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現
代
の
我
々
が
文
章
を
書
こ
う
と
す
る
時
、
ま
ず
頭
を
よ
ぎ
る
の
は
文
体
で
あ

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
い
や
、こ
と
さ
ら
文
体
に
つ
い
て
考
え
る
よ
り
も
む
し
ろ
、

対
象
と
な
る
読
み
手
を
意
識
し
つ
つ
、
自
然
に
文
体
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
の
が

普
通
で
あ
ろ
う
。
文
体
あ
る
い
は
文
末
表
現
に
対
し
て
、
さ
ほ
ど
こ
だ
わ
り
な
く

書
い
て
い
る
こ
の
よ
う
な
現
状
に
我
々
は
問
題
さ
え
感
じ
て
い
な
い
。
本
稿
は
こ

の
こ
と
に
眼
を
向
け
、
文
末
表
現
に
注
目
し
、
近
代
文
学
（
小
説
）
の
史
的
意
義

を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
文
語
体
の
文
章
か

ら
口
語
体
の
文
章
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
明
治
二
十
年
代
は
、
近
代
文
学
史
上
、
画

期
的
な
時
代
で
あ
っ
た
。
多
く
の
小
説
家
達
が
文
体
表
現
を
特
別
に
意
識
し
、
皆

で
共
有
し
合
っ
て
、
新
し
い
小
説
の
形
が
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
歴
史
で
あ
る
。

今
の
「
た
」
や
「
だ
ろ
う
」、
或
い
は
、
過
去
か
未
来
か
の
時
制
を
、
格
別
に
意
識

し
な
い
で
筆
を
進
め
て
い
る
現
代
と
は
異
な
る
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
よ

う
。

　

文
体
に
拘
わ
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
、
言
文
一
致
体
小
説
が
、
翻
訳
文
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
新
た
な
文
体
意
識
、
文
末
表
現
の
誕
生
と
い
う
こ
と
に
突
き
当
た

る
。
こ
の
こ
と
に
私
が
気
づ
い
た
き
っ
か
け
は
、「
切
腹
考
」〈
伊
藤
比
呂
美　

２
０
１
７
・
２　
「
文
藝
春
秋
」〉
の
森
鴎
外
の
翻
訳
文
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
に
触

れ
た
こ
と
だ
っ
た
。
伊
藤
は
森
鴎
外
の
口
語
体
の
翻
訳
文
で
、
何
度
も
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
「
の
で
あ
る
」
に
着
目
し
、
こ
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
、「
韻
文
的
な
リ
ズ
ム
」

と
詩
人
ら
し
い
感
性
で
評
価
し
た
。
鴎
外
の
歴
史
小
説
で
よ
く
使
わ
れ
て
い
る「
の

で
あ
る
」
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
私
に
は
、
全
知
の
語
り
手
ら
し
い
特
有
の
表
現
か

な
ど
と
ぼ
ん
や
り
し
た
認
識
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
指
摘
に
よ
っ
て
改
め
て
、

翻
訳
文
を
契
機
と
す
る
「
時
制
」
と
「
人
称
」
の
問
題
と
し
て
、
明
治
の
口
語
体

小
説
を
じ
っ
く
り
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
近

代
の
言
文
一
致
体
の
歴
史
を
考
え
る
に
は
、
四
迷
か
ら
美
妙
へ
と
始
め
る
の
が
定

石
だ
が
、
一
挙
に
紅
葉
を
出
発
点
と
し
て
そ
の
問
題
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
三

好
行
雄
は
、
紅
葉
の
小
説
「
色
懺
悔
」
に
対
し
、
小
説
的
な
限
界
を
見
て
否
定
的

に
評
価
す
る
一
方
で
、〈
一
見
異
様
の
文
体
〉
の
創
出
に
日
本
近
代
文
学
の
可
能
性

を
み
て
い
る
。「
紅
葉
に
と
っ
て
お
そ
ら
く
文
体
だ
け
が
作
品
の
内
部
に
自
己
を
き

ざ
む
存
在
証
明
だ
っ
た
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。（「
尾
崎
紅
葉
ノ
オ
ト
」「
近
代
文
学

尾
崎
紅
葉
に
お
け
る
言
文
一
致
体
表
現
の
模
索
と
そ
の
達
成

　
　
　

―
「
を
さ
な
心
」〈
羝
夢
生
と
共
訳
〉【
原
作　
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―
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鑑
賞
講
座
・
第
二
巻　

幸
田
露
伴
・
尾
崎
紅
葉
」
角
川
書
店　

昭
34　

の
ち
「
三

好
行
雄
著
作
集　

第
四
巻
」
筑
摩
書
房
）
そ
こ
で
、
提
起
さ
れ
た
文
体
の
史
的
意

義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
前
提
と
な
る
文
末
表
現
に
つ
い
て
、
時
代
は
下
っ
て
、

川
端
康
成
の
「
伊
豆
の
踊
子
」（『
文
藝
時
代
』
大
正
15
）
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

そ
の
冒
頭
文
と
結
末
の
文
と
を
並
べ
て
文
末
表
現
の
違
い
に
注
目
し
て
い
く
。

（
冒
頭
文
）

　

道
が
九
十
九
折
に
な
っ
て
、
い
よ
い
よ
天
城
峠
に
近
づ
い
た
と
思
う
こ
ろ
、
雨

脚
が
杉
の
密
林
を
白
く
染
め
な
が
ら
、
す
さ
ま
じ
い
早
さ
で
麓
か
ら
私
を
追
っ
て

来
た
。

　

私
は
二
十
歳
、
高
等
学
校
の
制
帽
を
か
ぶ
り
、
紺
飛
白
の
着
物
に
袴
を
は
き
、

学
生
カ
バ
ン
を
肩
に
か
け
て
い
た
。
一
人
伊
豆
の
旅
に
出
て
か
ら
四
日
目
の
こ
と

だ
っ
た
。
修
善
寺
温
泉
に
一
夜
泊
り
、
湯
ヶ
島
温
泉
に
二
夜
泊
り
、
そ
し
て
朴
歯

の
高
下
駄
で
天
城
を
登
っ
て
来
た
の
だ
っ
た
。
重
な
り
合
っ
た
山
々
や
原
生
林
や

深
い
渓
谷
の
秋
に
見
惚
れ
な
が
ら
も
、
私
は
一
つ
の
期
待
に
胸
を
と
き
め
か
し
て

道
を
急
い
で
い
る
の
の
だ
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
大
粒
の
雨
が
私
を
打
ち
始
め
た
。

折
れ
曲
が
っ
た
急
な
坂
道
を
駈
け
登
っ
た
。
よ
う
や
く
峠
の
北
口
の
茶
屋
に
辿
り

つ
い
て
ほ
っ
と
す
る
と
同
時
に
、
私
は
そ
の
入
り
口
で
立
ち
す
く
ん
で
し
ま
っ
た
。

あ
ま
り
に
期
待
が
見
事
に
的
中
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
旅
芸
人
の
一
行
が
休

ん
で
い
た
の
だ
。

　

突
っ
立
っ
て
い
る
私
を
見
た
踊
子
が
す
ぐ
に
自
分
の
座
蒲
団
を
外
し
て
、
裏
返

し
に
そ
ば
へ
置
い
た
。

　
「
え
え
・
・
・
」
と
だ
け
言
っ
て
、
私
は
そ
の
上
に
腰
を
下
し
た
。
坂
道
を
走
っ

た
息
切
れ
と
驚
き
と
で
、「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
言
葉
が
咽
に
ひ
っ
か
か
っ
て
出

な
か
っ
た
の
だ
。

（
結
末
文
）

　

は
し
け
は
ひ
ど
く
揺
れ
た
。
踊
子
は
や
は
り
脣
を
き
っ
と
閉
じ
た
ま
ま
一
方
を

見
つ
め
て
い
た
。
私
が
縄
梯
子
に
捉
ま
ろ
う
と
し
て
振
り
返
っ
た
時
、
さ
よ
な
ら

を
言
お
う
と
し
た
が
、
そ
れ
も
よ
し
て
、
も
う
一
ぺ
ん
た
だ
う
な
づ
い
て
見
せ
た
。

は
し
け
が
帰
っ
て
行
っ
た
。
栄
吉
は
さ
っ
き
私
が
や
っ
た
ば
か
り
の
鳥
打
帽
を
し

き
り
に
振
っ
て
い
た
。ず
っ
と
遠
ざ
か
っ
て
か
ら
踊
子
が
白
い
も
の
を
振
り
始
め
た
。

　

汽
船
が
下
田
の
海
を
出
て
伊
豆
半
島
の
南
端
が
後
ろ
に
消
え
て
行
く
ま
で
、
私

は
欄
干
に
凭
れ
て
沖
の
大
島
を
一
心
に
眺
め
て
い
た
。
踊
子
に
別
れ
た
の
は
遠
い

昔
で
あ
る
よ
う
な
気
持
だ
っ
た
。
婆
さ
ん
は
ど
う
し
た
か
と
船
室
を
覗
い
て
み
る

と
、
も
う
人
々
が
車
座
に
取
り
囲
ん
で
、
い
ろ
い
ろ
と
慰
め
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。

