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上
げ
、
批
判
・
考
察
す
る
中
で
、
忘
れ
よ
う
と
て
忘
れ
ら
れ
な
い
、
押
さ
え
よ
う
と
て
抑
え
き
れ
な
か
っ
た

怒
り
と
恨
み
を
昇
華
し
和
ら
げ
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
自
己
の
成
長
と
脱
皮
を
自
認
し
て
、
心
を
平
穏
に
導
い

て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
て
こ
う
し
て
、「
書
く
こ
と
」
は
私
に
と
っ
て
、
今
や
生
き
て
い
く
た
め
の
、
な
く
て
は
な
ら
な

い
大
切
な
伴
侶
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
三
）
人
は
何
故
書
く
の
か

「
私
の
場
合
」
を
述
べ
て
参
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
、「
人
は
何
故
書
く
の
か
」
に
つ
い
て
、
欲
求
理
論

な
ど
を
借
り
て
、
も
う
少
し
心
理
学
的
に
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
人
は
生
き
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
欲
求
を
充
足
し
て
い
き
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
生
き
る
と

い
う
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
欲
求
を
満
た
し
て
い
く
過
程
だ
と
言
え
ま
す
。
こ
の
欲
求
に
つ
い
て
は
有
名
な
マ

ス
ロ
ー
の
欲
求
階
級
説
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
さ
ま
ざ
ま
な
欲
求
に
は
階
級
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

が
あ
っ
て
、
低
い
段
階
の
欲
求
が
あ
る
程
度
満
た
さ
れ
る
と
、
次
に
よ
り
高
い
段
階
の
欲
求
が
現
れ
、
そ
の

欲
求
が
ま
た
あ
る
程
度
満
た
さ
れ
る
と
次
な
る
段
階
の
欲
求
が
出
現
し
、
こ
う
し
て
次
々
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
欲

求
が
輩
出
し
て
、
最
後
に
最
も
高
い
段
階
の
欲
求
、
即
ち
「
自
己
実
現
欲
求
」
が
現
れ
、
人
間
と
し
て
も
最
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高
の
段
階
に
達
し
て
い
く
、
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
れ
を
大
ざ
っ
ぱ
に
図
示
し
て
み
ま
す
と
、
こ
う
い
う
風

に
な
り
ま
す
。
人
は
ま
ず
、
睡
る
、
食
べ
る
、
排
泄
す
る
と

い
っ
た
動
物
と
し
て
の
基
本
的
欲
求
で
あ
る
生
理
的
な
欲
求

が
満
足
さ
れ
る
と
、
次
に
は
こ
の
満
足
が
ず
っ
と
続
く
よ
う

に
安
定
へ
の
欲
求
、
そ
し
て
こ
の
安
定
を
与
え
て
く
れ
る
親

な
ど
の
養
育
者
に
愛
着
し
、
愛
情
を
求
め
、
そ
こ
に
包
み
込

ま
れ
る
こ
と
、即
ち
愛
情
・
所
属
へ
の
欲
求
が
生
ま
れ
ま
す
。

こ
の
安
定
欲
求
や
愛
情
欲
求
が
満
た
さ
れ
る
と
自
分
を
価
値

あ
る
人
間
だ
と
し
て
自
信
を
持
ち
、
自
尊
感
情
も
生
ま
れ
て

き
ま
す
。
親
に
愛
さ
れ
て
い
る
と
確
信
す
る
子
ど
も
ほ
ど
、

家
庭
の
外
で
積
極
的
に
活
動
し
、
自
己
主
張
で
き
る
の
は
、

こ
の
た
め
で
す
。
こ
う
し
て
、
子
ど
も
は
、
い
え
人
は
、
次

々
欲
求
を
広
げ
、
高
め
て
、
最
後
は
自
己
を
達
成
し
得
る
最

高
の
水
準
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
自
己
実
現
欲
求
を
持
つ
に

至
り
ま
す
。

書
く
と
い
う
行
為
を
こ
の
図
式
に
当
て
は
め
て
み
ま
す
と
、
人
は
何
ら
か
の
欲
求
を
も
っ
て
書
き
始
め
、

（三） 人は何故書くのか
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そ
し
て
次
々
書
き
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
段
階
を
上
り
、
や
が
て
、
自
己
実
現
に
向
け
て
、
発
達
し

て
い
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
、
知
的
障
害
児
の
詩
と
、
高
浜
虚
子
の
俳
句
作
品
を
も
っ
て
眺
め
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
知
的
障
害
の
子
ど
も
と
、
お
そ
ら
く
高
レ
ベ
ル
の
知
的
優
秀
者
で
あ
り
、
ま
た
最
高
の
文
学
者

の
一
人
で
も
あ
る
高
浜
虚
子
を
並
べ
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
け
っ
し
て
故
無
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
ら
両
者
を
論
じ
、
ま
た
対
照
さ
せ
る
こ
と
は
、
心
理
学
の
研
究
技
法
に
も
叶
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
知
的
障

害
の
子
ど
も
で
す
が
、
例
え
ば
、
正
常
と
は
何
か
を
論
じ
る
の
に
、
健
常
な
対
象
者
ば
か
り
見
て
い
た
の
で

は
、
何
が
正
常
だ
か
な
か
な
か
よ
く
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
と
き
、
犯
罪
常
習
、
神
経
症
、
精
神
病

等
々
、
臨
床
的
に
病
理
的
な
側
面
を
持
つ
対
象
者
を
持
っ
て
く
る
と
、
健
常
な
人
た
ち
を
見
て
い
る
と
き
よ

り
も
、
対
比
的
に
、
い
っ
そ
う
よ
く
「
正
常
」
と
は
何
か
が
分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
方
法
を
、

病
理
法
と
言
い
ま
す
が
、
書
く
こ
と
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
原
点
を
吟
味
す
る
た
め
に
、
多
種
多
様
な
側
面

を
持
つ
健
常
な
子
ど
も
達
を
持
っ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
知
的
障
害
を
持
つ
子
ど
も
を
選
ん
だ
の
は
、
こ
の

た
め
で
す
。
次
に
、
最
高
の
文
学
者
た
る
高
浜
虚
子
で
す
が
、
例
え
ば
発
達
と
は
何
か
を
問
う
と
き
、
こ
れ

を
抽
象
的
に
考
え
て
も
な
か
な
か
そ
れ
が
見
え
て
き
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ

が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
発
達
と
は
子
ど
も
が
大
人
に
な
る
こ
と
、
と
ひ
と
た
び
そ
の
到
達
点
を
立
て
て
展
望

す
る
と
、
大
変
よ
く
見
え
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
子
ど
も
は
す
ぐ
泣
き
す
ぐ
笑
い
、
ま
た
欲
求
の
ま
ま
に
行

動
し
、
お
よ
そ
善
悪
の
区
別
も
危
う
い
の
で
す
が
、
大
人
は
全
く
そ
の
対
極
に
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
中
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間
点
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
、到
達
点
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、発
達
と
い
う
こ
と
が
具
体
的
に
と
ら
え
ら
れ
、

そ
の
概
念
・
定
義
も
導
く
こ
と
が
よ
り
た
や
す
く
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
や
り
方
を
限
界

法
と
言
い
ま
す
が
、
こ
の
方
法
を
応
用
し
て
、
虚
子
を
も
っ
て
、
書
く
こ
と
の
、
ま
た
文
学
す
る
こ
と
の
到

