
研
究
ノ
ー
ト

中
谷
孝
雄
「
春
」
考

川
端
康
成
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て

渡

邊

浩

史

は
じ
め
に

一
、
小
説
「
春
」

二
、「
春
」
と
川
端
康
成

三
、

生
き
ら
れ
て
い
る
空
間

╱

期
待
の
場トポス

四
、

ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
・
久
慈

五
、「
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
真
実
の
姿
」

中
谷
孝
雄
「
春
」（「
麒
麟
」
一
九
三
三
・
五
）
に
関
し
て
は
、

こ
れ
ま
で
殆
ど
論
じ
ら
れ
た
形
跡
が
な
い
。
し
か
し
、
発
表
当

時
に
は
川
端
康
成
か
ら
「
不
抜
の
境
地
に
達
し
た
」
小
説
と
し

て
の
評
価
を
受
け
、
さ
ら
に
は
中
谷
自
身
も
「
作
家
と
し
て
の

処
女
作
」
と
し
て
「
こ
の
作
品
を
あ
げ
た
い
」
と
主
張
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
小
説
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
中
谷
作
品
の

特
質
を
知
る
上
に
お
い
て
も
非
常
に
意
義
深
い
こ
と
だ
と
思
わ

れ
る
。
本
稿
で
は
、
川
端
康
成
の
同
時
代
評
を
参
照
し
な
が
ら
、

小
説
「
春
」
の
構
成
や
表
現
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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は
じ
め
に

中
谷
孝
雄
「
春
」
は
、
一
九
三
三
年
五
月
に
同
人
雑
誌
「
麒
麟
」

に
発
表
さ
れ
、
そ
の
後
、
赤
塚
書
房
か
ら
三
七
年
七
月
に
刊
行
さ
れ

た
初
の
創
作
集
『
春
の
絵
巻
』
に
収
録
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
四
〇

年
一
月
に
人
文
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
た
同
名
の
短
篇
集
『
春
』
に
、

そ
し
て
六
五
年
二
月
に
は
、
冬
樹
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
愛
に
ひ
ら

く
』
に
も
収
録
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。
三
高
出
身
で
あ
る
中
谷
の
学

生
時
代
を
素
材
に
し
た
こ
の
小
説
は
、
発
表
翌
月
の
「
新
潮
」（
一

九
三
三
・
六
）
の
「
文
芸
時
評

新
人
の
作
品
」
の
な
か
で
、
川
端

康
成
か
ら
次
の
よ
う
な
非
常
に
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
た
。

石
坂
洋
次
郎
氏
の
「
若
い
人
」（
三
田
文
学
）、
中
谷
孝
雄
氏

の
「
春
」（
麒
麟
）、
堀
壽
子
氏
の
「
手
紙
」（
櫻
）、
荒
木
巍
氏

の
「
そ
の
一
つ
の
も
の
」（
改
造
）

そ
の
他
、
新
人
の
す

ぐ
れ
た
力
作
を
読
む
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
今
月
の
私
の
し
あ

は
せ
で
あ
つ
た
。（
中
略
）
╱
し
か
し
、
こ
の
「
春
」
な
ど
を

読
ん
で
み
て
も
、
中
谷
氏
が
黙
々
と
し
て
不
抜
の
境
地
に
達
し

た
こ
と
は
明
ら
か
に
う
か
が
へ
る
の
で
あ
る
。

（
傍
線
論
者
、
以
下
同
様
）

川
端
は
こ
の
論
評
の
な
か
で
、
中
谷
の
こ
れ
ま
で
の
「
閲
歴
」
に

も
触
れ
て
中
谷
作
品
の
な
か
で
「
春
」
が
「
不
抜
の
境
地
に
達
し

た
」
小
説
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。
川
端
に
よ
る
同
時
代
評
で
の
評

価
は
、
中
谷
に
と
っ
て
相
当
励
み
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
自

信
を
深
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
実
際
、
こ
の
同
時
代
評
を
契
機
と

し
て
中
谷
は
期
待
の
新
人
と
し
て
文
壇
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に