私
は
安
心
し
て
、そ
の
隣
の
船
室
に
は
い
っ
た
。
相
模
灘
は
浪
が
高
か
っ
た
。
坐
っ

て
い
る
と
、と
き
ど
き
左
右
に
倒
れ
た
。
船
員
が
小
さ
い
金
だ
ら
い
を
配
っ
て
廻
っ

た
。
私
は
カ
バ
ン
を
枕
に
し
て
横
た
わ
っ
た
。
頭
が
空
っ
ぽ
で
時
間
と
い
う
も
の

を
感
じ
な
か
っ
た
。
涙
が
ぽ
ろ
ぽ
ろ
カ
バ
ン
に
流
れ
た
。
頬
が
冷
た
い
の
で
、
カ

バ
ン
を
裏
返
し
に
し
た
ほ
ど
だ
っ
た
。
私
の
横
に
少
年
が
寝
て
い
た
。
河
津
の
工

場
主
の
息
子
で
入
学
準
備
に
東
京
へ
行
く
の
だ
っ
た
か
ら
、一
高
の
制
帽
を
か
ぶ
っ

て
い
る
私
に
好
意
を
感
じ
た
ら
し
か
っ
た
。
少
し
話
し
て
か
ら
彼
は
言
っ
た
。

「
何
か
ご
不
幸
で
も
お
あ
り
に
な
っ
た
の
で
す
か
」

「
い
い
え
、
今
人
に
別
れ
て
着
た
ん
で
す
」

　

私
は
非
常
に
素
直
に
言
っ
た
。
泣
い
て
い
る
の
を
見
ら
れ
て
も
平
気
だ
っ
た
。
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私
は
何
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
清
々
し
い
満
足
の
中
に
静
か
に
眠
っ
て
い

る
よ
う
だ
っ
た
。

①　

こ
の
二
つ
の
語
り
の
文
末
表
現
か
ら
ど
ん
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う

か
。
冒
頭
文
で
は
「
私
」
の
や
っ
た
こ
と
、
見
た
こ
と
、
他
人
が
し
た
こ
と
、
自

然
の
動
き
な
ど
の
す
べ
て
に
過
去
形
の
「
た
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、い
ま
、

こ
こ
で
一
人
称
の
「
私
」
が
語
る
語
り
の
中
に
、「
の
だ
っ
た
」「
た
の
だ
」
そ
し

て
「
で
あ
る
」
が
入
り
込
ん
で
く
る
。
単
純
な
過
去
の
出
来
事
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
変
え
た
「
私
」
の
（
心
の
う
ち
）
が
文
中
に
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
回
想
、

記
憶
を
含
み
つ
つ
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
流
れ
が
、
二
種
類
の
文
末
表
現
で
語

ら
れ
て
い
る
。時
間
意
識
の
立
体
的
な
奥
行
き
が
感
じ
ら
れ
る
文
章
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
結
末
文
で
は
、
船
の
中
の
「
私
」
の
心
の
動
き
は
、
事
実
に
即
応
し
、

瞬
間
々
々
に
動
く
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
感
覚
の
畳
み
込
み
に
な
る
。
地
の
文
で
「
の

で
あ
る
」
の
よ
う
な
思
惟
的
な
も
の
は
影
を
ひ
そ
め
、
過
去
の
「
た
」
ば
か
り
が

際
立
っ
て
い
る
。
こ
の
小
説
は
一
人
称
の
「
私
」
の
語
り
の
形
を
と
っ
て
い
る
が
、

冒
頭
で
は
「
私
」
の
思
惟
し
た
こ
と
を
過
去
の
事
実
に
入
り
込
ま
せ
な
が
ら
、
物

語
の
流
れ
を
作
り
つ
つ
、
最
後
に
な
る
と
、
過
去
の
事
実
を
私
の
鮮
明
な
感
覚
の

働
き
に
よ
っ
て
す
ば
や
く
畳
み
込
む
表
現
で
終
え
て
い
る
。
思
惟
か
ら
感
覚
の
動

き
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
豊
か
な
文
末
表
現
に
よ
っ
て
、
客
観

的
な
過
去
の
事
実
と
と
も
に
、
一
人
称
の
「
私
」
を
主
語
と
し
て
、「
私
」
の
思
惟

が
時
間
表
現
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
も
う
一
人
の
〈
私
〉
と

い
う
一
人
称
」
と
い
う
言
葉
で
「
伊
豆
の
踊
子
」
を
評
し
た
田
村
充
正
の
「
翻
訳

と
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
倫
理
」（
春
秋
社
・
２
０
１
９
・
２
）
を
参
考
に
し
て
み

よ
う
。
田
村
は
、
五
所
平
之
助
の
映
画
を
引
き
合
い
に
出
し
、
本
来
「
古
色
蒼
然
」

た
る
人
情
話
に
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
「
伊
豆
の
踊
子
」
が
、
終
わ
り
近
く

で
「
二
十
歳
の
私
は
、
自
分
の
性
質
が
孤
児
根
性
で
歪
ん
で
い
る
と
厳
し
い
反
省

を
重
ね
、
そ
の
息
苦
し
い
憂
鬱
に
堪
へ
き
れ
な
い
で
伊
豆
の
旅
に
出
て
き
て
い
る

の
だ
っ
た
」
と
書
い
た
文
に
繋
ぎ
、〈
私

―
私
〉
経
路
に
よ
る
内
省
的
な
音
調
を

嗅
ぎ
取
っ
た
。
そ
れ
を
「
も
う
一
人
の
〈
私
〉
と
い
う
一
人
称
」
と
規
定
し
「
西

洋
文
学
の
翻
訳
か
ら
出
発
し
た
日
本
の
〈
小
説
〉
が
〈
私
〉
を
発
見
し
な
が
ら
翻

訳
語
を
脱
皮
し
て
新
し
い
小
説
の
言
葉
を
探
求
」
し
て
い
る
と
評
価
し
た
。
田
村

は
「
の
だ
っ
た
」
を
含
む
文
を
挙
げ
て
、
一
人
称
の
私
の
あ
り
よ
う
を
翻
訳
語
と

の
関
連
で
考
察
し
た
が
、
こ
こ
で
私
は
翻
訳
文
か
ら
発
展
し
て
い
っ
た
近
代
文
学

に
お
け
る
口
語
文
の
文
末
表
現
の
問
題
に
絞
っ
て
、
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

②　
「
の
で
あ
る
」
に
つ
い
て
、
参
考
に
な
る
こ
れ
ま
で
の
評
価

・
谷
崎
潤
一
郎　
「
現
代
口
語
文
の
欠
点
に
つ
い
て
」（『
倚
松
庵
随
筆
』
昭
・
４
）

　
「
の
で
あ
る
」
口
調
は
東
京
語
で
は
な
い
こ
と
、
今
の
陸
軍
は
「
で
あ
り
ま
す
」

口
調
で
あ
る
が
、
薩
摩
、
土
佐
の
政
治
家
の
演
説
の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
た
め
、

文
章
の
〈
優
雅
さ
〉
が
欠
如
す
る
と
谷
崎
は
批
判
的
に
評
価
。

・
時
枝
誠
記
「
国
語
学
言
論
」（
岩
波
書
店　

昭
和
16
）

　
「
が
あ
る
」
と
「
で
あ
る
」
を
比
較
し
、「
机
が
あ
る
」
は
〈
存
在
的
概
念
〉
で

あ
る
の
に
対
し
、「
机
で
あ
る
」
は
「
判
断
的
陳
述
」
と
説
明
。

　
時
枝
を
援
用
す
れ
ば
、「
伊
豆
の
踊
子
」
の
文
末
表
現
は
、
過
去
の
時
制
の
「
た
」

と
、
判
断
や
認
識
の
主
体
の
存
在
を
強
調
す
る
「
の
で
あ
る
」
の
両
者
に
よ
っ
て
、

語
り
手
の
思
惟
が
際
立
ち
、
誰
が
主
語
で
あ
る
か
（
一
人
称
か
三
人
称
か
）
を
明
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八

確
に
す
る
。
近
代
の
散
文
の
成
立
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
主
語

を
曖
昧
に
す
る
和
文
脈
か
ら
、
主
語
を
明
確
に
す
る
欧
文
脈
と
い
う
近
代
散
文
の

成
立
と
説
明
で
き
る
。

島
崎
藤
村
「
破
戒
」
で
明
治
の
口
語
文
体
を
見
る
。　
「
た
」
と
「
の
で
あ
る
」

―
自
然
主
義
作
家
・
島
崎
藤
村
の
主
客
の
一
体
化

　
「
丑
松
は
大
急
ぎ
で
下
宿
へ
帰
っ
た
。
月
給
を
受
け
取
っ
て
来
て
妙
に
気
強
い
や

う
な
心
地
に
な
っ
た
。
昨
日
は
湯
に
も
入
ら
ず
、
煙
草
も
買
は
ず
、
早
く
蓮
華
寺
へ
、

と
思
ひ
あ
せ
る
ば
か
り
で
、
暗
い
一
日
を
過
し
た
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、

懐
中
に
一
文
の
小
使
も
な
く
て
、
笑
ふ
と
い
ふ
気
に
は
誰
が
な
ら
う
。
悉
皆
下
宿

の
払
ひ
を
済
ま
し
、
車
さ
へ
来
れ
ば
直
ち
に
出
か
け
ら
れ
る
ば
か
り
に
用
意
し
て
、

さ
て
巻
煙
草
に
火
を
点
け
た
時
は
、
言
ふ
に
言
は
れ
ぬ
愉
快
を
感
ず
る
の
で
あ
っ

た
。」
（『
破
戒
』　

明
39
）

　

