
レ
ゴ
リ
イ
夫
人
に
よ
る
豊
か
な
文
学
交

流
の
先
鞭
が
念
頭
に
浮
か
ん
で
い
た
だ
ろ
う
。

　

堀
辰
雄
が
芥
川
と
廣
子
、娘
の
總
子
を
モ
デ
ル

と
し
て
い
く
つ
か
の
小
説
に
書
き
込
ん
で
い
る
こ

と
は
知
ら
れ
て
い
る
。「
聖
家
族
」の
女
主
人
公

は
、優
雅
で
あ
り
つ
つ
蠱
惑
的
な
一
面
を
も
つ
女

性
だ
。夫
な
ど
親
族
の
介
護
も
悉
く
こ
な
し
、賢
婦

人
の
誉
れ
高
い
廣
子
で
は
あ
る
が
、先
の
書
簡
な

ど
に
基
づ
く
吉
田
精
一
や
、辺
見
じ
ゅ
ん
、尾
形
明

子
ら
の
研
究
に
よ
り
、異
性
と
の
交
流
に
お
い
て

必
ず
し
も
受
け
身
ば
か
り
で
な
か
っ
た
こ
と
が
報

告
さ
れ
て
い
る
。芥
川
と
の
出
会
い
を
詩
神
の
引

き
あ
わ
せ
た
運
命
と
感
じ
て「
恋
」に
落
ち
た
廣
子

で
は
な
か
っ
た
か
。鴎
外
、上
田
敏
ら
に
賞
揚
さ
れ

た
戯
曲
、物
語
の
翻
訳
、ま
た
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
の
翻

訳
文【
註
２
】な
ど
か
ら
感
じ
ら
れ
る
廣
子
の
伸
び

伸
び
し
た
感
性
が
解
放
さ
れ
、嗜
み
あ
る
上
流
の

婦
人
と
し
て
自
分
を
抑
え
る
ば
か
り
で
な
か
っ
た

こ
と
を
思
う
の
は
愉
快
で
あ
る
。そ
れ
は
か
つ
て

『
翡
翠
』序
文
に
自
己
分
析
と
し
て
記
さ
れ
、廣
子

を「
梔
子
夫
人
」と
呼
ぶ
周
囲
の
人
々
に
違
和
感
を

も
た
ら
し
た
、れ
い
の「
狂
熱
」の
復
活
で
あ
っ
た

の
に
違
い
な
い
。

　
「
請こ

ふ
、
な
ん
ぢ
ら
乾
葡
萄
を
も
て
わ
が
力
を

　

お
ぎ
な
へ
、
林
檎
を
も
て
わ
れ
に
力
を
つ
け
よ
、

　

わ
れ
は
愛
に
よ
り
て
疾や

み
わ
づ
ら
ふ
。」

　

芥
川
の
「
三
つ
の
な
ぜ
」
に
見
え
る
旧
約
聖
書
「
雅

歌
」
の
ソ
ロ
モ
ン
の
こ
の
詩
句
を
、廣
子
も
ま
た
『
燈

火
節
』に
記
し
そ
れ
に
続
け
て
、次
の
よ
う
に
物
語
る
。

　

雅
歌
の
作
者
は
こ
ん
な
甘
い
も
の
や
酸
つ
ぱ
い

　

物
を
食
べ
な
が
ら
人
を
恋
ひ
し
て
ゐ
た
ら
し
い
。

　
（
略
）
世
界
は
じ
ま
つ
て
以
来
、
こ
の
二
人
ほ
ど
に

　

賢
い
、
富
貴
な
、
豪
し
や
な
男
女
は
ゐ
な
か
つ
た
。

　

そ
の
二
人
が
恋
に
お
ち
て
は
平
凡
人
と
同
じ
や

　

う
に
な
や
み
、
そ
し
て
賢
い
彼
等
で
あ
る
ゆ
ゑ

　