も
な
っ
た
し
、
小
説
「
春
」
は
そ
の
後
に
刊
行
さ
れ
る
三
つ
の
作
品

集
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
か
ら
だ
。
で
は
、
川
端
康
成
に

「
不
抜
の
境
地
に
達
し
た
」
と
言
わ
し
め
た
中
谷
孝
雄
の
「
春
」
と

は
一
体
ど
の
よ
う
な
小
説
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
川
端
康

成
の
同
時
代
評
を
参
照
し
な
が
ら
、
小
説
「
春
」
の
構
成
や
表
現
に

つ
い
て
の
考
察
を
行
う
。

一
、
小
説
「
春
」

小
説
「
春
」
は
、
二
度
目
の
落
第
を
し
て
し
ま
っ
た
「
須
山
啓

一
」
と
「
久
慈
」
と
い
う
二
人
の
落
第
生
の
交
遊
を
中
心
に
し
た
物

語
で
あ
る
。
梗
概
は
次
の
通
り
だ
。

須
山
啓
一
は
二
度
目
の
落
第
を
し
た
こ
と
で
遁
走
を
計
画
す
る
。

理
由
は
、
一
度
目
の
落
第
の
際
に
見
せ
た
父
親
の
狂
態
の
怖
ろ
し
さ

に
耐
え
き
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
だ
が
、
そ
れ
は
学
校
を
休
ん
だ
り
、

夜
遊
び
に
耽
っ
て
い
た
啓
一
自
身
の
怠
惰
な
学
生
生
活
が
招
い
た
当

然
の
結
果
と
も
言
え
た
。
そ
ん
な
啓
一
が
遁
走
を
敢
行
し
た
日
、
祇

園
の
公
園
に
夜
桜
見
物
に
来
て
い
た
久
慈
と
遭
遇
す
る
。
久
慈
も
啓

一
と
同
様
に
二
度
目
の
落
第
を
し
て
し
ま
い
、
坊
主
頭
に
な
っ
て
父

親
に
謝
罪
を
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
二
人
は
そ
の
ま
ま
四

264



条
の
カ
フ
ェ
ー
で
酒
を
飲
み
、
お
互
い
の
苦
し
い
胸
の
内
を
さ
ら
け

出
す
。
や
が
て
、
久
慈
が
自
身
の
童
貞
を
捨
て
た
い
と
言
い
、
啓
一

が
そ
の
願
い
を
叶
え
る
た
め
に
女
達
の
い
る
店
に
久
慈
を
連
れ
出
す
。

し
か
し
翌
日
、
久
慈
は
女
性
を
買
っ
て
童
貞
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
こ

と
を
後
悔
し
、
啓
一
が
そ
の
よ
う
な
店
に
連
れ
て
い
っ
た
か
ら
だ
と

抗
議
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
啓
一
に
と
っ
て
は
的
外
れ
な
意
見
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
も
何
故
か
二
人
は
、
お
互
い
を
憎
み
合
い

な
が
ら
も
共
に
行
動
す
る
。
だ
が
、
さ
さ
い
な
出
来
事
か
ら
殴
り
合

い
に
発
展
し
た
彼
等
の
行
動
は
そ
こ
で
終
焉
を
迎
え
た
。
一
人
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
啓
一
は
、
以
前
に
受
け
取
っ
た
父
の
手
紙
を
読
み
、

そ
の
な
か
で
繰
り
返
さ
れ
る
父
の
怒
り
、
反
省
、
そ
し
て
啓
一
に
対

し
て
希
望
を
失
っ
て
い
な
い
父
の
心
情
を
知
る
。
そ
こ
で
啓
一
は
、

溢
れ
出
し
て
く
る
感
動
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
っ

た
。短

篇
の
小
説
な
が
ら
、
学
生
の
感
情
の
振
幅
や
視
野
の
変
化
の
様

相
が
明
確
に
描
き
出
さ
れ
た
佳
品
と
し
て
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
実

際
、
前
述
の
川
端
康
成
も
、
落
第
し
た
啓
一
と
久
慈
の
行
動
か
ら
見

え
て
く
る
彼
等
の
心
境
の
変
化
を
分
析
し
て
「
不
抜
の
境
地
に
達
し

た
」
小
説
が
生
成
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
名

の
短
篇
集
で
あ
る
『
春
』
に
は
、「
春
に
就
い
て
」
と
い
う
中
谷
自

身
が
書
い
た
次
の
よ
う
な
序
文
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。

京
都
の
高
等
学
校
に
ゐ
た
頃
、
作
者
は
甚
だ
怠
惰
な
生
徒
で

あ
つ
た
。
そ
の
頃
の
生
活
を
、
そ
れ
か
ら
約
十
年
の
後
に
な
つ

て
回
想
し
た
時
、
小
説
「
春
」
が
生
れ
た
。

こ
の
作
品
は
、
発
表
の
当
時
も
大
変
好
評
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
が
、
作
者
に
と
つ
て
も
愛
着
の
深
い
作
品
で
あ
る
。
所
謂