柄
谷
行
人
は
こ
れ
を
挙
げ
て
「
語
り
手
は
主
人
公
を
通
し
て
世
界
を
見
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
読
者
は
こ
れ
が
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
語
り

手
が
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
」
と
指
摘
す
る
。（「
日
本
近
代
文

学
の
起
源
」
昭
55
）
語
り
手
の
捉
え
た
主
観
と
客
観
的
な
外
部
と
の
見
事
な
合
致

と
し
て
、
近
代
の
口
語
散
文
の
達
成
の
ひ
と
つ
と
評
価
し
た
も
の
で
、
文
末
表
現

に
よ
っ
て
重
要
な
語
り
手
の
問
題
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
藤
村
の
口
語
文
体
に
よ

る
自
然
主
義
文
学
の
達
成
で
あ
る
。

　
「
た
」
の
表
現
に
つ
い
て
は
、「
三
人
称
客
観
」
の
達
成
と
す
る
こ
の
柄
谷
の
ほ
か
、

野
口
武
彦
の
「
三
人
称
の
発
見
ま
で
」（
昭
・
59
）
に
は
、
三
人
称
を
主
語
と
す
る

過
去
時
制
に
よ
る
客
観
化
の
機
能
、
従
来
の
和
歌
的
な
構
文
と
は
異
な
っ
た
欧
文

脈
な
ど
の
指
摘
も
あ
る
。
文
末
表
現
を
考
え
る
ポ
イ
ン
ト
と
は
、
和
文
脈
と
は
異

な
る
「
欧
文
脈
」
の
な
か
の
主
語
と
述
語
の
対
応
、さ
ら
に
述
語
の
部
分
の
「
動
詞
」

＋
「
助
動
詞
」
に
よ
る
〈
時
制
〉
へ
の
着
眼
で
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
加
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

二
　
紅
葉
の
「
二
人
女
房
」
の
問
題

①　

多
様
な
文
末
表
現

―
時
制
に
注
目
す
る
藤
井
貞
和

　

紅
葉
を
捉
え
る
た
め
に
ま
ず
「
二
人
女
房
」
を
取
り
上
げ
よ
う
。
藤
井
は
、
古

典
文
法
に
お
け
る
、
過
去
、
ま
た
は
完
了
の
助
動
詞
が
、
近
代
に
な
っ
て
、「
た
」

に
変
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
、
紅
葉
の
「
二
人
女
房
」
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
指

摘
す
る
。

　
「『
あ
ひ
ヾ
き
』以
後
の
二
葉
亭
四
迷
が
、『
浮
雲
』に
お
い
て
、「
た
」「
た
」「
た
」・・・・

文
体
を
確
立
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
雅
文
体
の
非
過
去
を
引
き
受
け
た
か
た
ち
で

の
、尾
崎
紅
葉
『
二
人
女
房
』
の
よ
う
な
在
り
よ
う
は
、可
能
性
と
し
て
な
ら
、け
っ

し
て
引
け
を
と
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

　

山
口
は
左
手
を
衝
い
て
右
肩
を
斜
に
突
き
出
。
ぬ
っ
と
頭
を
伸
ば
し
て
。

　
「
お
種
さ
ん
。」

　
「
は
あ
。」
と
首
を
揺
か
し
て
顔
で
嬌
態
を
す
る
。

　
「
あ
の
娘
ね
。」
と
頤
で
見
当
を
つ
け
る
。　
（『
二
人
女
房
』　

１
９
８
１
）

　

非
過
去
の
文
末
、（「
て
ゐ
る
」
を
ふ
く
め
て
）
を
中
心
に
、「
て
」
止
め
と
、
そ

れ
に
連
用
中
止
、「
〜
な
り
。」
や
「
〜
ば
。」
や
、
ま
れ
に
「
で
あ
る
。」「
の
で
あ

る
。」「
の
だ
。」
も
見
え
、
か
と
思
う
と
文
語
文
の
数
ペ
ー
ジ
も
あ
り
、
多
様
な
文



杉
井
和
子　

尾
崎
紅
葉
に
お
け
る
言
文
一
致
体
表
現
の
模
索
と
そ
の
達
成

一
四
九

末
表
現
が
展
開
す
る
（「
た
」
も
わ
ず
か
に
あ
る
）。

　

そ
れ
が
あ
る
と
き
か
ら
、
非
過
去
の
言
文
一
致
体
の
試
み
を
投
げ
捨
て
て
、
こ

の
あ
と
「
た
」
優
勢
の
時
代
へ
と
近
代
文
学
は
ひ
た
走
り
に
走
る
こ
と
に
な
る
。」　

（「
日
本
語
と
時
間

―
〈
時
の
文
法
〉
を
た
ど
る
」
岩
波
新
書　

平
・
21
）」

　

藤
井
の
文
章
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、〈
非
過
去
〉
と
い
う
語
で
あ
る
。
同
じ

意
味
の
〈
現
在
形
〉
で
は
な
く
あ
え
て
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
語
は
単

に
過
去
を
打
ち
消
す
も
の
で
は
な
い
。
現
在
形
が
使
わ
れ
な
が
ら
、
ま
た
、
過
去

の
こ
と
を
も
含
み
う
る
微
妙
な
意
味
を
持
つ
語
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
さ
ら
に

藤
井
は
、「
長
い
京
阪
語
を
中
心
と
す
る
物
語
の
伝
統
で
は
、
非
過
去
の
文
体
で
書

く
の
で
あ
り
、「
源
氏
物
語
」
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
非
過
去
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
、

つ
ま
り
刻
々
と
現
在
が
移
り
進
む
か
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と

で
、
明
治
の
言
文
一
致
が
、＂
現
在
＂
時
制
を
選
択
す
る
こ
と
だ
っ
て
、
け
っ
し
て

な
く
は
な
か
っ
た
」
と
続
け
る
。
藤
井
は
、「
源
氏
物
語
」
つ
ま
り
古
典
文
学
の
物

語
的
な
語
り
方
の
一
つ
と
し
て
文
末
表
現
の
時
制
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。
一
方
、

同
じ
こ
と
が
翻
訳
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
翻
訳
文
と
の
繋
り
に
着
目
す
る
柳

父
章
の
「
た
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
文
を
参
考
に
し
て
み
よ
う
。「
過
去
形
と
は

書
き
こ
と
ば
に
お
け
る
い
わ
ば
約
束
と
し
て
、翻
訳
文
を
通
じ
て
作
ら
れ
た
」
ま
た
、

「
三
人
称
代
名
詞
と
単
純
過
去
が
主
体
の
西
洋
近
代
小
説
に
対
応
す
る
よ
う
に
近
代

日
本
の
小
説
に
「
た
」
が
登
場
し
た
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。（「
日
本
語
の
思
想

―
翻
訳
文
体
成
立
事
情
」
平
16
・
11
）

　

過
去
を
示
す
文
末
表
現
に
対
し
て
、
日
本
の
古
い
物
語
と
、
全
く
異
質
に
思
わ

れ
る
西
洋
の
小
説
と
を
こ
の
よ
う
に
し
て
並
べ
て
見
る
と
、
こ
の
二
つ
が
ま
さ
に

有
機
的
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
証
拠
は
、
森
鴎
外
の
翻
訳
小
説

と
口
語
体
小
説
で
も
明
ら
か
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
（『
成
蹊
国
文
』
第
53

号　

令
和
２
・
３
）
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
紅
葉
だ
け
に
絞
っ
て
考
察
し
て
い
く
。

②　

作
品
の
成
立
と
内
容

初
出　
『
都
の
花
』（
明
・
24
・
８
・
２
〜
明
25
・
12
・
18　

全
十
三
回
）
の
ち
、
改

訂
し
て
「
再
掲
」（
博
文
館
・
明
30
）（「
紅
葉
全
集
・
第
三
巻
」
岩
波
書
店　

平
・

４
は
初
出
を
底
本
と
す
る
。）

内
容　

　

上
編
・
中
編
・
下
編
で
、
文
体
が
異
な
る
。
上
は
口
語
文
体
。
会
話
文
が
多
く
、「
」

が
使
わ
れ
る
。
連
用
中
止
形
、「
な
り
」「
ご
と
し
」
も
若
干
あ
り
。
文
末
は
現
在
形
。

中
の
一
〜
二
は
擬
古
文
。
会
話
文
の
「
」
は
な
く
、
三
〜
五
は
口
語
文
体
。
下
は

口
語
文
体
な
ど
、
形
が
不
統
一
で
、
改
稿
も
多
い
。「
で
あ
る
」
の
使
用
で
注
目
さ

れ
た
口
語
体
小
説
で
あ
っ
た
が
、
初
出
で
は
使
わ
れ
ず
、「
再
掲
」
に
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
こ
の
小
説
は
、
す
っ
き
り
と
ま
と
ま
っ
た
形
を
と
る
こ
と
が

で
き
ず
、
い
わ
ば
悪
戦
苦
闘
す
る
紅
葉
の
口
語
体
の
実
験
的
作
品
で
あ
る
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

梗
概

　