に
、
た
だ
瞬
間
の
夢
の
や
う
に
恋
を
断
ち
き
つ

て
別
れ
た
の
で
あ
る
。（『
燈
火
節
』「
乾
あ
ん
ず
」）

　

⑤
の
歌
で
廣
子
は
、病
み
衰
え
た
ソ
ロ
モ
ン
に

力
を
あ
た
え
る
よ
う
に
、卓
の
上
に
り
ん
ご
を
置

い
た
。こ
の
歌
で〈
り
ん
ご
〉は
死
者
を
呼
び
出
す

よ
す
が
で
あ
る
と
と
も
に
、死
者
に
生
気
を
取
り

戻
す
象
徴
的
な
果
実
で
あ
る
。【
註
３
】

⑥
燈あ
か
り火
満
て
る
小
部
屋
の
椅
子
に
お
ち
つ
き
て
青

　

白
き
林
檎
む
き
始
め
た
り				

　

野
原
の
入
れ
子
構
造
の
よ
う
に
、〈
野
原
〉
→

〈
家
〉
→
〈
部
屋
〉
と
焦
点
を
絞
っ
て
い
っ
た
こ

の
小
さ
な
部
屋
は
〈
私
自
身
〉
で
も
あ
る
。
そ
の

明
り
の
下
で
り
ん
ご
の
皮
を
む
い
て
ゆ
く
行
為
に

は
、
細
い
吐
息
の
よ
う
な
エ
ロ
ス
が
感
じ
ら
れ

る
。
清
新
な
青
白
い
林
檎
か
ら
甘
酸
ぱ
い
香
が

立
っ
て
〈
私
自
身
〉
の
な
か
に
広
が
る
。
歌
の
力

を
借
り
て
儀
式
の
よ
う
に
未
完
の
「
愛
」
を
交
わ

そ
う
と
し
て
い
る
。
外
か
ら
こ
の
部
屋
は
、
鬼
火

が
揺
れ
る
よ
う
に
見
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
「
り
ん
ご
」
と
共
に
廣
子
は
、「
燈
火
」「
あ
か
り
」

と
い
う
言
葉
を
愛
し
て
き
た
。『
野
に
住
み
て
』
の

前
年
に
刊
行
さ
れ
た
随
筆
集
『
燈
火
節
』
の
題
を

始
め
と
し
て
そ
の
祝
祭
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
な
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が
ら
、
そ
の
時
々
の
人
間
の
営
み
の
象
徴
の
よ
う
な

〈
あ
か
り
〉を
多
く
歌
に
取
り
込
ん
で
い
る
。【
註
４
】

　

⑥
の
歌
は
、〈
あ
か
り
〉の
祝
福
の
下
で
亡
き
人
の
霊
と

と
も
に
林
檎
を
分
か
ち
合
う
、心
の
密
室
で
の
無
言
劇
だ
。

⑦
あ
ら
し
過
ぎ
秋
日
さ
し
い
れ
ば
畳
な
き
板
敷
の

　

部
屋
も
今
日
晴
ば
れ
し

　

こ
の
歌
に
よ
っ
て
、
⑥
の
出
来
事
の
外
界
は
あ

ら
し
で
あ
っ
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
秋
日
さ
す

嵐
の
あ
と
の
板
の
間
は
余
剰
な
物
が
無
い
代
わ
り

に
、
何
か
が
始
ま
る
よ
う
な
澄
ん
だ
空
気
が
漲
っ

て
、
作
者
の
晴
れ
や
か
な
心
を
象
徴
す
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、後
朝
の
明
る
い
空
っ
ぽ
に
似
て
い
る
。

⑧
颱あ
ら
し風
す
ぎ
ぬ
夏
の
な
ご
り
の
一
り
ん
の
百
日
草

　

を
青
き
壺
に
さ
す

　