私
小
説
と
い
ふ
も
の
で
は
な
く
、
書
い
て
あ
る
事
実
は
大
方
虚

構
の
こ
と
に
属
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
却
つ
て
、
作
者
に
と
つ

て
は
事
実
を
越
え
た
純
粋
な
思
ひ
出
と
な
つ
て
ゐ
る
。

作
者
は
こ
の
作
品
を
書
く
前
に
も
、
既
に
十
数
篇
の
習
作
を

発
表
し
て
ゐ
る
が
、
作
家
と
し
て
の
処
女
作
を
問
は
れ
る
な
ら

ば
、
こ
の
作
品
を
あ
げ
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。（
作
者
）

中
谷
は
、「
春
」
発
表
以
前
に
も
「
既
に
十
数
篇
の
習
作
を
発
表

し
て
ゐ
る
」
作
家
で
あ
っ
た
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
「
春
」
を
自

身
の
「
処
女
作
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ

に
は
「
発
表
の
当
時
も
大
変
好
評
を
受
け
た
」
と
い
う
川
端
の
同
時

代
評
の
役
割
が
強
い
の
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
い
う

事
実
が
「
所
謂
私
小
説
と
い
ふ
も
の
で
は
な
く
、
書
い
て
あ
る
事
実

は
大
方
虚
構
の
こ
と
に
属
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
却
つ
て
、
作
者
に

と
つ
て
は
事
実
を
越
え
た
純
粋
な
思
ひ
出
と
な
つ
て
ゐ
る
」
と
指
摘

す
る
こ
の
箇
所
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。

中
谷
は
「
怠
惰
な
生
徒
で
あ
つ
た
」
頃
の
自
分
の
過
去
を
見
つ
め

直
そ
う
と
し
て
、
小
説
「
春
」
を
書
き
始
め
た
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、

彼
は
自
己
の
記
憶
を
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
新
た
な
テ
ク
ス
ト
に
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向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
学
生
時
代
の
様
々
な
出
来
事
は
「
約
十
年
」

も
前
の
遠
い
時
間
の
彼
方
に
去
っ
た
も
の
だ
。
中
谷
は
心
象
風
景
と

し
て
の
学
生
時
代
の
像
を
甦
ら
せ
な
が
ら
も
、「
私
小
説
」
と
は
違

う
「
大
方
虚
構
の
こ
と
に
属
」
し
た
小
説
テクスト

を
生
成
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
「
事
実
を
越
え
た
純
粋
な
思
ひ
出
」
と
し
て
中
谷

の
眼
前
に
再
現＝
表
象
さ
れ
た
。
し
か
も
「
既
に
十
数
篇
の
習
作
を

発
表
し
て
ゐ
」
な
が
ら
も
、
中
谷
は
こ
の
「
春
」
を
「
作
家
と
し
て

の
処
女
作
」
と
し
て
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
言
説
か
ら
は
、
自

信
に
満
ち
溢
れ
た
中
谷
の
表
情
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

中
谷
は
「
春
」
を
書
き
上
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
説
家
と
し
て
の

大
き
な
変
化
を
感
じ
取
っ
て
い
た
の
だ
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、「
春
」
が
中
谷
に
と
っ
て
の
純
粋
な

「
処
女
作
」
で
は
な
か
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

「
春
」
を
「
作
家
と
し
て
の
処
女
作
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
作
家
に
な﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
が﹅
で﹅
き﹅
た﹅
と
考
え
る
中
谷
の
認
識
こ
そ

が
重
要
な
の
で
あ
る
（
傍
点
論
者
）。

で
は
、
そ
の
点
に
関
し
て
、
次
節
か
ら
は
川
端
康
成
の
同
時
代
評

を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

二
、「
春
」
と
川
端
康
成

前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
「
春
」
は
川
端
康
成
の
「
文
芸
時
評

新

人
の
作
品
」
と
い
う
論
評
に
よ
っ
て
文
壇
に
認
め
ら
れ
た
小
説
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
「
不
抜
の
境
地
に
達
し
た
」
こ
の
小
説
の
特
徴
に
つ