芝
に
住
む
下
級
官
吏
の
丸
橋
新
八
郎
の
姉
妹
、お
銀
（
十
九
歳
）
と
お
鉄
（
十
七

歳
）
の
結
婚
生
活
を
対
照
的
に
描
い
た
も
の
。
姉
は
名
の
如
く
美
し
い
容
貌
で
、

立
派
な
家
に
住
む
奏
任
官
の
家
の
渋
谷
周
三
に
嫁
ぐ
。
渋
谷
は
前
妻
を
亡
く
し
、

か
な
り
年
上
だ
が
、
家
族
に
勧
め
ら
れ
て
嫁
い
だ
と
こ
ろ
、
姑
や
小
姑
の
存
在
が

重
く
の
し
か
か
っ
て
き
た
。
一
方
、
妹
は
、
美
人
で
は
な
か
っ
た
が
、
鍛
冶
屋
の
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男
に
嫁
ぎ
、
気
兼
ね
す
る
こ
と
も
な
く
、
幸
せ
な
毎
日
を
暮
ら
し
て
い
る
。

口
語
文
体
の
意
味

　

こ
の
時
期
の
紅
葉
の
、
西
鶴
調
を
脱
し
て
新
た
な
言
文
一
致
体
に
挑
戦
し
た
小

説
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
編
の
途
中
に
擬
古
文

が
入
る
奇
妙
な
形
に
な
っ
て
い
る
。「
で
あ
る
」
と
い
う
口
語
体
小
説
と
し
て
注
目

さ
れ
た
の
は
、
同
時
代
の
田
山
花
袋
の
証
言
「
東
京
の
三
十
年
」（
大
６
）「
近
代

の
小
説
」（
大
12
）
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。（「
24
年
５
月
こ
ろ
・
・
・「
何

と
言
っ
た
っ
て
、
し
ま
ひ
に
は
言
文
一
致
体
だ
ね
。
外
国
の
作
品
の
よ
う
に
な
る

に
き
ま
っ
て
ゐ
る
ね
」
そ
う
か
れ
（
紅
葉
）
は
言
っ
て
、
傍
ら
に
置
い
て
あ
る
一

冊
の
本
を
私
に
見
せ
た
・・・
そ
れ
は
ゾ
ラ
の
「
ア
ベ
・
ム
ー
レ
の
罪
」
で
あ
っ
た
。」）

　

ま
た
、
山
岸
荷
葉
の
「
地
の
文
と
会
話
」（『
故
紅
葉
大
人
断
片
』
明
37
・
１
）

に
は
、「
本
作
を
成
功
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
中
心
人
物
た
る
お
銀
、
お
鉄
の
姉
妹

を
描
き
わ
け
、
且
つ
彼
等
を
め
ぐ
る
人
々
を
生
き
生
き
と
描
き
出
す
こ
と
に
よ
り

そ
の
家
庭
的
雰
囲
気
を
十
分
表
は
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
リ
ア
ル
な

口
語
体
表
現
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
も
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ま
ず
、
紅
葉
の
口
語
体
小
説
の
根
幹
に
、
会
話
体
の
重

視
が
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
も
会
話
体
こ
そ
小
説
の
写
実
性
の
実
現
に
も
っ
と
も
有

効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
紅
葉
は
ゾ
ラ
の
小
説
に
〈
細
緻

な
レ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
な
描
写
〉
を
見
て
い
た
。
さ
ら
に
、
リ
ア
ル
な
会
話
文
を
用

い
る
時
に
は
、
地
の
文
と
い
か
に
う
ま
く
調
和
さ
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
も
あ

ら
た
め
て
課
題
に
し
て
い
た
。「
地
の
文
と
そ
の
会
話
と
の
調
和
だ
。
ど
う
も
こ
れ

で
ひ
ど
く
苦
し
ん
だ
ね
。」「
段
々
僕
も
言
文
一
致
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
が
、
第

一
考
へ
た
の
は
文
章
の
結
び
だ
・
・
・「
で
あ
る
」
と
い
ふ
結
び
の
言
葉
を
、
あ
ま

り
目
立
た
ぬ
や
う
、
読
ん
で
も
耳
立
て
ぬ
や
う
、
心
が
け
て
使
っ
た
」
な
ど
の
述

懐
に
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
二
人
女
房
」
で
ゾ
ラ
の
写
実
性
を
真
似
て
、
あ
ら
た
な
意
気
込
み
で
口
語
体
小

説
に
取
り
組
ん
だ
紅
葉
だ
っ
た
が
、「
会
話
文
」
と
「
地
の
文
」
と
を
分
け
、
会
話

を
浮
き
立
た
せ
よ
う
と
努
力
し
た
結
果
、
十
分
な
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
も
言
え
る
。
山
本
正
秀
の
「
紅
葉
の
言
文
一
致
に
つ
い
て
の
疑
問
」（『
言

文
一
致
の
歴
史
論
考
』
桜
楓
社
・
昭
56
）
に
も
そ
の
よ
う
な
考
察
が
あ
る
。
そ
れ

を
認
め
た
う
え
で
、
紅
葉
の
こ
の
よ
う
な
文
体
の
苦
心
、
模
索
そ
の
も
の
の
意
味

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

〈
非
過
去
〉
の
効
果

　

全
体
の
文
体
的
な
不
統
一
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、「
二
人
女
房
」
で
は
過
去
形

を
使
わ
ず
、
会
話
文
は
「
」
の
形
を
入
れ
て
、
人
間
の
内
面
を
リ
ア
ル
に
描
写
し

た
点
が
ま
ず
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
新
た
な
工
夫
と
し
て
、
小
説
の
特
徴
で

あ
る
文
末
表
現
の
時
制
が
問
題
と
な
る
。
中
編
の
三
で
、
再
掲
で
は
「
で
あ
る
」

が
使
わ
れ
た
。
会
話
と
地
の
文
の
書
き
分
け
が
意
識
的
に
な
り
な
が
ら
進
み
、
お

銀
の
婚
礼
も
済
ま
せ
て
一
段
落
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
続
く
五
か
ら
六
に
か

け
て
、
ま
さ
に
問
題
と
さ
れ
る
小
説
の
ヤ
マ
場
と
も
言
う
べ
き
場
面
が
展
開
す
る
。

泰
平
に
見
え
た
渋
谷
家
の
お
銀
の
苦
悩
が
浮
き
立
っ
て
く
る
う
ち
に
、
そ
の
ガ
ン

と
な
る
姑
（
隠
居
）
の
存
在
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、

こ
の
小
説
に
は
人
間
相
互
の
葛
藤
、
ド
ラ
マ
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
く
が
、
諍
い
が

ス
ト
レ
ー
ト
な
事
件
と
し
て
は
描
か
れ
ず
、
人
間
心
理
に
重
点
が
置
か
れ
、
あ
た
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一

か
も
見
え
が
た
き
を
見
せ
る
よ
う
な
手
つ
き
で
描
か
れ
て
い
る
。
お
銀
の
実
母
は
、

娘
の
様
子
を
窺
う
た
め
に
渋
谷
家
を
訪
ね
、
遠
慮
し
な
が
ら
隠
居
の
言
葉
や
振
る

舞
い
を
じ
っ
と
観
察
す
る
、
や
や
抑
制
の
感
じ
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
母
は
帰
り

に
車
に
乗
っ
て
、
そ
の
時
の
こ
と
を
一
人
で
反
芻
す
る
場
面
に
な
っ
て
い
く
の
だ

が
、
過
去
の
こ
と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
た
」
は
使
わ
れ
な
い
。
非
過
去
の

文
体
に
よ
っ
て
「
い
ま
」「
こ
こ
」
で
考
え
て
い
る
か
の
よ
う
な
リ
ア
ル
な
表
現
が

と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
面
白
い
こ
と
に
、
実
際
に
使
わ
れ
た
会
話
で
は
な
い
と

こ
ろ
に
会
話
体
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
隠
居
の
心
理
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

こ
の
あ
た
り
は
明
ら
か
に
二
葉
亭
の
文
章
と
の
類
似
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
同

じ
場
面
を
あ
と
で
母
親
の
心
理
が
追
う
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
隠
居
の
身
で
故
障
を
い
ふ
理
も
な
し
と
眼
を
瞑
り
て
、
お
銀
が
来
て
見
れ
ば
気

は
着
く
、
優
し
く
は
す
る
、
当
人
に
言
分
は
少
し
も
無
け
れ
ど
、・
・
・
」「
私
の

亡
後
は
彼
東
京
弁
の
ち
や
ほ
や
と
世
辞
の
好
い
母
親
が
這
入
こ
む
で
、
ど
う
い
ふ

事
を
す
る
か
知
れ
た
も
の
で
な
い
と
念
っ
て
ゐ
る
箭
先
へ
、
此
頃
は
も
う
其
計
画

か
、
準
備
の
好
、
懊
悩
ほ
ど
出
入
を
為
始
め
た
が
、
会
計
は
お
銀
の
預
り
ゆ
ゑ
、

ど
ん
な
幻
術
も
自
由
自
在
な
れ
ば
、
其
処
を
見
込
む
で
強
願
に
来
る
の
か
も
知
れ

ぬ
。」
こ
れ
が
隠
居
の
内
面
で
あ
る
。

　