達
点
を
見
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。

（
１
）
大
野
英
子
と
千
栄
子
の
詩

さ
て
、
大
野
英
子
と
い
う
方
が
お
い
で
で
す
。
詩
の
教
育
実
践
指
導
に
功
績
の
あ
る
人
に
与
え
ら
れ
る
北

原
白
秋
賞
を
受
賞
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
方
は
戦
時
中
の
ご
く
若
い
と
き
に
教
職
に
就
い
た
の
で
す
が
、
軍

国
主
義
の
学
校
教
育
に
な
じ
め
ず
に
退
職
、
戦
後
復
職
し
て
か
ら
一
貫
し
て
障
害
児
教
育
、
そ
れ
も
と
り
わ

け
詩
の
教
育
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。
障
害
児
が
字
を
覚
え
る
の
は
至
難
の
業
、
し
か
し
、
字
を
覚
え
な
け
れ

ば
思
考
を
広
げ
、
知
力
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
成
長
・
発
達
の
限
界
が
低
い
と
こ
ろ
に
留

ま
り
ま
す
。
こ
の
字
を
覚
え
さ
せ
る
に
は
、
文
体
と
か
思
考
の
展
開
と
か
論
理
的
な
枠
組
み
を
持
た
な
け
れ

ば
書
け
な
い
散
文
よ
り
も
、
感
性
の
ま
ま
出
て
く
る
思
い
を
そ
の
ま
ま
表
現
で
き
れ
ば
よ
い
自
由
詩
を
書
か

せ
る
の
が
一
番
、
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
だ
字
も
よ
く
書
け
な
い
子
ど
も
に
詩
を
書
か
せ
続
け
た
の

で
す
。
と
口
で
言
う
の
は
簡
単
で
も
、
こ
れ
は
実
際
に
は
大
変
な
仕
事
で
す
。

こ
の
大
野
先
生
の
詩
教
育
に
関
す
る
二
つ
の
実
践
書
に
基
づ
い
て
、「
人
は
何
故
書
く
の
か
」
の
原
点
を
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探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
著
者
に
お
許
し
を
頂
い
て
い
ま
す
が
、
本
文
中
、
大
野
先
生
の
文
章

を
そ
の
ま
ま
転
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
著
者
に
御
礼
、
読
者
に
お
断
り
を
申
し
上
げ

て
お
き
ま
す
。

【
文
献
】

大
野
英
子
『
詩
の
生
ま
れ
る
日
』
一
九
七
八
年

全
国
障
害
者
問
題
研
究
会

大
野
英
子
『
あ
し
た
て
ん
き
に
な
ー
れ
』
一
九
八
五
年

民
衆
社

そ
れ
で
は
、
二
行
の
、
こ
の
線
書
き
の
よ
う
な
も
の
は
何
で
し
ょ
う
か
。
と
て
も
文
字
に
は
見
え
ま
せ
ん

が
、
実
は
、「
せ
ん
せ
い

ち
え
こ

さ
く
ぶ
ん
か
い
て
き
た
よ
」
と
い
っ
て
小
学
二
年
生
の
千
栄
子
が
書

い
た
一
生
懸
命
な
文
字
な
の
で
す
。
そ
し
て
作
文
な
の
で
す
。
大
野
先
生
は
こ
れ
を
ぐ
る
ぐ
る
書
き
と
呼
ん

で
い
ま
す
が
、
幼
児
期
の
初
期
に
、
子
ど
も
が
も
の
を
描
き
出
し
始
め
た
と
き
に
行
わ
れ
る
一
見
乱
雑
な
線

画
、
い
わ
ゆ
る
掻
画
と
か
錯
画
と
い
わ
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
描
い
て
い
る
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
お
母
さ
ん

で
あ
り
お
父
さ
ん
で
あ
り
、
犬
で
あ
り
車
で
あ
り
と
い
っ
た
充
分
意
味
あ
る
も
の
で
す
が
、
こ
の
作
文
も
そ



- 268 -

（三） 人は何故書くのか

れ
と
よ
く
似
て
い
て
、
精
神
未
発
達
な
段
階
の
子
ど
も
の
、
懸
命
な
姿
を
示
し
て
い
ま
す
。
絵
画
な
ら
ば
、

ど
こ
か
に
何
か
を
象
徴
す
る
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
こ
の
文
字
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
。
読
め
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
大
野
先
生
に
は
こ
れ
が
読
め
た
の
で
す
。
先
生
は
述
べ
て

い
ま
す
。

？

神
様
だ
っ
て
読
め
な
い
だ
ろ
う
に
、
私
に
読
め
と
強
要
す
る
。
こ
れ
が
読
め
な
け
れ
ば
、
千
栄
子
は

作
文
を
書
こ
う
と
い
う
意
欲
を
永
久
に
な
く
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
は
一
番
死
ん
だ

気
で
。

「
よ
む
よ
。
よ
め
ば
い
い
ん
だ
ろ
」

「
ち
え
子
は

さ
く
ぶ
ん
か
き
ま
し
た
。

お
お
の
せ
ん
せ
い
に
く
れ
ま
し
た
。」

と
読
む
と
、
千
栄
子
は
に
っ
こ
り
わ
ら
っ
て
、

「
ま
た

あ
し
た

か
い
て
く
る
ね
」

と
言
っ
た
。

ぐ
る
ぐ
る
書
き
の
下
の
字
？
は
何
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
何
か
分
か
る
気
が
し
ま
す
が
、「
む
」
と
い
う

字
を
懸
命
に
模
写
し
た
も
の
で
す
。こ
の
千
栄
子
の
持
っ
て
い
る
字
は
わ
ず
か
に
八
つ
と
自
分
の
名
前
だ
け
。

そ
ん
な
千
栄
子
が
あ
る
と
き
、
書
い
て
は
消
し
書
い
て
は
消
し
て
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た
ノ
ー
ト
に
、
た
ど
た
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ど
し
く
「
る
、
み
、
ち
、
あ
」
と
書
い
て
、
大
野
先
生
に
よ
れ
ば
、
日
本
一
う
れ
し
い
顔
で
じ
っ
と
自
分
の
、

こ
の
四
文
字
に
見
入
っ
て
い
ま
し
た
。

千
栄
子
が
精
魂
こ
め
て
書
い
た
字
が
読
め
な
け
れ
ば
、
担
任
教
師
と
し
て
の
甲
斐
が
な
い
。
大
野
先
生
は

千
栄
子
が
昨
日
一
日
四
歳
児
の
る
み
ち
ゃ
ん
と
神
社
で
遊
ん
で
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
続
い
て
の
今
朝
、

神
社
で
拾
っ
た
椎
の
実
を
こ
ち
ら
に
気
づ
か
せ
よ
う
と
か
ら
か
ら
音
を
た
て
て
い
た
こ
と
も
思
い
出
し
ま
し

た
。
先
生
は
賭
を
す
る
よ
う
な
気
持
ち
で
、
千
栄
子
の
ノ
ー
ト
を
捧
げ
、

「
る
み
ち
ゃ
ん
と
あ
そ
び
ま
し
た
。

じ
ん
じ
ゃ
で
し
い
の
み
を
ひ
ろ
い
ま
し
た
」

千
栄
子
は
、
我
が
意
を
得
た
り
と
に
っ
こ
り
笑
い
、
大
き
な
声
で
言
い
ま
し
た
。

「
ち
え
、
さ
く
ぶ
ん
す
き
。
あ
し
た
も
か
く
よ
」

も
ち
ろ
ん
、
乏
し
い
ひ
ら
が
な
を
必
死
に
使
っ
て
書
い
て
く
る
千
栄
子
の
文
章
、
読
み
違
え
る
こ
と
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