い
て
、
本
文
を
引
用
し
な
が
ら
具
体
的
に
分
析
を
試
み
る
川
端
の
姿

が
あ
っ
た
。

例
へ
ば
、
主
人
公
の
高
等
学
校
の
学
生
が
二
度
目
の
落
第
を
し

て
、
家
を
遁
走
し
て
停
車
場
へ
行
く
途
中
、
妹
に
出
会
ふ
と
こ

ろ
を
、
こ
ん
な
風
に
書
い
て
ゐ
る
。

「
そ
し
て
、
暫
く
そ
の
道
を
歩
い
て
ゆ
く
と
、
彼
は
向
ふ
か
ら

歌
を
う
た
ひ
な
が
ら
帰
つ
て
く
る
妹
に
出
逢
つ
た
。
妹
は
手
に

半
開
の
桜
の
枝
を
持
つ
て
、
そ
れ
を
振
り
な
が
ら
遠
く
か
ら
彼

に
挨
拶
し
た
。
彼
が
涙
の
あ
と
を
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
そ
の

顔
を
平
手
で
撫
で
ま
は
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
彼
女
は
ど
ん
ど
ん

彼
の
傍
に
か
け
よ
つ
て
来
て
、
彼
が
ま
だ
何
も
尋
ね
も
し
な
い

の
に
、
彼
女
は
軽
便
の
駅
へ
遊
び
に
行
つ
て
き
た
の
だ
な
ど
と

言
つ
て
、
そ
れ
か
ら
彼
に
何
処
へ
行
く
の
か
と
行
先
を
尋
ね
た
。

彼
が
散
髪
の
た
め
に
町
へ
行
く
の
だ
と
答
へ
る
と
、
妹
は
片
手

を
差
出
し
て
、（
お
土
産

）
と
言
つ
て
笑
つ
た
。
何
が
欲
し

い
の
か
と
尋
ね
る
と
、
こ
の
十
二
歳
の
少
女
は
、（
お
菓
子
）

と
言
つ
て
ま
た
笑
つ
た
。
そ
し
て
、
彼
が
（
よ
し
よマ
しマ
）
と
そ

れ
に
約
束
を
与
へ
る
と
、
妹
は
彼
女
の
好
き
な
菓
子
の
名
前
を

二
つ
三
つ
並
べ
て
、
そ
れ
か
ら
さ
つ
さ
と
彼
の
傍
を
通
り
過
ぎ

て
行
つ
た
。
暫
く
し
て
彼
が
そ
の
方
を
振
返
つ
て
み
る
と
、
彼

女
は
元
気
に
桜
の
枝
を
振
つ
て
歩
い
て
ゐ
た
が
、
や
が
て
ま
た
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歌
を
う
た
ひ
だ
し
た
。
彼
は
そ
の
遠
ざ
か
つ
て
ゆ
く
歌
声
を
背

に
き
きママ
な
が
ら
、
せ
つ
せ
と
道
を
急
い
だ
。」

こ
れ
は
こ
の
「
春
」
の
う
ち
で
、
最
も
甘
い
一
部
分
で
あ
る
。

私
は
わ
ざ
と
甘
い
と
こ
ろ
を
選
ん
で
、
写
し
取
つ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
こ
の
作
品
に
比
べ
る
と
、
私
達
の
書
く
も
の
は
あ
ま

り
に
甘
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
妹
が
桜
か
ざ
し
て
行
く
や

う
な
甘
い
一
節
に
も
、
い
は
ば
堂
に
入
つ
た
、
不
思
議
な
美
し

さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
。
地
味
な
修
練
の
光
が
さ
し

て
は
ゐ
な
い
で
あ
ら
う
か
。

川
端
は
こ
の
論
評
の
な
か
で
、「
春
」
の
な
か
で
も
「
最
も
甘
い

一
部
分
」
を
選
択
し
、
そ
の
切
り
取
っ
た
「
一
節
」
に
も
「
堂
に
入

つ
た
、
不
思
議
な
美
し
さ
」「
地
味
な
修
練
の
光
」
を
見
出
し
て
い

る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
箇
所
に
は
「
甘
い
」
要
素
の
な
い
、

あ
る
種
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た

修
練
の
光

が
満
ち
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
川
端
は
「
最
も
甘
い
一
分
部
」
を
「
写
し