帰
り
の
母
親
の
場
面
は
「
隠
居
の
今
日
の
不
機
嫌
は
ど
う
い
ふ
源
因
で
あ
ろ
う
。

銀
が
何
に
気
に
入
ら
ぬ
こ
と
を
し
た
の
か
知
ら
ぬ
。
さ
う
も
想
ふ
け
れ
ど
、
聞
い

て
見
れ
ば
旦
那
様
に
何
か
い
は
れ
た
ら
し
い
と
い
ふ
か
ら
、
さ
う
か
も
知
れ
ぬ
。

あ
あ
い
ふ
風
の
姑
だ
か
ら
、
我
は
親
だ
よ
、
大
事
な
母
様
だ
よ
と
風
を
吹
か
し
過

ぎ
た
の
で
、
旦
那
も
勃
然
と
し
て
何
と
か
い
っ
た
の
が
、
怪
し
か
ら
ず
気
に
障
っ

て
一
同
に
八
当
た
り
の
お
相
伴
を
さ
せ
る
の
か
も
し
れ
ぬ
。・
・
・
」
と
あ
る
。
つ

ま
り
、
隠
居
の
心
理
か
ら
母
親
の
心
理
に
な
る
と
、
特
に
そ
の
感
情
が
激
化
し
、

だ
ん
だ
ん
抑
制
が
利
か
な
く
な
っ
て
い
く
流
れ
に
な
る
。
隠
居
に
対
し
て
た
だ
な

ら
ぬ
雰
囲
気
を
察
知
し
、
徐
々
に
そ
の
空
気
を
読
ん
だ
母
親
は
、
目
に
す
る
こ
と
、

耳
に
す
る
こ
と
の
一
つ
一
つ
に
ピ
リ
ピ
リ
と
反
応
し
て
い
た
が
、
小
説
で
は
と
に

か
く
「
肝
頭
に
徹
へ
た
の
で
あ
る
」
と
だ
け
隠
居
へ
の
思
い
が
ま
と
め
ら
れ
た
。

こ
の
情
況
は
、
隠
居
と
母
親
の
抑
制
の
利
い
た
内
面
心
理
と
し
て
表
れ
、
春
水
の

人
情
本
を
思
わ
せ
る
手
つ
き
で
、
女
同
士
の
意
地
と
張
り
の
世
界
が
現
前
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、帰
り
道
で
の
心
境
に
な
る
と
、文
体
の
調
子
は
が
ら
り
と
変
り
、「
だ
」

「
の
だ
」「
だ
ろ
う
」「
だ
よ
」
な
ど
の
文
末
表
現
の
口
語
文
体
に
、
強
い
語
気
が
漂

い
始
め
る
。「
想
起
し
て
も
腹
が
立
つ
」
を
契
機
と
し
た
激
し
い
言
葉
が
、
ま
さ
に

実
際
に
口
に
し
た
よ
う
な
文
体
で
表
現
さ
れ
る
。
過
去
を
反
芻
し
、
思
索
を
め
ぐ

ら
す
う
ち
に
激
昂
し
て
い
く
こ
の
文
体
は
、
途
中
か
ら
語
り
手
と
母
親
が
一
体
化

し
な
が
ら
、
最
後
に
「
の
で
あ
る
」
と
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
読
者
は
読

ん
で
い
る
時
に
は
、
頭
で
は
過
去
の
こ
と
と
し
て
認
識
し
な
が
ら
、
今
の
こ
と
の

よ
う
な
話
に
流
さ
れ
て
し
ま
い
、
母
親
が
車
か
ら
降
り
た
時
の
「
今
帰
っ
た
よ
」

と
い
う
言
葉
で
や
っ
と
過
去
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
時
間
の
か
ら
く
り
を
実
感

で
き
る
の
で
あ
る
。

③　
「
二
人
女
房
」
の
先
行
研
究

イ　
「
テ
ン
ス
」
を
評
価
す
る
岡
保
生
「
・
・
で
あ
る
」「
・
・
た
」「
・
・
で
あ
ろ

う
」「
・
・
で
あ
る
」
を
使
い
分
け
て
い
る
と
す
る
。（「
尾
崎
紅
葉

―
そ
の
基

礎
的
研
究
）」
昭
・
28
・
４
）



成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要　

第
五
十
五
号
（
二
〇
二
〇
）

一
五
二

ロ　
「
で
あ
る
」
の
客
観
的
叙
述
に
注
目
す
る
根
岸
正
純
「
会
話
文
の
独
立
表
示
。

作
中
人
物
の
意
識
外
の
事
象
と
し
て
の
自
然
、
環
境
描
写
に
よ
る
客
観
的
造

形
・
・
・
比
喩
の
多
用
を
中
心
と
す
る
お
び
た
だ
し
い
文
飾
、
模
写
の
鮮
烈
化

を
目
指
し
て
い
る
点
か
ら
・・・
事
物
志
向
を
助
け
る
陪
音
的
役
割
を
果
た
し
た
」

（「「
近
代
小
説
」
の
表
現

―
明
治
の
文
章
」『
表
現
学
大
系
』・
昭
63
・
５　

教

育
出
版
セ
ン
タ
ー
）

ハ　

会
話
体
の
自
由
な
文
法
を
評
価
す
る
十
川
信
介
「
相
手
の
言
葉
の
復
元
だ
け

で
な
く
、
相
手
の
語
り
か
ら
そ
の
現
場
を
想
像
し
、
直
接
に
会
話
体
で
表
出
・・・

古
来
の
物
語
を
生
か
し
て
、
自
由
な
文
法
を
磨
い
て
い
っ
た
。・
・「
恋
山
賤
」

に
つ
い
て
」（「
紅
葉
全
集　

第
一
巻　

解
説
」　

平
６
）

ニ　

屈
折
的
語
り
口
と
い
わ
れ
る
、
伝
統
的
な
は
な
し
の
型
の
流
れ
を
引
く
語
り

手
の
私
語
、
主
人
公
そ
の
も
の
に
な
り
き
っ
て
第
一
人
称
的
発
想
で
語
り
、
再

び
第
３
人
称
的
発
想
で
終
末
を
結
ぶ
と
す
る
木
坂
基
。（「
二
葉
亭
四
迷
」『
表
現

学
大
系
』
ロ
に
同
じ
）

　
「
二
人
女
房
」
の
多
様
な
文
末
表
現
の
意
義
を
「
で
あ
る
」
を
使
っ
た
口
語
文
体

と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
「
二
人
女
房
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
類
す
る
小
説
評
を

も
参
考
に
し
、
語
り
手
に
注
目
し
な
が
ら
文
末
表
現
の
時
制
の
問
題
を
明
ら
か
に

し
て
き
た
が
、ひ
と
ま
ず
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
は
地
の
文
と
区
別
す
る
会
話
文
に
「
」
を
つ
け
、
口
語
体
を
使
っ
て
生
き

生
き
と
人
物
の
感
情
を
写
し
出
す
手
法
が
と
も
か
く
確
立
し
た
。
さ
ら
に
、
地
の

文
で
は
、
語
り
手
の
主
観
や
登
場
人
物
と
の
一
体
化
、
癒
着
と
い
う
現
象
が
お
き
る
。

一
方
で
、
浄
瑠
璃
文
体
を
し
っ
か
り
身
に
つ
け
て
い
た
作
家
は
、
し
か
し
、
で
き

る
だ
け
外
界
を
客
観
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
図
が
新
た
に
働
い
た
た
め
か
そ
れ

ら
が
錯
綜
し
て
し
ま
う
、
会
話
文
の
リ
ア
ル
な
口
語
体
と
は
ト
ー
ン
が
異
な
っ
た

地
の
文
と
の
調
和
に
苦
し
ん
だ
と
い
う
事
実
が
露
呈
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
中

編
に
描
か
れ
た
姑
と
母
親
の
内
面
心
理
を
焦
点
化
し
た
場
面
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

会
話
文
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
怒
り
を
表
出
さ
せ
、
語
り
手
が
各
々
の
登
場
人
物

の
心
理
の
な
か
に
自
在
に
入
り
込
む
こ
と
で
、
過
去
の
こ
と
を
「
今
」「
こ
こ
」
の

こ
と
の
よ
う
に
臨
場
感
を
も
っ
て
写
し
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
え

に
非
過
去
の
文
体
の
効
果
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
十
川
の
指
摘
す
る
「
自
由
な

文
法
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
木
坂
の
二
葉
亭
流
の
「
古
い
物
語
の
型
を
踏
襲
し
て

い
る
か
の
よ
う
な
屈
折
式
語
り
口
」
に
重
ね
ら
れ
る
。
物
語
内
容
は
、
出
来
事
と

し
て
語
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
語
り
手
が
自
在
に
〈
時
制
〉
を
統
御
し
う
る
力
を

持
ち
な
が
ら
、
多
様
な
文
末
表
現
を
可
能
に
し
た
と
こ
ろ
に
、「
二
人
女
房
」
に
お

け
る
口
語
体
小
説
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
よ
う
に
思
う
。　

三
　
翻
訳
「
を
さ
な
心
」
を
読
む

︱
紅
葉
は
「
最
後
の
授
業
」

（
ド
オ
デ
エ
原
作
）
を
ど
う
訳
し
た
の
か

　