「
せ
ん
せ
い
だ
め
ね

も
っ
と
べ
ん
き
ょ
う
し
な
さ
い
」

「
は
い
、
は
い
」

こ
う
し
て
、
大
野
先
生
の
豊
か
な
愛
情
に
応
え
、
千
栄
子
は
毎
日
書
い
て
き
ま
す
。
そ
し
て
文
字
を
覚
え
、

感
性
を
磨
き
、
や
が
て
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
詩
を
書
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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あ
し
た
て
ん
き
に
な
ー
れ

あ
し
た
て
ん
き
に
な
ー
れ

ち
え
子
の
く
つ
が
ま
っ
す
ぐ
お
ち
た

あ
し
た
は
い
い
お
て
ん
き
だ

ま
ま
ご
と
で
き
る

な
わ
と
び
で
き
る

千
栄
子
に
は
、
彼
女
が
一
文
字
覚
え
る
た
び
に
「
先
生
、
千
栄
は
字
が
書
け
る
ん
だ
よ
」
と
学
校
の
裏
口

か
ら
嬉
し
そ
う
に
飛
び
込
ん
で
く
る
よ
う
な
、
彼
女
が
早
く
字
が
書
け
る
よ
う
に
と
祈
り
続
け
る
同
じ
障
害

を
持
つ
母
が
い
ま
し
た
。
こ
の
母
を
労
い
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
詩
に
校
長
先
生
が
曲
を
つ
け
て
、

学
級
の
歌
に
し
ま
し
た
。

家
庭
も
学
校
も
、
慈
愛
に
満
ち
溢
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
環
境
の
中
で
、
千
栄
子
は
、
発
達
段
階
の

初
期
の
子
ど
も
が
前
向
き
に
成
長
・
発
達
す
る
た
め
に
一
様
に
持
ち
、
ま
た
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
「
人
へ
の

愛
着
感
」
即
ち
、
安
定
感
（
安
定
へ
の
欲
求
）
と
所
属
感
（
所
属
・
愛
情
へ
の
欲
求
）
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
い
っ

そ
う
強
め
、
実
現
す
る
た
め
に
、
書
く
こ
と
と
文
字
を
覚
え
る
こ
と
に
精
を
出
し
ま
し
た
。

こ
の
お
母
さ
ん
が
、
千
栄
子
が
二
年
生
の
と
き
、
悪
性
の
病
気
に
罹
っ
て
あ
っ
と
い
う
間
に
な
く
な
り
ま

し
た
。
千
栄
子
は
、
母
に
捧
げ
た
お
膳
を
、
母
ち
ゃ
ん
が
食
べ
な
い
か
ら
い
つ
ま
で
も
重
か
っ
た
…
…
と
泣
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第三部 人は何故書くのか

き
な
が
ら
書
き
綴
り
ま
し
た
。

お
そ
う
し
き

ち
え
子
が

か
あ
ち
ゃ
ん
の
お
ぜ
ん
を
も
っ
た
。

か
あ
ち
ゃ
ん
は
ご
は
ん
た
べ
な
い

ち
っ
と
も
た
べ
な
い

こ
の
あ
と
千
栄
子
は
、
毎
日
仏
壇
の
前
に
座
っ
て
「
お
母
さ
ん
」
と
呼
び
か
け
、
そ
の
呼
び
か
け
を
一
つ

ひ
と
つ
詩
に
綴
っ
て
、
大
野
先
生
に
持
っ
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
誰
に
押
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
千

栄
子
は
自
分
の
力
で
書
き
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ど
ん
ど
ん
字
を
覚
え
て
い
き
ま
し
た
。
成
長
し
て
い
き

ま
し
た
。は

な

は
な
し
ょ
う
ぶ
は

む
ら
さ
き
色
。

か
ぜ
で
花
び
ら
が

ぴ
ら
ぴ
ら
ゆ
れ
て
い
る
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（三） 人は何故書くのか

か
あ
ち
ゃ
ん
が
し
ん
じ
ゃ
っ
た
。

か
あ
ち
ゃ
ん
が
し
ん
じ
ゃ
っ
た
。

ち
え
子
は
花
に

石
っ
こ
ろ
ぶ
っ
つ
け
た
。

や
の
つ
く
こ
と
ば

や
え
子

や
ぎ

や
さ
い

や
の
つ
く
こ
と
ば
の
な
か
で

ち
え
子
が
一
ば
ん
に
か
い
た
の
は
や
え
子

や
え
子

や
さ
し
か
っ
た
な

ち
え
子
は
や
の
じ
が
だ
い
す
き

お
母
さ
ん
は

ち
え
子
に
や
さ
し
か
っ
た
な
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第三部 人は何故書くのか

や
の
つ
く
こ
と
ば

や
き
い
も

や
き
ゅ
う

や
の
つ
く
こ
と
ば
を
か
ん
が
え
た
。

千
栄
子
の
一
ば
ん
す
き
な
こ
と
ば
は

や
え
子

お
か
あ
さ
ん
は
や
さ
し
か
っ
た
。

千
栄
子
は

や
の
つ
く
こ
と
ば
が
大
す
き

や
え
こ

や
え
こ

千
栄
子
は
た
く
さ
ん
か
い
た

こ
の
「
や
の
つ
く
こ
と
ば
」
は
、
大
野
先
生
が
、
文
字
学
習
の
た
め
に
「
や
」
を
取
り
上
げ
た
と
き
、
そ

れ
が
刺
激
に
な
っ
て
、
一
時
間
中
、
千
栄
子
が
書
い
た
母
を
思
慕
す
る
詩
の
一
部
で
す
。

こ
う
し
て
千
栄
子
は
、
言
葉
を
覚
え
、
平
仮
名
を
覚
え
、
四
年
生
に
も
な
る
と
、
こ
ん
な
に
も
立
派
に
漢

字
ま
で
覚
え
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
素
朴
な
、
感
性
豊
か
な
、
悲
し
く
も
美
し
い
見
事
な
詩
を
書
き
上
げ
て
い
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（三） 人は何故書くのか

ま
す
。

母
の
日

わ
た
し
の
お
か
あ
さ
ん
の
な
ま
え
は

や
え
子

と
し
は
き
ょ
ね
ん
と
お
ん
な
じ

目
を
つ
ぶ
る
と

お
か
あ
さ
ん
の
か
お
が
見
え
る

お
か
あ
さ
ん
は

も
う
と
し
を
と
り
ま
せ
ん

お
か
あ
さ
ん
は

ち
え
子
が
小
さ
い
と
き
や
さ
し
か
っ
た

先
生
が
く
れ
た
赤
い
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン

お
か
あ
さ
ん
の
お
は
か
に
あ
げ
た

お
は
か
の
石
が
つ
め
た
か
っ
た

カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
雨
に
ぬ
れ
た

あ
き
ち
ゃ
ん
が
だ
ま
っ
て
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第三部 人は何故書くのか