取
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
何
に
「
私
達
の
書
く
も
の
」
が
「
甘

い
」「
作
品
」
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
訴
え
か
け
て
い
る
。
因
み
に
、

こ
こ
で
言
う
「
私
達
」
と
は
、
自
分
自
身
を
含
め
た
文
壇
の
多
く
の

作
家
達
を
指
し
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
そ
う
し
た
文
学
史
的
事
実
よ
り
も
、
こ
こ
で
は
中
谷
の

「
春
」
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
代
の
「
私
達
の
書
く
も
の
は
あ

ま
り
に
甘
い
」
と
感
じ
た
川
端
の
認
識
に
注
目
し
て
み
た
い
。
大
正

後
期
か
ら
太
平
洋
戦
争
が
開
始
さ
れ
る
年
ま
で
の
二
〇
年
間
に
わ
た

っ
て
「
文
芸
時
評
の
筆
を
執
」
り
、
時
代
と
作
品
の
関
係
性
を
論
じ

て
き
た
川
端
は
、
中
谷
以
外
に
も
「
数
々
の
新
し
い
才
能
を
見
出
し

て
」
き
た
「
当
代
第
一
の
批
評
家
」
で
も
あ
っ
た１

）
。
そ
ん
な
川
端
が

中
谷
の
「
春
」
に
見
出
し
た
特
質
と
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
点
に
関
し
て
は
、
次
に
引
用
す
る
こ
の
論
評
の
続
き
か
ら
判

断
し
た
い
。

そ
れ
か
ら
京
都
へ
着
き
、
や
は
り
落
第
坊
主
の
友
人
と
落
ち

合
つ
て
、
酒
を
飲
み
、
女
を
買
ひ
、
そ
の
青
年
期
の
憂
鬱
は
、

下
ら
ん
生
活
だ
と
云
へ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
そ
こ
に
ど
う
に
も

な
ら
ぬ
真
実
の
姿
が
と
ら
へ
ら
れ
て
は
ゐ
る
。
簡
単
に
は
名
状

し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
中
谷
氏
は
梶
井
氏
の
や
う
に
冴
え
た

鋭
さ
は
持
た
ぬ
が
、
ま
た
ち
が
つ
た
も
の
を
ぢ
つ
と
胸
で
支
へ

て
は
ゐ
る
。

川
端
は
、「
落
第
」
し
た
学
生
同
士
が
「
酒
を
飲
み
、
女
を
買
」

っ
た
り
す
る
「
青
年
期
の
憂
鬱
」
に
関
し
て
は
「
下
ら
ん
生
活
」
だ

と
し
て
大
し
た
関
心
を
示
さ
な
い
。
し
か
し
、
そ
ん
な
「
青
年
期
の

憂
鬱
」
が
表
象
さ
れ
た
「
下
ら
ん
生
活
」
と
も
言
う
べ
き
落
第
生
同

士
の
行
動
の
な
か
か
ら
、
川
端
は
「
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
真
実
の
姿
」

を
掘
り
起
こ
し
て
い
る
。

川
端
が
中
谷
の
「
春
」
に
見
出
し
た
「
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
真
実
の

姿
」
に
つ
い
て
、
こ
の
論
評
が
発
表
さ
れ
た
翌
年
に
「
文
学
界
」
に
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川
端
が
発
表
し
た
評
論
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

丹
羽
文
雄
氏
の
作
品
を
原
稿
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
つ
た
。
林

房
雄
氏
が
戯
れ
に
「
破
廉
恥
極
ま
る
も
の
」
と
呼
ん
だ
作
品
で

あ
つ
た
。
小
学
校
の
女
教
員
の
乱
倫
な
生
活
を
書
き
、
最
も
甚

だ
し
い
の
は
、
堕
胎
手
術
が
約
十
枚
に
渡
り
、
粘
り
強
く
細
描

し
て
あ
つ
た
。
発
表
は
許
さ
れ
さ
う
も
な
か
つ
た
。
読
み
な
が

ら
私
は
頭
痛
を
催
す
ほ
ど
で
、
作
者
の
神
経
は
ど
う
か
し
て
ゐ

る
の
で
は
な
い
か
と
疑
つ
た
。「
象
形
文
字
」（
改
造
）、「
贅

肉
」（
中
央
公
論
）
等
に
於
け
る
丹
羽
氏
は
、
決
し
て
病
的
頽

廃
で
片
づ
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
が
あ
る
。
な
に
か
強
い

も
の
が
あ
る
。

作
風
は
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
ふ
け
れ
ど
も
、
荒
木
魏ママ
、
張
赫
宙
、