文
体
に
苦
心
す
る
紅
葉
の
初
期
小
説
か
ら
晩
年
の
翻
訳
に
眼
を
向
け
る
と
、
創

作
の
場
合
と
違
っ
て
、
口
語
文
体
が
自
在
な
表
現
世
界
を
広
げ
て
い
っ
た
よ
う
に

思
え
る
。
心
理
描
写
を
得
意
と
す
る
紅
葉
ら
し
さ
が
、
一
層
強
調
さ
れ
た
痕
跡
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①　

原
作
と
そ
の
背
景

　

ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
ー
デ
ー
の
「
月
曜
物
語
」（『
エ
ヴ
ェ
ヌ
マ
ン
』
紙
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一
五
三

１
８
７
２
・
５
・
13
）

　

舞
台
と
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
東
部
、（
ド
イ
ツ
国
境
に
接
す
る
）
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー

ヌ
地
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
と
プ
ロ
シ
ア
と
の
間
に
起
っ
た
普
仏
戦
争
に
か
か
わ
っ
た

ド
ー
デ
ー
は
、
近
視
の
た
め
兵
役
は
免
除
さ
れ
て
い
た
が
、
プ
ロ
シ
ア
軍
の
パ
リ

包
囲
と
と
も
に
国
民
軍
に
参
加
。
パ
リ
郊
外
の
警
備
に
あ
た
っ
て
愛
国
的
情
熱
を

体
験
。
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
大
き
な
感
動
を
与
え
た
こ
と
が
、
作
品
を
生
み

出
す
原
動
力
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
開
戦
は
１
８
７
０
年
７
月
、
ア
ル
ザ
ス
・

ロ
レ
ー
ヌ
の
二
州
は
プ
ロ
シ
ア
軍
に
占
領
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
最
終
的
敗
北
の
結

果
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
条
約
に
よ
り
、
新
た
に
ド
イ
ツ
帝
国
を
プ
ロ
シ
ア
に
割
譲

さ
せ
ら
れ
た
。

②　

梗
概　
　

ア
ル
ザ
ス
地
方
に
住
む
少
年
の
物
語

―
そ
こ
に
棲
む
フ
ラ
ン
ツ

少
年
が
一
人
称
で
語
る
小
説

　

あ
る
朝
、
少
し
遅
れ
て
学
校
に
着
く
と
、
ど
う
も
い
つ
も
と
様
子
が
違
う
。
そ

れ
も
そ
の
筈
で
、
こ
の
日
が
「
フ
ラ
ン
ス
語
の
最
後
の
お
け
い
こ
」
で
あ
り
、「
明

日
か
ら
は
ア
ル
ザ
ス
と
ロ
レ
ー
ヌ
の
学
校
で
は
ド
イ
ツ
語
し
か
教
え
て
は
い
け
な

い
」
こ
と
に
な
っ
た
と
ア
メ
ル
先
生
か
ら
聞
く
。
こ
れ
ま
で
授
業
（
勉
強
）
を
怠

け
て
き
た
こ
と
を
自
分
は
後
悔
し
、
こ
の
日
の
文
法
の
授
業
に
は
身
を
入
れ
て
学

ん
だ
と
こ
ろ
、
あ
ま
り
に
も
よ
く
わ
か
る
の
で
び
っ
く
り
す
る
。
教
室
に
は
村
の

老
人
達
も
来
て
い
た
が
、
先
生
は
「
フ
ラ
ン
ス
語
は
世
界
で
一
番
美
し
い
言
葉
で

あ
る
・
・
・
」
と
言
い
、
最
後
は
黒
板
に
｛
フ
ラ
ン
ス
万
歳
｝
と
書
い
て
、
頭
を

壁
に
押
し
当
て
た
ま
ま
動
か
ず
、「
も
う
終
わ
り
だ
。
お
帰
り
」
と
手
で
合
図
し
た
。

③　

原
作
は
ど
う
読
ま
れ
て
き
た
か

イ　

フ
ラ
ン
ス
の
国
語
愛
、
愛
国
心
を
読
む
・
・
・（
鈴
木
孝
夫
「
閉
ざ
さ
れ
た
言

語
日
本
語
の
世
界
」
１
９
７
５
）

ロ　

背
景
と
な
っ
た
当
時
の
ア
ル
ザ
ス
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
い
さ
さ
か
も
愛
す
べ

き
国
語
で
は
な
か
っ
た
。
鈴
木
孝
夫
へ
の
批
判
・
・
・（
蓮
実
重
彦　
「
反
日
本

語
論
」
１
９
７
７
）

ハ　

背
景
を
考
え
る
と
「
最
後
の
授
業
」
は
言
語
的
支
配
の
偽
善
を
さ
ら
け
出
し
た
、

文
学
な
ど
と
は
関
係
の
な
い
、
植
民
地
の
政
治
的
煽
情
の
一
篇
で
し
か
な
い
・・・

（
田
中
克
彦
「
こ
と
ば
と
国
家
」
１
９
８
１
）

ニ　

も
と
も
と
普
仏
戦
争
直
後
の
パ
リ
の
読
み
手
の
た
め
の
愛
国
的
心
情
を
描
い

た
作
品
を
、
ア
ル
ザ
ス
民
衆
た
ち
の
、「
国
語
愛
」
の
物
語
と
し
て
誤
読
し
、
そ

れ
に
過
度
の
肩
入
れ
を
し
た
の
は
、
日
本
の
読
み
手
だ
っ
た
・
・
・（
府
川
源
一

郎
「
消
え
た
最
後
の
授
業
」
１
９
９
２
）

　

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
研
究
者
達
か
ら
は
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
語
自
体
が

特
化
さ
れ
、
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
国
語
学
的
な
問
題
が
提
起

さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
「
を
さ
な
心
」
の
作
品
そ
の
も
の
の
読
解
を
中
心
に
す
る

こ
と
と
す
る
た
め
、
府
川
の
同
書
中
に
記
載
さ
れ
た
翻
訳
史
〈
た
だ
し
、
馬
場
孤

蝶
の
記
載
は
な
い
の
で
、
新
た
に
加
え
た
〉
を
参
考
に
し
、
紅
葉
訳
と
他
の
訳
と

を
比
較
対
照
し
な
が
ら
、
問
題
を
提
起
し
た
い
。

・
明
35　
「
を
さ
な
心
」（
羝
夢
生
・
紅
葉
山
人
）『
新
小
説
』〈
英
語
か
ら
の
初
訳
〉

・
明
37　
「
最
終
の
お
稽
古
」（
片
上
天
絃
）『
読
売
新
聞
』〈
英
語
か
ら
〉

・
明
38　
「
終
の
教
」（
馬
場
孤
蝶
）『
国
文
学
』〈
英
語
か
ら
〉

・
昭
24	

「
最
後
の
授
業
」（
桜
田
佐
）（
岩
波
文
庫　
「
月
曜
物
語
」）〈
フ
ラ
ン
ス
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語
か
ら
の
初
訳
〉

・
昭
41	

「
最
後
の
授
業
」（
滝
田
文
彦
）「
世
界
の
文
学　

集
英
社
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」〈
フ

ラ
ン
ス
語
か
ら
〉

④　
「
を
さ
な
心
」
の
訳
者

　

羝
夢
生
・
Ｔ
・
Ｍ
生　
（
本
名
）
松
井
知
時　

紅
葉
と
連
名
。
紅
葉
は
検
閲
と
さ

れ
る
。（
紅
葉
全
集
別
巻
解
説　

１
９
９
５
）

　

紅
葉
が
ど
の
よ
う
に
手
を
入
れ
た
の
か
は
明
確
で
な
い
が
、
こ
の
訳
に
は
紅
葉

の
他
の
小
説
に
共
通
す
る
紅
葉
ら
し
さ
が
よ
く
出
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
は
紅
葉
そ
の
人
の
小
説
と
し
て
扱
っ
て
い
く
。

登
場
人
物
の
名
前

―
さ
ま
ざ
ま
な
国
家
名

　
（
人
名
）　

フ
ラ
ン
ツ
・・・
ド
イ
ツ
名　
　

ア
メ
ル
先
生
・・・
フ
ラ
ン
ス
名　
（
孤

蝶
の
み
「
ハ
メ
ル
」〉　

ワ
ク
テ
エ
、
ヴ
ァ
シ
ュ
テ
ル
・
・
・
ド
イ
ツ
名
？
フ
ラ
ン

ス
名
？
ア
ル
ザ
ス
名
？

　
（
地
名
）
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
統
一
さ
れ
、
エ
ー
ル
ザ
ス
、
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
は
使

わ
れ
て
い
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
名
に
よ
っ
て
、
民
族
は
単
一
化
さ
れ
ず
、
複
雑

な
国
家
の
実
体
を
リ
ア
ル
に
表
現
で
き
て
い
る
か
。

⑥　

舞
台
と
な
っ
た
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
の
位
置
と
そ
の
意
味

　

パ
リ
か
ら
離
れ
た
地
方
の
村
で
あ
る
こ
と
。牧
歌
的
な
自
然
の
風
景
描
写
に
よ
っ

て
写
実
的
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
訳
者
の
言
葉
も
相
応
さ
れ
、工
夫
が
み
ら
れ
る
。