か
さ
を
さ
し
か
け
て
い
て
く
れ
た

千
栄
子
の
心
の
中
に
は
、
い
つ
も
母
が
い
て
、
大
野
先
生
が
い
ま
し
た
。
千
栄
子
は
母
の
詩
を
書
き
な
が

ら
、そ
れ
を
い
つ
か
亡
母
と
重
ね
合
わ
さ
る
よ
う
に
な
っ
た
大
野
先
生
に
捧
げ
、そ
し
て
励
ま
さ
れ
な
が
ら
、

二
人
に
対
す
る
絆
を
ま
す
ま
す
強
め
て
い
き
ま
し
た
。
二
人
に
見
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
思
い
が
、
自
信
と

な
り
、
自
尊
心
も
芽
生
え
て
き
ま
し
た
。
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
も
、
弱
い
者
、
不
幸
な
者
を
い
じ
め
る
不
逞
の

輩
が
い
ま
す
。
ち
え
遅
れ
の
親
な
し
っ
子
、
と
蔑
ま
れ
て
、
千
栄
子
は
泣
き
な
が
ら
教
室
に
逃
げ
込
ん
で
き

ま
す
。
し
か
し
、
千
栄
子
は
昂
然
と
顔
を
上
げ
て
言
う
の
で
す
。

「
ち
え
に
は
さ
く
ぶ
ん
か
け
る
ん
だ
か
ら
！
」

人
を
い
じ
め
た
っ
て
、
い
ば
っ
て
い
た
っ
て
作
文
書
け
な
い
だ
ろ
う
、
千
栄
に
は
書
け
る
ん
だ
ぞ
、
や
ー

い
、
と
自
信
に
満
ち
た
彼
女
の
声
が
、
大
野
先
生
に
は
聞
こ
え
ま
し
た
。
千
栄
子
は
、
傷
つ
け
ら
れ
る
心
を

癒
し
、
自
尊
心
を
保
つ
た
め
に
も
、
ま
す
ま
す
書
く
こ
と
、
詩
を
作
る
こ
と
に
没
頭
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

成
長
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
後
彼
女
は
中
学
に
入
り
、
あ
る
出
来
事
に
よ
っ
て
詩
作
を
中
断
す
る
時
期
が
あ
り
ま
し
た
が
、
や
が

て
復
活
し
、
詩
を
作
り
続
け
な
が
ら
、
ま
す
ま
す
成
長
し
て
い
き
ま
し
た
。

千
栄
子
は
初
め
、
自
分
を
愛
す
る
お
母
さ
ん
や
大
野
先
生
の
喜
ぶ
姿
が
見
た
く
て
、
一
生
懸
命
に
字
を
覚
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（三） 人は何故書くのか

え
、
作
文
を
書
き
、
次
第
に
詩
を
作
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
い
わ
ば
、「
所
属
と
愛
情
」
の
欲
求
を
満
た

す
た
め
の
、
手
段
と
し
て
の
行
動
で
す
。
こ
こ
ま
で
は
、
書
く
こ
と
は
他
律
的
行
動
で
す
。
し
か
し
、
そ
の

書
く
こ
と
、
愛
さ
れ
る
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
自
尊
心
も
培
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
自
尊
感
情
が
、
母
親
が
亡

く
な
っ
た
後
、
書
く
こ
と
詩
を
作
る
こ
と
を
自
律
的
な
も
の
に
変
容
さ
せ
、
千
栄
子
の
心
の
中
に
自
覚
的
な

成
長
欲
求
を
目
覚
め
さ
せ
ま
し
た
。
彼
女
は
、
成
長
し
た
い
か
ら
書
き
、
そ
し
て
創
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て

千
栄
子
は
、
書
く
こ
と
、
詩
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
定
へ
の
欲
求
、
所
属
と
愛
情
へ
の
欲
求
、
そ
し
て

成
長
へ
の
欲
求
と
人
間
発
達
の
段
階
を
確
実
に
登
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

（
２
）
第
二
芸
術
論
と
高
浜
虚
子

去
年
今
年
貫
く
棒
の
如
き
も
の

高
浜
虚
子
（
一
九
五
〇
年
）

あ
ま
り
に
も
有
名
な
高
浜
虚
子
の
俳
句
で
す
。
新
春
放
送
用
に
作
ら
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
、
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
か
、
大
変
難
し
く
も
あ
り
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
さ
ま
ざ
ま
な
鑑
賞
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
と
き
高
浜
虚
子
は
、
す
で
に
高
齢
の
七
六
歳
で
し
た
。
私
流
に
捉
え
れ
ば
、
来
る
年
を
迎
え
る
に
当

た
り
、
流
れ
行
く
歳
月
を
渡
り
つ
つ
な
お
泰
然
と
し
て
我
こ
こ
に
あ
り
、
と
不
動
の
自
我
意
識
（
ア
イ
デ
ン
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第三部 人は何故書くのか

テ
ィ
テ
ィ
）
を
顕
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
揺
る
ぎ
な
い
自
我
意
識
を
「
貫
く
棒
の
如
き
も
の
」
と
描

い
た
と
こ
ろ
が
絶
妙
、
我
も
ま
た
斯
く
あ
り
た
し
と
思
わ
せ
る
名
句
で
す
。
け
れ
ど
も
こ
の
句
は
、
そ
れ
ま

で
の
虚
子
の
作
風
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
表
現
作
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
で
は
誰
で
も
、
こ
の

作
品
が
虚
子
の
も
の
と
知
り
、
そ
れ
に
何
の
違
和
感
も
持
ち
ま
せ
ん
が
、
当
時
こ
の
句
を
、
も
し
作
者
の
名

前
を
隠
し
て
誰
の
作
か
と
問
う
な
ら
、
誰
一
人
、
虚
子
の
名
を
言
い
当
て
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
こ
の
作
品
は
、
そ
れ
ま
で
の
、
い
え
そ
れ
以
後
も
そ
う
で
す
が
、
虚
子
の
俳
句
作
法
か
ら

言
っ
て
、
全
く
別
物
と
言
え
る
の
で
す
。

高
浜
虚
子
と
言
え
ば
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
押
し
も
押
さ
れ
も
し
な
い
俳
句
界
の
巨
匠
で
し
た
。

「
客
観
写
生
」
と
「
花
鳥
諷
詠
」
を
標
榜
し
、
伝
統
俳
句
の
頂
点
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。
代
表
句
の
い
く
つ

か
を
揚
げ
て
み
ま
す
。

遠
山
に
日
の
当
た
り
た
る
枯
れ
野
か
な

春
風
や
闘
志
い
だ
き
て
丘
に
立
つ

流
れ
ゆ
く
大
根
の
葉
の
は
や
さ
か
な

情
景
が
手
に
取
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
が
、
冒
頭
の
句
に
比
べ
る
と
、
ど
こ
と
な
く
物
足
り
な
い

気
が
し
ま
せ
ん
か
。
作
品
と
し
て
の
良
し
悪
し
は
別
と
し
て
、
な
に
か
詩
と
し
て
の
ユ
ニ
ー
ク
な
感
覚
や
感
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（三） 人は何故書くのか

性
を
感
じ
さ
せ
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、
ど
こ
の
誰
が
作
っ
た
と
言
え
る
よ
う
な
独
自
性
が
伝
わ
っ
て
こ
な

い
の
で
す
。
も
っ
と
言
え
ば
、
ど
こ
の
誰
で
も
な
い
、
そ
こ
そ
こ
に
俳
句
が
作
れ
る
人
が
作
っ
た
と
言
っ
て