石
坂
洋
次
郎
、
外
村
繁
、
大
谷
藤
子
、
中
谷
孝
雄
、
新
田
潤
、

高
見
順
、
島
木
健
作
、
そ
の
他
の
新
人
諸
氏
に
も
、
な
に
か
こ

の
強
さ
が
あ
る
。
こ
れ
は
も
つ
と
注
目
さ
れ
て
い
い
は
ず
で
あ

る
と
思
ふ
。
新
人
に
新
し
き
も
の
な
し
と
は
、
文
壇
一
般
の
嘆

声
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
形
式
的
外
面
の
新
し
さ
よ
り
も
、
こ
の

生
活
の
奥
底
か
ら
鈍
く
持
ち
上
つ
て
来
る
強
さ
の
方
が
、
面
白

い
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
そ
れ
に
就
て
考
へ
て
く
れ
る
批
評

家
の
努
力
が
望
ま
し
い２

）
。

こ
の
評
論
で
川
端
は
「
新
人
に
新
し
き
も
の
な
し
」
と
い
う
「
文

壇
一
般
の
嘆
声
」
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
も
、
丹
羽
文
雄
の
作
品
を

端
緒
と
し
て
、「
形
式
的
外
面
の
新
し
さ
」
を
目
指
す
「
文
壇
一
般
」

の
作
家
に
は
見
ら
れ
な
い
「
生
活
の
奥
底
か
ら
鈍
く
持
ち
上
つ
て
来

る
強
さ
」
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
強
さ
」
を
中
谷
ら
「
新

人
諸
氏
」
の
文
学
的
な
共
通
の
「
面
白
」
さ
と
し
て
捉
え
、
今
後
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
考
え
」
る
「
批
評
家
の
努
力
が
望
ま
し
い
」

と
主
張
す
る
の
だ
。
恐
ら
く
、
川
端
が
中
谷
の
「
春
」
か
ら
掘
り
起

こ
し
た
「
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
真
実
の
姿
」
も
、
こ
の
評
論
で
指
摘
さ

れ
た
「
生
活
の
奥
底
か
ら
鈍
く
持
ち
上
つ
て
来
る
強
さ
」
と
軌
を
一

に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
川
端
の
視
点
は
、
小
説
「
春
」
の
主
人
公
が
時
折

見
せ
る
激
し
い
心
情
の
揺
れ
か
ら
分
析
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
い
と
思

わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、「
春
」
の
主
人
公
が
見
せ
る
心
境
の

変
化
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

三
、

生
き
ら
れ
て
い
る
空
間

╱

期
待
の
場トポス

小
説
「
春
」
は
、
主
人
公
・
須
山
啓
一
の
二
度
目
の
落
第
で
幕
を

開
け
る
。
啓
一
は
、
二
度
目
の
落
第
の
事
実
を
両
親
に
話
す
こ
と
が

出
来
ず
に
悩
ん
で
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
一
度
目
の
落
第
の
時
に
父

親
が
錯
乱
し
、
家
族
の
前
で
凄
ま
じ
い
「
狂
態
」
を
見
せ
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
啓
一
が
落
第
し
た
原
因
は
、
啓
一
の
「
怠
惰
な
生

活
」
に
あ
っ
た
。
そ
の
事
を
語
り
手
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

彼
は
茫
然
と
白
痴
の
や
う
に
あ
た
り
の
春
を
体
で
感
じ
な
が
ら
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坐
つ
て
ゐ
た
。
す
る
と
、
不
意
に
何
と
も
い
ひ
や
う
の
な
い
苛