一
人
称
の
表
記

　
「
僕
」・
・
紅
葉
・
天
絃
、　
「
ぼ
く
」・
・
滝
田
、　

記
述
な
し
・
・
孤
蝶
、　
「
私
」・
・

桜
田

地
の
文
の
言
葉
遣
い

・
丁
寧
語
、
尊
敬
語
の
使
用
・
・
・
紅
葉
と
滝
田
の
み

「
た
の
で
す
」「
の
で
し
た
」「
お
制
止
に
な
る
」「
お
可
愛
さ
う
で
す
」「
お
読
み

な
す
っ
た
の
で
す
」「
た
た
れ
ま
し
た
が
」「
風
を
な
さ
い
ま
し
た
」

・
ア
メ
ル
先
生
の
演
説
口
調
の
会
話
文
（
紅
葉
の
み
）

「
大
い
に
・
・
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
す
ぞ
」「
一
大
恥
辱
で
あ
り
ま
す
」「
そ
も
そ

も
仏
蘭
西
語
と
云
ふ
者
は
・
・
」「
か
う
云
ふ
立
派
な
言
葉
だ
か
ら
し
て
」「
同

じ
働
き
を
す
る
の
で
あ
る
」

ユ
ニ
ー
ク
な
孤
蝶
訳
・
・
東
京
方
言
の
使
用

　

一
人
称
の
主
語
を
記
さ
ず
、「
お
っ
か
な
く
っ
て
な
ら
な
か
っ
た
ん
だ
」「
っ
て

や
が
る
ん
だ
」「
気
の
毒
じ
ゃ
あ
ね
え
か
」「
出
来
る
っ
た
け
大
き
な
声
で
」
な
ど
、

江
戸
語
（
下
町
の
東
京
語
）
を
用
い
て
お
り
、
翻
訳
文
特
有
の
硬
さ
が
な
く
、
生

活
に
溶
け
込
ん
だ
日
本
語
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
方
言
に
よ
っ
て
、
パ
リ
と
い
う

都
市
に
対
比
さ
れ
る
地
方
の
、
少
年
の
訛
り
を
表
現
す
る
狙
い
が
あ
る
の
か
。
紅

葉
訳
と
違
い
、
地
の
文
は
少
年
ら
し
く
、
荒
々
し
い
調
子
の
会
話
文
が
特
徴
で
あ
る
。

紅
葉
訳
の
会
話
文
に
見
ら
れ
る
工
夫

　

翻
訳
を
意
識
し
た
、
欧
文
脈
の
マ
ー
ク
と
し
て
「
」
や
「
・
・
・
」
の
使
用
が

ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
マ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、紅
葉
の
「
文
盲
手
引
草
」（『
文
庫
』

明
22
）
が
参
考
に
な
る
。
な
ぜ
こ
の
マ
ー
ク
と
な
っ
た
の
か
そ
の
形
の
理
由
や
、

ど
の
よ
う
に
使
う
か
を
見
本
で
示
し
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
独
自
の
説
明
を
行
っ
た
も

の
で
あ
る
。
実
際
の
英
語
の
文
章
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
、
日
本
人
の
た
め
に

わ
か
り
や
す
い
解
説
と
し
て
試
み
た
も
の
で
あ
り
、
翻
訳
に
お
け
る
紅
葉
の
実
作



杉
井
和
子　

尾
崎
紅
葉
に
お
け
る
言
文
一
致
体
表
現
の
模
索
と
そ
の
達
成

一
五
五

の
見
本
を
示
し
た
も
の
で
、
こ
れ
が
紅
葉
の
頭
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
あ

ら
た
め
て
「
・
・
・
」
に
注
目
す
る
と
、「
文
盲
手
引
草
」
に
「
作
者
の
腹
を
見
せ

る
か
又
は
物
語
る
人
の
心
あ
り
て
言
葉
な
き
を
と
や
あ
ら
む
か
く
や
あ
ら
む
と
看

客
が
よ
し
な
に
汲
み
分
け
て
や
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
「
を

さ
な
心
」
で
、
実
作
に
生
か
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
マ
ー

ク
に
よ
っ
て
語
り
手
が
じ
っ
と
考
え
る
時
間
が
挿
入
さ
れ
、
効
果
的
な
場
面
に
も

な
っ
た
。
同
時
期
の
他
の
訳
者
の
も
の
に
は
見
ら
れ
な
い
、
何
気
な
い
時
間
意
識

と
も
言
う
べ
き
マ
ー
ク
の
使
用
で
、
重
要
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
流
れ
を
作
り
出
す
紅

葉
の
工
夫
で
も
あ
っ
た
。

・
綴
字
法
の
学
習
時
の
擬
態
語
・
擬
音
語
に
つ
い
て　

滝
田
の
原
作
を
も
と
に
、

紅
葉
の
創
作
に
注
目
す
る
。

滝
田　
「
バ
・
ブ
・
ビ
・
ボ
・
ビ
ュ
」（
Ｂ
Ａ　

Ｂ
Ｅ　

Ｂ
Ｉ　

Ｂ
Ｏ　

Ｂ
Ｕ
）

紅
葉　
「
ブ
ー
ア
・
・
・
バ
、
ブ
ー
ウ
・
・
・
ブ
、
ブ
ー
イ
・
・
・
ビ
」

天
絃　
「
バ
ベ
ビ
ボ
ブ
」

孤
蝶　
「
ビ
イ　

ボ
オ　

ビ
ュ
ウ
」

　

子
供
達
の
発
音
練
習
が
最
も
リ
ア
ル
に
写
さ
れ
て
い
る
の
は
紅
葉
訳
で
あ
る
。

先
生
の
声
に
続
い
て
ゆ
っ
く
り
発
声
し
て
い
る
様
子
は
「
・
・
・
」
を
使
っ
て
い

る
た
め
、
発
音
し
て
い
る
時
間
経
過
と
と
も
に
生
き
生
き
と
写
し
出
さ
れ
る
。
そ

れ
に
連
動
し
て
、
原
作
で
は
、「
プ
ロ
シ
ア
兵
の
ラ
ッ
パ
の
音
が
窓
の
下
で
鳴
り
響

い
た
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
「
プ
ッ
プ
ク
、
プ
ッ
プ
ク
、
プ
ッ
プ
ク
、

窓
下
に
聞
こ
え
た
の
で
す
」と
あ
ら
た
に
擬
声
語
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

場
面
が
生
き
生
き
と
な
る
の
は
勿
論
だ
が
、
さ
ら
に
大
事
な
こ
と
は
、
よ
り
子
供

ら
し
い
感
覚
が
強
調
さ
れ
る
書
き
加
え
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
訳
者
の
創
意
は
、

特
に
子
供
の
感
情
と
の
対
応
、
交
感
を
強
調
す
る
。

・
原
文
の
中
の
、
習
字
の
練
習
の
場
面
で
用
い
ら
れ
た
重
要
な
「baton

」
の
訳
を

め
ぐ
っ
て
・
・
・
紅
葉
の
改
変
の
意
味

滝
田　
「
こ
が
ね
虫
が
何
匹
か
入
っ
て
来
た
。
だ
が
誰
も
気
を
と
ら
れ
た
り
せ
ず
、

う
ん
と
小
さ
な
子
供
た
ち
さ
え
そ
う
だ
っ
た
、
彼
ら
は
ま
る
で
そ
れ
も
フ
ラ
ン

ス
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
心
を
こ
め
て
、
一
生
懸
命
、
縦
線
を
引
っ
張
っ
て

い
た
」

紅
葉　
「
・
・
・
だ
れ
も
気
が
着
か
ず
に
、
皆
年
の
行
か
な
い
子
供
ば
か
り
で
す

か
ら
、
や
っ
ぱ
り
之
を
日
常
の
仏
欄
西
語
の
課
業
と
思
っ
て
、
譴
ら
れ
な
い
よ

う
に
一
生
懸
命
に
勉
強
し
て
い
た
の
で
す
。」

天
絃　
「
・
・
・
鉛
筆
で
文
字
の
形
ど
り
を
し
て
ゐ
た
一
番
（
と
し
し
た
）
の
児

で
す
ら
、
ふ
り
む
い
て
も
見
な
か
っ
た
。」

孤
蝶　
「
・
・
・
誰
も
振
り
向
き
も
し
無
え
、
線
ば
っ
か
り
習
っ
て
る
小
さ
な
や

つ
ら
で
も
、
線
で
も
仏
蘭
西
語
だ
と
思
っ
て
た
の
か
」

桜
田　
「
だ
れ
も
気
を
取
ら
れ
な
い
。
小
さ
な
子
供
ま
で
が
、
一
心
に
棒
を
引
い

て
い
た
。」

　

こ
の
場
面
は
、
複
式
授
業
の
教
室
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
に
合
わ
せ
て
、
習
字

の
練
習
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
傍
線
の
「
形
ど
り
」「
縦
線
」「
棒
」
の
訳
語

に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
大
文
字
の
線
の
形
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
或
い
は
練
習
し
て
い
る
筆
記
体
の
形
を
指
す
か
。
具
体
的
な
映
像
を
伴
っ
た

こ
の
文
字
の
形
の
練
習
は
、
細
密
描
写
の
極
み
と
し
て
面
白
い
と
こ
ろ
だ
が
、
紅
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葉
訳
で
は
そ
れ
ら
が
カ
ッ
ト
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
小
さ
い
子
も
一
生
懸
命
勉

強
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
全
く
違
う
文
脈
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
原