も
、
知
ら
な
い
人
は
信
じ
て
し
ま
う
よ
う
な
内
容
と
表
現
で
す
。
つ
ま
り
、
個
性
が
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、

ど
こ
か
ら
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

よ
く
知
ら
れ
る
虚
子
の
句
に
、
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

浴
衣
着
て
少
女
の
乳
房
高
か
ら
ず

高
い
評
価
を
す
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
私
に
は
、
鑑
賞
眼
が
不
足
し
て
い
る
の
か
、
詩

情
の
乏
し
さ
だ
け
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
せ
っ
か
く
美
美
し
い
乙
女
を
描
い
て
も
、
被
写
体
の
美
し
さ
や
若

い
息
吹
、
さ
ら
に
作
者
の
主
張
が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
の
で
す
。
こ
れ
に
比
べ
て
、
同
じ
よ
う
に
乙
女
を
描
い

た
与
謝
野
晶
子
の
次
の
歌
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
子
二
十
櫛
に
な
が
る
る
黒
髪
の

お
ご
り
の
春
の
う
つ
く
し
き
か
な

脈
々
た
る
詩
情
が
あ
り
ま
す
。
美
し
い
乙
女
の
姿
が
圧
倒
的
な
力
で
迫
っ
て
き
ま
す
。
女
性
が
置
か
れ
て

い
た
当
時
の
社
会
的
状
況
や
背
景
を
知
れ
ば
、
作
者
が
、
こ
の
歌
、
こ
の
乙
女
を
通
し
て
何
を
訴
え
よ
う
と
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第三部 人は何故書くのか

し
て
い
る
の
か
、
即
ち
与
謝
野
晶
子
の
主
義
や
主
張
や
個
性
も
ま
た
分
か
ら
せ
ら
れ
て
き
ま
す
。
こ
の
、
虚

子
の
俳
句
と
晶
子
の
短
歌
の
両
者
の
違
い
、
片
や
俳
句
の
、
片
や
短
歌
の
雄
と
も
な
れ
ば
、
こ
の
差
を
俳
句

の
五
・
七
・
五
と
短
歌
の
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
う
表
現
形
式
の
違
い
に
、
つ
い
求
め
た
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

で
も
、
次
の
俳
句
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

水
枕
ガ
バ
リ
と
寒
い
海
が
あ
る

中
年
や
遠
く
稔
れ
る
夜
の
桃

お
そ
る
べ
き
君
等
の
乳
房
夏
来
る

五
・
七
・
五
の
最
短
詩
型
で
も
、
優
に
個
性
は
出
せ
る
の
で
す
。
昭
和
新
興
俳
句
は
、
戦
時
中
、
国
か

ら
激
し
い
弾
圧
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
新
興
俳
句
の
雄
、
西
東
三
鬼
と
い
う
人
の
作
品
で
す
が
、

脈
々
た
る
詩
情
と
作
者
の
主
張
が
た
ち
ま
ち
流
れ
込
ん
で
き
ま
す
。
こ
の
表
現
の
内
容
と
手
法
は
、
そ
こ
そ

こ
の
人
で
は
到
底
な
し
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
可
能
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ

の
作
風
は
、
き
っ
か
り
と
個
性
的
、
し
っ
か
り
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
個
性
的
な
作
品
を

い
く
つ
か
読
ん
で
、
鑑
賞
す
れ
ば
、
そ
の
後
、
異
な
る
人
の
た
く
さ
ん
の
作
品
群
の
中
に
、
こ
の
作
者
の
他

の
作
品
を
い
く
つ
か
混
ぜ
合
わ
せ
た
と
し
て
も
、
人
は
そ
れ
ら
の
作
品
を
容
易
に
選
り
分
け
、
取
り
出
す
こ
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（三） 人は何故書くのか

と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
こ
う
な
る
と
、
虚
子
の
作
品
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
誰
が
作
っ
て
も
同
じ
、

誰
が
作
っ
た
か
分
か
ら
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
、
作
者
と
作
風
が
一
向
に
浮
か
ん
で
こ
な
い
問
題
は
、
虚
子

が
標
榜
し
実
践
し
て
い
た
「
客
観
写
生
」
と
「
花
鳥
諷
詠
」
と
い
う
虚
子
俳
句
の
骨
法
そ
の
も
の
に
限
界
が

あ
っ
た
と
言
う
べ
き
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
実
際
、
長
い
間
、
虚
子
を
初
め
と
す
る
伝
統
俳
句
の
人
た
ち
の
多

く
は
、
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
没
個
性
的
な
俳
句
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
が
鋭
く
突
か
れ
た
の
で
す
。

一
九
四
六
年
、
太
平
洋
戦
争
が
終
わ
っ
た
翌
年
で
す
が
、
ど
こ
の
誰
で
も
作
る
こ
と
が
で
き
る
、
ど
こ
の
誰

が
作
っ
た
か
分
か
ら
な
い
、
そ
ん
な
俳
句
は
芸
術
と
は
認
め
な
い
と
い
う
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
桑
原
武
夫
の

「
第
二
芸
術
論
」
が
登
場
し
、
俳
句
界
は
大
騒
ぎ
に
な
り
ま
し
た
。

「
第
二
芸
術
論
」
で
桑
原
武
夫
は
、

「
志
賀
直
哉
の
作
品
は
ど
れ
を
と
っ
て
も
同
人
雑
誌
で
そ
こ
そ
こ
苦
労
し
た
人
の
作
品
よ
り
優
れ
て
い
る
し
、

パ
リ
で
見
る
ロ
ダ
ン
の
作
品
は
ど
ん
な
に
小
品
で
も
帝
展
の
特
選
な
ど
と
は
は
っ
き
り
違
う
。
し
か
る
に
現

代
俳
句
は
…
…
」
と
展
開
し
て
、
大
家
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
の
作
品
と
一
般
の
愛
好
者
が
作
る
俳
句
と
、
ど

こ
が
ど
う
違
う
の
か
、
と
迫
り
ま
す
。
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
、
高
浜
虚
子
、
日
野
草
城
、
飯
田
蛇
笏
、

中
村
草
田
男
等
、
当
代
の
有
名
俳
人
十
人
の
作
品
を
一
句
づ
つ
、
そ
れ
に
雑
誌
投
稿
句
な
ど
一
般
俳
句
愛
好

者
の
五
人
の
句
を
一
句
づ
つ
、
合
計
一
五
句
を
名
前
を
外
し
て
ラ
ン
ダ
ム
に
並
べ
、
さ
て
ど
の
句
が
優
れ
、

ど
の
句
が
ど
の
有
名
俳
人
の
作
か
分
か
る
か
ど
う
か
と
問
い
か
け
、ど
れ
が
誰
の
句
か
分
か
り
は
し
な
い
し
、

作
品
の
質
で
言
え
ば
、
む
し
ろ
愛
好
者
の
句
に
よ
い
も
の
が
あ
る
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
た
し
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か
に
そ
ん
な
感
じ
も
な
く
は
な
い
。
一
部
を
例
示
し
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
な
作
品
で
す
。

咳
く
と
ポ
ク
リ
ッ
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
ひ
ゞ
く
朝
（
註
）