颱
風
が
去
っ
た
野
原
に
は
夏
か
ら
咲
い
て
い
た

百
日
草
が
存
え
て
い
る
。
季
節
を
跨
い
で
咲
く
花
の

命
を
喜
び
、
過
ぎ
た
夏
を
惜
し
み
な
が
ら
、
そ
し

て
百
日
草
に
嵐
の
よ
う
な
日
々
を
生
き
て
老
年
と

な
っ
た
自
ら
を
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
青
い
壺
に
差
す
。

　
『
野
に
住
み
て
』
の
出
版
に
大
い
に
尽
力
し
た
栗
原

潔
子
は
、
昭
和
三
十
一
年
に
脳
溢
血
で
病
臥
す
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
の
廣
子
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

前
川
佐
美
雄
氏
が
、
片
山
さ
ん
は
ス
タ
イ
リ
ス

　

ト
だ
つ
た
。
と
ズ
バ
リ
一
言
に
評
し
た
の
も
諾

　

な
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
い
つ
と
い
っ

　

て
彼
女
の
病
床
に
花
の
お
い
て
あ
る
の
を
私
は

　

見
た
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
心
境
と
し
て
花
な

　

ん
ぞ
に
甘
え
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
だ
と
思
わ

　

れ
る
が
、
一
面
、
病
臥
に
は
型
通
り
花
の
あ
る

　

世
俗
の
風
習
が
彼
女
に
は
我
慢
出
来
な
か
っ
た

　

の
だ
と
も
い
え
る
。

　
（「
片
山
廣
子
素
描
」
初
出
「
短
歌
研
究
」
昭
和

　

三
十
八
年
三
月
）

　

む
ろ
ん
花
を
嫌
い
な
の
で
は
な
く
、廣
子
に
自
身

や
歌
を
飾
る
も
の
と
し
て
の
花
、と
い
う
考
え
方
す

な
わ
ち
装
飾
癖
が
な
い
の
だ
。歌
集
に
入
れ
る
際
、花

の
歌
は
慎
重
に
選
別
し
て
い
た
傾
向
が
伺
え
る
。⑧

の
歌
で
廣
子
が
百
日
草
を
壺
に
差
し
、そ
れ
を
歌
に

し
て
発
表
す
る
の
は
特
別
の
事
で
あ
っ
た
。【
註
５
】

　

①
で
野
原
の
実
景
か
ら
歌
い
起
こ
し
、
②
③
④
の

夢
と
回
想
を
経
て
、
⑤
⑥
と
林
檎
の
歌
の
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
に
至
り
、
⑦
⑧
で
ま
た
元
の
静
か
な
境
地
に
戻

る
。
⑦
⑧
の
歌
の
「
今
日
晴
ば
れ
し
」、「
一
り
ん
の
百

日
草
を
青
き
壺
に
さ
す
」
の
明
る
さ
は
、
廣
子
の
絶

唱
と
も
い
え
る
こ
の
「
り
ん
ご
」
一
連
を
さ
り
げ
な
く

締
め
く
く
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
部
屋
に
漂
う
り
ん
ご

の
香
り
と
死
臭
の
混
り
合
い
が
、
西
洋
絵
画
風
の
頽

廃
の
香
華
を
か
も
し
出
し
て
、
こ
の
作
品
群
に
厚
み

を
も
た
ら
し
て
い
る
。
八
首
の
内
に
個
人
史
の
長
い

時
間
を
含
み
な
が
ら
、
じ
つ
は
あ
る
秋
の
一
日
の
出
来

事
と
し
て
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
掉
尾
の
歌
が
表

す
の
は
、
作
者
の
最
終
的
な
心
の
有
り
よ
う
で
あ
る
。

　

周
辺
に
見
え
る
竹
や
ぶ
の
日
本
的
な
景
色
と
、

そ
こ
に
立
つ
洋
式
な
家
屋
で
の
シ
ン
プ
ル
ラ
イ
フ
。

そ
の
和
洋
の
融
和
は
廣
子
に
似
つ
か
わ
し
い
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
西
洋
文
化
と
の
葛
藤
の
な
か
で
近
代