文
の
習
字
の
細
か
な
描
写
が
な
く
な
り
、
本
来
の
文
意
が
ず
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
何
故
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
理

解
し
よ
う
と
す
る
と
、
あ
ら
た
め
て
最
後
の
場
面
の
微
妙
な
文
章
と
、
さ
ら
に
初

め
に
つ
け
ら
れ
た
表
題
と
あ
ら
た
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

最
後
の
場
面

滝
田　
「
口
は
き
か
ず
に
手
で
僕
ら
に
合
図
し
た
。「
お
し
ま
い
で
す
。・
・
・
行

き
な
さ
い
。」」

天
絃　
「『
こ
れ
が
最
後
で
す
さ
よ
な
ら
』
と
手
ま
ね
を
な
す
っ
た
」

孤
蝶　
「
唯
、『
こ
れ
で
最
終
、
帰
れ
』
と
手
ま
ね
で
知
ら
せ
た
」

紅
葉　
「
何
も
言
は
ず
に
、
た
だ
手
真
似
で
、
も
う
済
ん
だ
か
ら
、
皆
早
く
お
還

り
な
さ
い
、
と
い
ふ
風
を
な
さ
い
ま
し
た
」

　

こ
こ
で
の
紅
葉
訳
は
、
あ
り
あ
り
と
事
実
を
語
っ
た
ほ
か
の
訳
と
違
い
、「
」
を

使
わ
ず
、
手
真
似
に
込
め
ら
れ
た
先
生
の
心
理
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
も
の
と

な
っ
た
。
語
り
手
の
少
年
が
先
生
の
心
を
揣
摩
す
る
場
面
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

丁
寧
な
尊
敬
表
現
に
よ
っ
て
語
り
手
の
思
い
が
強
く
伝
わ
る
も
の
と
な
っ
た
。
同

時
に
、
紅
葉
訳
だ
け
が
表
題
を
変
え
て
お
り
、「
最
後
の
授
業
」
で
は
な
く
、
原
文

を
大
き
く
変
え
て
〈
を
さ
な
心
〉
と
し
た
理
由
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
よ
う
。
一

人
称
の
フ
ラ
ン
ツ
君
が
見
た
ア
メ
ル
先
生
へ
の
思
慕
、
尊
敬
が
、
少
年
の
眼
に
映

じ
た
体
験
と
し
て
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
習
字
の
「
棒
」
は
な
ぜ
カ
ッ
ト

さ
れ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
幼
い
子
供
が
、
虫
の
こ
と
も
か
ま
わ
ず
、
懸
命
に
学
習

し
て
い
る
態
度
に
見
ら
れ
る
純
真
さ
だ
け
に
絞
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
棒
や
線
と
い
う
形
の
細
密
描
写
は
遠
ざ
け
ら
れ
た
。
そ
う
考
え
る
と
、
確
か
に
、

こ
の
小
説
の
初
め
か
ら
、「
僕
」
の
お
ど
お
ど
と
し
た
心
理
が
い
や
と
い
う
ほ
ど
強

調
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
付
か
せ
ら
れ
る
。「
実
に
怖
か
っ
た
の
で
す
」「
怖
い
の

と
恥
ず
か
し
い
の
と
で
、
僕
は
真
赤
に
な
っ
て
了
っ
た
」「
其
時
は
実
に
嬉
し
か
っ

た
の
で
す
」「
漸
く
安
心
し
て
・
・
・
」「
は
づ
か
し
い
の
で
す
け
れ
ど
、
僕
は
実

は
何
も
書
け
な
い
の
で
す
」「
泣
く
に
も
泣
け
ず
た
だ
固
く
な
っ
て
突
立
っ
て
居
ま

す
と
」
な
ど
、
こ
れ
ら
に
は
原
文
と
殆
ど
違
わ
な
い
心
理
描
写
の
文
章
が
書
き
連

ね
ら
れ
て
い
た
。
先
生
に
対
し
て
感
じ
る
〈
僕
〉
の
畏
怖
の
念
が
、
口
語
の
尊
敬

語
や
丁
寧
語
を
伴
い
な
が
ら
、
他
の
訳
よ
り
一
層
ナ
イ
ー
ヴ
な
少
年
の
心
に
重
心

を
掛
け
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
幼
い
心
に
収
斂
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
紅
葉
独
自
の
訳
の
意
義
が
、
そ
の
創
作
的
な
手
の
入
れ
方
と
表
題
の
工
夫
と

の
関
連
で
説
明
さ
れ
る
。

終
わ
り
に

︱
「
を
さ
な
心
」
の
語
り
手
の
「
時
間
」
の
重
層
性

　

フ
ラ
ン
ツ
少
年
が
語
っ
た
「
最
後
の
授
業
」
の
翻
訳
で
、
特
に
紅
葉
訳
の
見
所

と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
回
想
の
時
間
を
持
ち
込
ん
だ
意
義
で
あ
ろ
う
。
原

作
は
こ
れ
ま
で
、
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
で
の
フ
ラ
ン
ス
語
と
い
う
問
題
に
焦
点

化
さ
れ
て
い
た
原
作
だ
が
、
紅
葉
訳
で
は
、
む
し
ろ
最
後
の
授
業
を
し
た
ア
メ
ル

先
生
へ
の
少
年
の
思
慕
、
同
情
が
強
く
浮
き
上
っ
て
い
る
。
で
は
、
思
い
出
を
懐

か
し
む
時
間
に
傾
い
て
い
る
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
ら
で
あ
る
の
か
。

　

少
年
が
小
説
の
初
め
で
抱
い
て
い
た
先
生
へ
の
畏
怖
の
念
が
徐
々
に
緩
め
ら
れ
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尾
崎
紅
葉
に
お
け
る
言
文
一
致
体
表
現
の
模
索
と
そ
の
達
成

一
五
七

て
い
き
、
つ
い
に
先
生
を
「
お
可
愛
さ
う
で
す
」
と
語
る
と
こ
ろ
は
、
他
の
訳
で

は
す
べ
て
「
気
の
毒
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
結
末
で
「
最
後
の

授
業
」
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
で
紅
葉
は
、ほ
か
の
訳
と
違
っ
て
、

「
お
仕
舞
の
授
業
時
の
感
ば
か
り
」
と
、
よ
り
心
情
を
表
す
「
感
じ
」
を
わ
ざ
わ
ざ

入
れ
た
の
で
あ
る
。
子
供
ら
し
さ
が
、
子
供
特
有
の
語
り
口
で
表
現
さ
れ
つ
つ
、

同
時
に
、
こ
れ
を
思
い
切
っ
て
「
を
さ
な
心
」
と
規
定
し
た
表
題
と
し
た
こ
と
に

繋
が
っ
て
い
る
。
本
来
、子
供
自
身
は
自
ら
を
幼
い
と
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、
よ
り
成
熟
し
た
人
の
視
点
を
、
も
う
一
人
の
語
り
手
の
存
在
の
な
か
に

生
か
し
て
、
幼
さ
の
意
味
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
断
る
ま
で
も
な
い

こ
と
だ
が
、
少
年
の
心
情
を
二
つ
の
時
間
差
で
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

こ
と
を
こ
こ
に
確
認
し
た
い
の
で
あ
る
。
幼
さ
そ
の
も
の
を
対
象
化
す
る
こ
と
と
、

時
間
差
を
つ
か
っ
て
眺
め
る
こ
と
の
二
重
構
造
で
あ
る
。
こ
の
訳
文
の
な
か
で
、

「
棒
」
を
カ
ッ
ト
し
た
と
こ
ろ
で
は
、「
皆
年
の
行
か
な
い
子
供
ば
か
り
」
を
強
調

し
て
原
文
の
意
味
と
ず
れ
た
訳
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
意
識
的
か
否

か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
子
供
ら
し
さ
を
焦
点
化
し
て
い
く
う
ち
に
、
は
し
な
く

も
読
み
違
い
が
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
幼
い
子
供
の
心
と
そ
れ

に
寄
り
添
う
語
り
手
と
い
う
二
つ
の
時
間
の
落
差
が
強
く
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。
そ

れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、地
の
文
の
敬
語
表
現
、そ
し
て
時
間
の
奥
行
き
を
示
す「
の

で
あ
る
」
の
文
体
の
効
果
で
あ
ろ
う
。
口
語
文
体
の
模
索
に
賭
け
て
き
た
紅
葉
の
、

会
話
と
地
の
文
と
が
口
語
体
の
達
成
と
い
う
一
つ
の
形
を
見
せ
た
の
は
、
こ
の
よ

う
に
翻
訳
の
文
章
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
達
成
と
は
、

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
紅
葉
が
浄
瑠
璃
調
文
体
を
ベ
ー
ス
に
し
つ
つ
、
写
実
性

を
求
め
て
口
語
文
体
と
の
調
和
を
図
っ
て
い
た
初
期
の
模
索
か
ら
、
思
い
切
っ
て
、

口
語
文
体
で
、
人
間
心
理
を
統
一
す
る
方
法
を
、
翻
訳
の
抜
け
道
で
軽
々
と
体
験

し
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
（
本
稿
は
、
２
０
１
９
年
７
月
27
日　

成
蹊
大
学
で
行
わ
れ
た
「
第
二
十
六
回
日

本
文
学
専
攻
研
究
集
会
」
で
の
講
演
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。）