中
村
草
田
男

粥
腹
の
お
ぼ
つ
か
な
し
や
花
の
山

日
野
草
城

終
戦
の
夜
の
あ
け
し
ら
む
天
の
川

飯
田
蛇
笏

防
風
の
こ
こ
迄
砂
に
埋
も
れ
し
と

高
浜
虚
子

囀
や
風
少
し
あ
る
峠
道

俳
句
愛
好
者
１

麦
踏
む
や
つ
め
た
き
風
の
日
の
つ
づ
く

俳
句
愛
好
者
２

も
ち
ろ
ん
、
十
人
の
有
名
俳
人
た
ち
は
た
く
さ
ん
の
名
句
も
作
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
第
二
芸
術
論
の

中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
そ
う
し
た
名
句
で
は
な
く
、
む
し
ろ
並
以
下
の
も
の
ば
か
り
で
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
、
敢
え
て
こ
の
よ
う
な
作
品
を
選
ん
で
い
る
論
者
（
桑
原
武
夫
）
に
少
し
ば
か
り
、
意
地

の
悪
さ
と
研
究
法
の
過
ち
が
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
た
し
か
に
俳
句
の
有
り
様
に
対
し
て
核
心
を
突
い
て
は
い

ま
す
。
現
代
俳
句
は
芸
術
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。
せ
め
て
言
う
な
ら
、「
第
二
芸
術
」
だ
、
と
決
め
つ

け
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
遺
憾
な
が
ら
、
名
指
し
さ
れ
た
一
〇
人
の
大
家
を
含
め
て
、
俳
句
界
か
ら
真
っ
当
な
反

論
は
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
言
う
よ
り
、
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
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し
ょ
う
。
誰
も
が
一
番
期
待
し
た
高
浜
虚
子
に
あ
っ
て
は
、
全
く
反
論
す
る
意
思
さ
え
見
せ
ず
、「
ほ
ほ
ー
、

俳
句
も
芸
術
に
な
り
ま
し
た
か
」
と
言
っ
た
と
か
言
わ
な
か
っ
た
と
か
の
話
が
出
た
く
ら
い
で
し
た
。
言
っ

、
、

た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
諦
め
な
の
か
、
負
け
惜
し
み
な
の
か
、
ど
ち
ら
で
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
虚

子
の
沈
黙
は
、
や
が
て
、
斯
界
を
牛
耳
っ
て
き
た
虚
子
こ
そ
第
二
芸
術
の
元
凶
な
ん
だ
と
、
内
か
ら
も
外
か

ら
も
、
厳
し
い
批
判
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
部
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
批
判
に
対
す
る
虚
子
の

沈
黙
を
虚
子
の
泰
然
自
若
た
る
態
度
の
表
れ
等
と
弁
護
す
る
向
き
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
誤
っ
た
見
方

で
す
。
虚
子
は
大
変
プ
ラ
イ
ド
が
高
く
、
自
我
意
識
の
強
い
人
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
次
に
示
す
よ
う
に
、
虚

子
は
自
分
が
詠
む
俳
句
の
中
に
自
分
の
名
前
を
い
く
つ
も
組
み
込
ん
で
い
ま
す
。
例
え
ば
、

初
空
や
大
悪
人
虚
子
の
頭
上
に

天
の
川
の
下
に
天
智
天
皇
と
臣
虚
子
と

虚
子
一
人
銀
河
と
共
に
西
へ
行
く

老
の
春
「
高
濱
虚
子
」
と
い
う
書
物

冬
晴
の
虚
子
我
あ
り
と
思
ふ
の
み

俗
っ
ぽ
い
言
葉
で
言
え
ば
、俺
が
俺
が
と
い
う
意
識
の
強
さ
が
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
自
我
意
識
は
、
王
者
と
し
て
長
く
俳
句
の
世
界
に
君
臨
し
て
い
た
状
況
か
ら
も
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
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思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
ん
な
虚
子
が
、
市
井
の
俳
句
愛
好
者
と
な
ん
ら
選
ぶ
と
こ
ろ
の
な
い
俳
人
の
一
人
と
し

て
名
指
し
さ
れ
、
ま
た
あ
る
意
味
で
は
、
個
々
の
（
十
人
の
）
俳
人
に
対
す
る
誹
謗
に
留
ま
ら
ず
、
俳
句
詩

型
そ
の
も
の
に
対
す
る
蔑
視
も
含
む
正
面
切
っ
て
の
挑
戦
に
対
し
て
、
で
き
る
反
論
な
ら
し
な
い
わ
け
が
な

い
、
と
考
え
る
の
が
至
当
で
す
。
腸
が
煮
え
く
り
返
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
虚
子
ほ
ど
の
人
物
な

ら
、
そ
れ
が
出
来
な
い
ほ
ど
の
、
己
を
含
め
た
俳
句
界
の
実
状
を
思
い
知
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
深
傷

を
負
う
こ
と
の
な
い
無
責
任
な
評
論
家
と
は
違
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
抗
す
る
に
は
、
理
屈
で
は
な
く
、
誰
も

が
納
得
す
る
は
ず
の
作
品
で
応
え
る
以
外
に
道
が
な
い
、
と
考
え
る
の
が
正
し
い
成
り
行
き
で
し
ょ
う
。
脳

天
を
棍
棒
で
殴
ら
れ
、
い
わ
ば
俳
句
鎖
国
時
代
の
長
い
安
穏
な
眠
り
か
ら
激
痛
と
と
も
に
叩
き
起
こ
さ
れ
、

虚
子
は
「
第
二
芸
術
論
」
を
天
刑
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
耐
え
て
句
境
を
磨
き
、
己
を
俳
句
文
学
の
最
高
の
段

階
へ
高
め
る
（
自
己
実
現
す
る
）
こ
と
に
命
を
懸
け
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
て
雌
伏
三
年
、
こ
れ
な
ら
ど
う
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
、
我
こ
の
よ
う
に
在
り
、
と
す
る
冒
頭
の

句
を
生
み
出
し
ま
し
た
。

去
年
今
年
貫
く
棒
の
如
き
も
の

俳
句
界
を
含
む
当
時
の
文
芸
界
の
反
応
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
知
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誰

も
が
眼
を
瞠
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
ま
で
虚
子
が
常
と
し
て
い
た
写
生
技
法
は
か
け
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ら
も
な
く
、
具
象
か
ら
抽
象
の
世
界
に
立
ち
進
み
、
抽
象
化
と
い
う
新
し
い
技
法
を
用
い
て
い
ま
す
。
第
二

芸
術
論
に
立
ち
向
か
う
た
め
、
俳
句
の
新
し
い
表
現
技
法
を
ひ
た
す
ら
探
求
し
た
末
の
、
ま
さ
に
虚
子
開
眼

と
言
え
る
も
の
で
す
。
そ
れ
を
ま
た
、
憎
ら
し
い
こ
と
に
、
自
分
自
身
を
主
題
に
具
現
化
し
、
天
下
に
示
し

て
い
ま
す
。
そ
こ
そ
こ
の
人
た
ち
が
、
目
の
前
に
見
え
る
も
の
を
利
用
し
て
ち
ま
ち
ま
と
行
っ
て
き
た
抽
象

俳
句
と
は
レ
ベ
ル
が
違
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
や
れ
ば
、
小
さ
な
詩
型
の
俳
句
が
、
言
葉
で
は
描
き
き
れ
な

い
大
き
な
世
界
を
表
現
で
き
る
一
級
の
芸
術
に
な
る
、
と
俳
句
の
可
能
性
を
も
示
唆
し
て
い
ま
す
。
私
は
、