日
本
の
文
学
を
押
し
進
め
て
い
っ
た
芥
川
ら
明
治

大
正
の
文
学
者
た
ち
の
姿
と
も
重
な
る
。

　
「
り
ん
ご
」
八
首
は
、
片
山
廣
子
の
静
か
な
晩
年

を
照
ら
し
、彼
女
の
随
筆
集
『
燈
火
節
』
と
響
き
あ
っ

て
芳
香
を
放
ち
つ
づ
け
る
詩
趣
高
い
一
連
で
あ
る
。

【
註
１
】

　

抄
出
三
首
目
「「
こ
れ
は
山
蕗
」
と
同
じ
こ
と

を
言
ふ
」
の
部
分
は
、夏
目
漱
石
『
三
四
郎
』(

明

治
四
一
年
）
の
美
禰
子
と
看
護
婦
の
会
話
、
及
び

そ
れ
を
聞
い
て
い
た
三
四
郎
と
美
禰
子
の
や
り
取

り
の
場
面
を
、「
日
中
」
同
行
の
面
々
が
茶
目
っ
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気
交
り
に
真
似
た
実
録
の
歌
と
想
像
さ
れ
る
。

（「
心
の
花
」
二
〇
一
八
年
３
月
号
「
長
信
短
信
」

参
照
）
さ
ら
に
前
川
佐
美
雄
は
、廣
子
の
こ
の
「
日

中
」
一
連
を
愛
唱
し
、
自
身
の
『
植
物
祭
』「
山
の

三
時
」
に
「
日
中
」
の
設
定
を
ほ
ぼ
そ
っ
く
り
取

入
れ
た
。（
二
〇
一
四
年
「
心
の
花
」
６
月
号
「
前

川
佐
美
雄
「
植
物
祭
」
に
つ
い
て
」
参
照
）

【
註
２
】

　
『
船
長
ブ
ラ
ス
バ
オ
ン
ド
の
改
宗
』
バ
ー
ナ
ー
ド
・

シ
ョ
ー
作
、
松
村
み
ね
子
（
片
山
廣
子
の
翻
訳
時
の

名
前
）訳
、大
正
四
年
竹
柏
会
刊
。そ
の
冒
頭
の
場
面
。

　

男
。
先
生
つ
、
こ
ん
ち
は
。（
宣
教
師
は
屈
ん
で
ゐ

　
　

た
の
を
急
い
で
起
き
上
が
つ
て
、
邪
魔
さ
れ
る
の
を

　
　

あ
き
ら
め
た
や
う
に
振
り
向
く
）
先
生
、
お
変
り

　
　

や
あ
り
ま
せ
ん
か
い
？

　

宣
教
師
。（
打
解
け
な
い
様
子
で
）
ド
リ
ン
ク
ウ
オ

　
　

タ
ア
さ
ん
か
、
よ
く
来
た
ね
。

　

ド
リ
ン
ク
ウ
オ
タ
ア
。
先
生
も
あ
つ
し
の
や
う

　
　

な
奴
に
邪
魔
さ
れ
ち
や
あ
や
り
切
れ
ま
せ
ん

　
　

や
ね
、
ね
え
、
先
生
。

　

宣
教
師
。
ド
リ
ン
ク
ウ
オ
タ
ア
さ
ん
、
宣
教
師

　
　

と
い
ふ
者
は
な
、
そ
ん
な
好
き
嫌
ひ
を
い
つ

　
　

て
は
ゐ
ら
れ
な
い
の
だ
。
何
か
用
か
い
？

　
『
松
村
み
ね
子
訳
詩
集
』
西
方
猫
耳
協
会
刊　

タ
ゴ
ー
ル
詩
集
『
新
月
』「
紙
の
船
」
よ
り

　
　

毎
日
毎
日
あ
た
し
は
紙
の
船
を
一
つ
一
つ
川
の

　
　

流
れ
に
流
し
ま
す
。
／
（
略
）
／
私
は
我う

ち家
の

　
　

庭
の
シ
ユ
ウ
リ
の
花
を
あ
た
し
の
小
さ
い
船
に

　
　