虚
子
が
己
を
顕
示
す
る
こ
の
一
句
を
も
っ
て
第
二
芸
術
論
に
答
え
た
、
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

と
は
言
う
も
の
の
、
こ
の
作
品
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
、
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ

で
私
は
、
万
一
、
虚
子
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
、
次
の
二
つ
の
俳
句
と
比
べ
な
が
ら
、
試
み

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
よ
く
知
ら
れ
て
、
評
価
の
高
い
作
品
で
す
。

年
守
や
乾
鮭
の
太
刀
鱈
の
棒

与
謝
蕪
村

枯
木
立
月
光
棒
の
如
き
か
な

川
端
茅
舎

ど
ち
ら
の
句
に
も
、
情
景
が
あ
り
ま
す
。
絵
が
あ
り
ま
す
。
読
者
は
す
ぐ
に
、
そ
う
し
た
情
景
（
絵
）
を

思
い
描
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
輪
郭
の
は
っ
き
り
し
た
絵
画
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
れ
は

各
人
各
様
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
そ
れ
は
あ
る
平
均
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
周
辺
に
集
中
し
、
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一
定
の
範
囲
内
に
限
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
例
え
ば
、
前
者
に
は
粛
々
と
年
が
移
り
行
く
大
晦
日
の
厳

粛
な
風
景
が
、
後
者
に
は
葉
を
落
と
し
月
光
を
浴
び
て
冷
た
く
立
ち
つ
く
す
冬
の
木
立
が
普
遍
的
に
浮
か
び

上
が
っ
て
き
ま
す
。
次
に
読
者
は
、
こ
の
思
い
描
い
た
絵
の
中
に
、〈
太
刀
〉
や
〈
棒
〉
や
〈
棒
の
如
き
〉

に
象
徴
的
な
意
味
合
い
を
重
ね
て
、
詩
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の

イ
メ
ー
ジ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
内
的
な
心
象
、
例
え
ば
、
行
く
年
来
る
年
の
安
寧
や
孤
立
無
援
の
人
生
な
ど
を
重

ね
合
わ
せ
、
あ
る
い
は
投
影
し
て
、
響
き
合
う
感
動
の
多
寡
に
よ
っ
て
作
品
の
評
価
を
し
ま
す
。
こ
う
し
て

こ
の
二
つ
の
俳
句
の
評
価
が
、
平
均
的
あ
る
い
は
最
大
公
約
数
的
に
決
ま
っ
て
い
く
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
、
虚
子
の
句
に
は
眼
前
に
手
が
か
り
と
な
る
絵
が
あ
り
ま
せ
ん
。
移
り
ゆ
く
歳
月
（
去
年
今

年
）
と
い
う
継
時
的
世
界
と
主
観
的
幻
影(

仮
象
）
と
も
言
う
べ
き
「
貫
く
棒
の
如
き
も
の
」
と
い
う
言
葉

（
比
喩
）
が
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。
何
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
か
容
易
に
は
連
想
が
働
き
ま
せ
ん
。

限
定
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
何
ら
か
の
反
応
や
解
釈
が
誘
発
さ
れ
る
具
象
的
な
作
品
と
異
な
り
、
こ
れ
に
刺
激

さ
れ
て
誘
発
さ
れ
る
内
的
な
心
象
が
読
者
の
側
に
な
け
れ
ば
、
分
か
ら
な
い
、
つ
ま
ら
な
い
、
さ
ら
に
は
馬

鹿
げ
た
俳
句
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
得
ま
す
。
し
か
し
、
具
象
的
な
手
が
か
り
（
絵
）
が
な
く
、
解
釈
と

鑑
賞
の
た
め
に
は
共
鳴
す
る
読
者
の
心
象
こ
そ
が
不
可
欠
と
い
う
こ
と
は
、逆
さ
に
言
え
ば
、こ
の
作
品
は
、

個
々
の
読
者
の
内
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
心
象
、
詩
的
内
実
、
さ
ら
に
は
生
き
様
、
人
ざ
ま
、
人
生
経

験
を
受
け
入
れ
、
呼
び
起
こ
し
、
ま
た
そ
れ
に
呼
応
し
て
詩
的
世
界
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
も
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
初
め
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
本
句
は
き
わ
め
て
難
解
、
ま
た
人
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さ
ま
ざ
ま
な
鑑
賞
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
こ
そ
本
句
の
持
つ
大
き
な
世
界
、
即
ち
、

時
の
流
れ
と
い
う
永
劫
の
世
界
の
中
に
「
棒
」
と
い
う
仮
象
（
言
葉
）
以
外
何
物
も
な
い
と
い
う
、
そ
の
無

限
の
広
さ
と
深
さ
が
も
た
ら
す
も
の
と
言
え
る
の
で
す
。

大
岡
信
さ
ん
は
、『
折
々
の
う
た
』（
岩
波
書
店

一
九
八
〇
年
）
の
中
で
、
本
句
の
こ
う
し
た
雄
大
さ
に

言
及
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
新
春
だ
け
に
限
ら
ず
、
去
年
を
も
今
年
を
も
丸
抱
え
に
し
て
貫

流
す
る
天
地
自
然
へ
の
思
い
を
う
た
う
」
快
作
に
し
て
怪
作
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
を
敷
衍
す
れ
ば
、
虚
子
の

句
は
、
ま
さ
に
極
小
の
詩
型
を
も
っ
て
極
大
な
世
界
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は
、
大
岡
さ
ん

の
言
う
こ
の
雄
大
な
る
天
地
自
然
に
、
虚
子
が
己
を
な
ぞ
ら
え
た
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。「
流
れ
行
く
歳

月
を
渡
り
つ
つ
な
お
泰
然
と
し
て
我
こ
こ
に
あ
り
」
の
心
境
、
我
も
ま
た
斯
く
あ
り
た
し

―
。
お
こ
が
ま

し
い
話
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
に
は
、
都
留
文
科
大
学
で
の
誹
謗
事
件
当
時
の
、
さ
ら
に
は
、（
こ
れ
は

『
演
歌
つ
れ
づ
れ
』
の
中
で
語
っ
て
い
ま
す
が
）、
東
京
家
庭
裁
判
所
時
代
の
逆
境
時
で
の
、
と
も
に
矜
恃

が
崩
れ
落
ち
る
よ
う
な
自
我
の
危
機
体
験
時
の
心
象
風
景
が
感
応
す
る
の
で
す
。
桑
原
武
夫
の
「
第
二
芸
術

論
」
か
ら
雌
伏
三
年
、
本
句
で
虚
子
が
己
を
謳
い
つ
つ
、
ま
さ
に
俳
句
詩
型
の
持
つ
芸
術
性
と
可
能
性
を
示

唆
し
、
そ
れ
に
対
し
て
見
事
に
答
え
た
と
考
え
た
の
も
、
こ
の
た
め
で
す
。
大
岡
さ
ん
の
言
葉
を
借
り
て
言

う
な
ら
、
私
は
、
虚
子
が
こ
の
一
句
を
も
っ
て
、「
さ
ま
ざ
ま
な
主
義
や
潮
流
を
丸
抱
え
に
し
て
貫
流
す
る

俳
句
文
学
の
奥
義
と
真
髄
」
を
も
示
し
た
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。

追
い
込
ま
れ
て
、
し
か
し
ま
さ
に
ま
さ
し
く
自
己
実
現
を
果
た
し
た
虚
子
開
眼
の
作
。
こ
こ
で
巨
匠
高
浜
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虚
子
は
、
誇
り
高
い
己
の
心
境
を
顕
示
す
る
こ
と
、
第
二
芸
術
論
に
対
し
て
実
作
を
も
っ
て
答
え
る
こ
と
、

こ
の
二
つ
の
目
的
を
同
時
に
達
成
し
て
、
恐
ら
く
、
心
中
深
く
快
哉
を
叫
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。な

お
、
虚
子
は
、
折
角
こ
の
快
心
の
作
を
表
わ
し
て
も
、
そ
の
後
も
以
前
の
ま
ま
の
作
風
で
淡
々
と
句
作

を
続
け
、
と
り
わ
け
の
変
貌
は
見
せ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
ま
た
「
貫
く
棒
の
如
き
」
心
境
と
で
も
言
え
る

の
か
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

【
註
】こ

の
「
咳
く
と
ポ
ク
リ
ッ
と
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
ひ
び
く
朝
」
は
、「
咳
く
ヒ
ポ
ク
リ
ッ
ト
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
ひ
び
く

朝
」
が
原
句
で
あ
り
、「
ヒ
ポ
ク
リ
ッ
ト
」
の
傍
点
部
分
、「
ヒ
」
と
「
ト
」
が
印
刷
ミ
ス
で
そ
れ
ぞ
れ
「
と
」
に

、

、

誤
植
さ
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。

＊

「
人
は
何
故
書
く
の
か
」。
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
さ
ま
ざ
ま
に
錯
綜
す
る
欲
求
に
動
か
さ
れ
、
小
説
、
エ
ッ
セ

イ
等
々
で
、
実
に
多
様
な
主
題
で
書
い
て
い
ま
す
。
私
の
場
合
を
切
り
口
に
、
千
栄
子
、
そ
し
て
虚
子
と
、

書
き
手
の
レ
ベ
ル
が
中
期
、
初
期
、
後
期
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
三
つ
の
段
階
を
、
対
比
的
に
、
そ
れ
を
事
例

研
究
的
に
見
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
だ
け
の
資
料
で
、
こ
の
大
き
な
テ
ー
マ
の
結
論
が
得
ら
れ
よ
う
は
ず
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
れ
は
本
来
、
私
の
手
に
負
え
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
書
く
こ
と
（
ま
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た
創
る
こ
と
）
に
つ
い
て
の
根
幹
を
流
れ
る
エ
ッ
セ
ン
ス
を
抜
き
出
す
こ
と
は
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

箇
条
書
き
的
に
申
し
上
げ
て
み
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

①

人
は
初
め
、
周
囲
か
ら
動
機
づ
け
ら
れ
、
他
律
的
に
書
く
こ
と
を
始
め
る
が
、
や
が
て
、
自
ら
目
的
を

持
っ
て
自
律
的
に
書
く
よ
う
に
な
る
。

②

意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、
人
は
己
を
癒
す
た
め
に
、
あ
る
い
は
守
る
た
め
に
書
く
。

③

そ
の
た
め
、
世
間
や
社
会
と
闘
い
、
ま
た
自
分
と
も
闘
っ
て
い
く
。
裏
返
せ
ば
、
闘
う
た
め
に
書
く
。

④

や
が
て
戦
い
は
終
わ
り
、
さ
ら
に
大
き
な
世
界
と
立
ち
向
か
う
成
長
し
た
自
分
を
発
見
す
る
。
そ
う
い

う
自
分
を
喜
び
、
確
認
し
、
さ
ら
に
自
分
を
成
長
さ
せ
る
た
め
に
、
よ
り
本
質
的
、
よ
り
理
想
的
な
も
の

に
向
か
っ
て
書
き
続
け
る
。

⑤

つ
い
に
は
、
心
の
叫
び
、
魂
の
発
露
を
求
め
る
よ
う
な
時
が
来
て
、
人
は
こ
れ
な
く
し
て
生
き
る
こ
と

が
叶
わ
ぬ
ほ
ど
に
な
っ
て
い
く
。
書
き
手
と
し
て
の
自
分
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
、
同
時
に
人
と
し
て
も
自

分
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
、
二
つ
の
目
的
を
併
せ
持
っ
て
書
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

こ
れ
ら
を
欲
求
理
論
的
に
言
い
ま
す
と
、
書
く
こ
と
ま
た
創
る
こ
と
は
、
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
程
度

の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
す
べ
て
成
長
欲
求
と
自
己
実
現
欲
求
に
突
き
動
か
さ
れ
た
貴
重
な
精
神
活
動
だ
と
言
え

ま
す
。
そ
し
て
、
心
を
癒
す
た
め
、
自
己
を
成
長
さ
せ
る
た
め
の
、
か
け
が
え
の
な
い
人
生
の
伴
侶
と
な
り

ま
す
。
私
は
、
こ
の
大
切
な
宝
物
を
生
き
甲
斐
に
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
書
き
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
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長
々
と
ご
清
聴
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
皆
様
の
ご
健
筆
、
心
よ
り
祈
っ
て
い
ま
す
。

【
備
考
】

１

本
稿
は
、
〇
九
年
二
月
一
一
日
、
山
梨
県
立
文
学
館
研
修
室
で
実
施
さ
れ
た
、
山
梨
県
芸
術
文
化
協
会
の
芸

術
文
化
講
習
会
『
書
く
よ
ろ
こ
び
創
る
愉
し
さ
』
に
お
い
て
行
っ
た
講
演
『
人
は
何
故
書
く
の
か
、
私
の
場
合
』

に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

２

当
日
、
体
調
す
ぐ
れ
ず
、
講
演
前
か
ら
め
ま
い
を
発
し
、
準
備
し
た
事
柄
で
語
り
残
し
た
こ
と
が
多
々
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
残
り
な
く
満
た
し
ま
し
た
の
で
、
本
稿
は
講
演
内
容
よ
り
か
な
り
膨
ら
ん
で
い
ま
す
。
当

日
の
ご
参
加
者
に
は
、
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

３

二
の
「
私
の
怒
り
と
怨
念
」
の
と
こ
ろ
は
、
当
日
は
ほ
と
ん
ど
さ
わ
り
だ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
詳
細
は
語
っ

て
は
い
ま
せ
ん
。
最
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
ま
で
は
目
を
瞑
っ
て
、
読
み
飛
ば
し
て
い
た
だ
い
て
結
構
で
す
。

４

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
お
断
わ
り
い
た
し
ま
す
。
す
で
に
亡
く
な
ら
れ
て
い
る
方
に
と
っ
て
は
、
良
き
こ
と

は
と
も
か
く
、
悪
し
き
こ
と
に
は
自
ら
反
論
す
る
術
も
な
い
の
で
、
私
は
特
定
で
き
る
物
故
者
の
不
名
誉
に
通

じ
る
虞
の
あ
る
出
来
事
は
取
り
上
げ
な
い
主
義
で
し
た
。
が
、
Ｙ
先
生
に
つ
い
て
は
、
亡
き
先
生
ご
自
身
か
ら

も
お
許
し
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
い
、
敢
え
て
記
述
い
た
し
ま
し
た
。

【
出
典:
『
琅
』

・

二
〇
〇
九
年
八
月
】

No

22
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