い
つ
ぱ
い
に
載
せ
ま
す
。
／
（
略
）
／
夜
に
な
る

　
　

と
あ
た
し
は
自
分
の
腕
に
顔
を
埋
め
て
、私
の

　
　

紙
の
船
が
夜
な
か
の
星
の
下
を
流
れ
て
流
れ

　
　

て
行
く
夢
を
見
ま
す
。（
略
）

【
註
３
】

　

廣
子
は
り
ん
ご
が
好
き
で
、
昭
和
十
九
年
に
転
居

し
て
浜
田
山
の
野
中
の
ひ
と
り
暮
ら
し
を
始
め
て
か

ら
は
、
折
あ
る
ご
と
に
り
ん
ご
を
購
う
の
を
習
い
と
し

た
。
り
ん
ご
を
歌
っ
た
歌
は
『
野
に
住
み
て
』（
四
七
六

首
）
に
十
五
首
（
そ
の
内
「
饗
宴
」
に
八
首
）、「
砂

漠
」
に
十
二
首
で
、
合
計
二
十
七
首
あ
る
。（「
砂
漠
」

（
百
七
十
一
首
）
は
中
野
菊
夫
が
廣
子
の
没
後
、
廣

子
の
制
作
ノ
ー
ト
を
元
に
題
を
つ
け
て
昭
和
三
十
四
年

「
短
歌
」
九
月
号
に
未
発
表
作
品
と
し
て
発
表
掲
載

し
た
も
の
。）
し
か
し
、『
あ
け
ぼ
の
』（
明
治
三
十
九
年
）

と
『
玉
琴
』（
明
治
四
十
一
年
）
二
冊
の
合
同
歌
集
、

お
よ
び
第
一
歌
集
『
翡
翠
』
の
計
五
百
首
の
中
に
、

り
ん
ご
を
歌
っ
た
短
歌
は
一
首
も
な
い
。

【
註
４
】

　
『
野
に
住
み
て
』
に
は
、
他
に
つ
ぎ
の
よ
う
な

時
代
に
添
っ
た
「
あ
か
り
」
の
歌
が
あ
る
。

・
り
ん
ご
売
り
梨
う
る
夜
店
は
電あ
か
り気
明
る
し
う
し

　

ろ
に
泊
る
か
ら
つ
ぽ
の
船

「
秋
夜
」（
昭
和
一
六
年
ー
一
八
年
の
歌
）

・
家
家
の
と
も
し
き
夕
餉
を
は
り
し
や
あ
か
る
く

　

暗
く
や
け
野
の
燈あ
か
り火

「
浮
浪
人
」（
昭
和
一
九
年
ー
二
十
二
年
の
歌
）

・
饗
宴
の
を
は
り
し
あ
と
の
静
か
さ
に
時
計
を
聴

　

き
ぬ
電あ
か
り気
さ
や
け
く

	

「
饗
宴
」（
昭
和
二
十
四
年
ー
二
十
七
年
の
歌
）

【
註
５
】

・
青
き
い
ろ
を
空
に
返
し
て
わ
が
庭
の
わ
す
れ
な

　

ぐ
さ
は
枯
れ
に
け
る
か
も			

　

こ
の
歌
は
、廣
子
が
歌
集
に
入
れ
な
か
っ
た【
註
３
】

記
載
の
「
砂
漠
」
作
品
中
、「
わ
す
れ
な
ぐ
さ
」

十
三
首
（
昭
和
二
十
二
年
五
月
二
十
七
日
の
作
）

の
内
の
一
首
で
あ
る
。『
燈
火
節
』の「
乾
あ
ん
ず
」

に
は
、
⑤
で
引
用
し
た
「
雅
歌
の
作
者
は
…
」
を

含
む
文
を
囲
ん
で
前
と
後
に
、
ウ
ビ
ガ
ン
の
香
水

と
忘
れ
な
ぐ
さ
に
ち
な
む
記
述
が
あ
る
。
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