立
た
し
い
観
念
の
切
つ
端
が
頭
に
浮
ん
で
き
て
、
彼
は
弾
か
れ

た
も
の
ゝ
や
う
に
飛
上
る
と
、
あ
た
り
の
手
頃
な
石
を
両
手
で

抱
へ
て
、
力
ま
か
せ
に
そ
れ
を
投
出
し
た
。
投
げ
ら
れ
た
石
は

他
の
石
と
衝
突
し
て
、
彼
の
足
元
で
火
を
発
し
て
壊くだ
け
た
。
そ

の
時
、
彼
は
彼
に
苛
酷
な
も
の

意
地
の
悪
い
教
師
や
、
ノ

ー
ト
を
借
し
て
呉
れ
な
い
秀
才
や
、
彼
の
後
を
執
拗
く
学
校
ま

で
つ
け
て
く
る
借
金
取
な
ど
の
顔
が
、
粉
微
塵
に
そ
の
石
の
下

に
壊
け
て
し
ま
つ
て
ゐ
れ
ば

と
そ
ん
な
空
想
で
益
々
昻
奮

し
て
、
何
度
も
同
じ
や
う
な
こ
と
を
繰
返
し
た
。
不
思
議
な
こ

と
で
は
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
時
自
身
の
京
都
で
の
生
活
に
就
い

て
は
、
殆
ん
ど
何
等
の
反
省
を
も
起
さ
な
か
つ
た
。
落
第
と
い

ふ
事
実
の
前
に
は
全
く
途
方
を
失
ふ
程
に
苦
し
ん
で
ゐ
な
が
ら
、

そ
の
原
因
で
あ
る
彼
の
怠
惰
な
生
活
に
就
い
て
は
、
少
し
も
深

く
後
悔
を
し
て
ゐ
な
か
つ
た
。
彼
は
百
日
以
上
も
学
校
を
欠
席

し
た
上
に
、
昼
間
は
猫
の
や
う
に
う
つ
ら
う
つ
ら
と
眠
つ
て
ゐ

て
、
夜
に
な
る
と
き
ま
つ
て
京
都
の
街
々
を
う
ろ
つ
き
ま
は
つ

た
。
制
服
や
教
科
書
ま
で
質
に
い
れ
て
、
そ
の
金
で
球
を
撞
い

た
り
女
を
買
ふ
の
だ
つ
た
。
下
宿
の
近
所
の
食
堂
や
カ
フ
エ
ー

等
に
は
ま
た
た
く
う
ち
に
借
金
が
か
さ
ん
で
、
そ
の
度
に
彼
は

そ
れ
を
逃
れ
る
た
め
に
転
々
と
下
宿
を
移
つ
た
。
そ
し
て
試
験

が
近
づ
く
頃
に
な
る
と
、
彼
は
狼
狽
し
て
ク
ラ
ス
の
連
中
の
間

を
ノ
ー
ト
を
借
り
に
駈
け
ま
は
つ
た
。

引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
啓
一
の
不
良
少
年
じ
み
た

「
怠
惰
な
生
活
」
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
勝
手
で
無
反
省
で
、
後
に

小
説
で
も
語
ら
れ
る
が
、
父
親
同
様
に
「
堪
性
の
な
い
性
格
」
が
良

く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
作
家
論
的
興
味
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、

こ
こ
に
梶
井
基
次
郎
と
の
交
遊３

）
を
想
起
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
は
問
わ
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
小
説

に
表
現
さ
れ
る
啓
一
の
不
良
性
に
つ
い
て
、
次
に
引
用
す
る
記
述
に

照
ら
し
合
わ
せ
て
み
た
い
。

彼
等
（
不
良
少
年
）
の
十
中
八
九
は
自
涜
の
悪
癖
を
有
す
る
と

共
に
、
僅
か
十
四
五
歳
の
少
年
で
既
に
遊
里
に
足
を
踏
み
入
れ
、

売
笑
婦
の
群
に
投
じ
、
或
は
常
に
猥
褻
の
言
語
を
弄
す
る
を
楽

み
と
し
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
（（

）
内
は
論
者
）。（
中
略
）

そ
の
憤
怒
の
因
由
を
正
し
て
観
る
と
、
感
情
及
び
情
緒
よ
り
昻

進
す
る
も
の
多
く
、
例
へ
ば
嫉
妬
、
猜
疑
、
怨
恨
、
嫌
忌
、
反

情
、
不
快
等
が
相
錯
綜
し
て
起
つ
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
彼

等
は
一
度
自
暴
的
に
出
で
ん
か
。
あ
ら
ゆ
る
方
策
を
以
て
し
て

も
容
易
に
冷
静
に
立
ち
帰
へ
ら
し
め
得
な
い
ほ
ど
、
強
烈
な
興

奮
性
と
感
激
性
と
の
持
主
で
あ
る
。（
中
略
）
╱
淫
蕩
的
な
彼

等
の
生
活
は
、
カ
フ
エ
ー
を
中
心
と
し
て
、
其
処
に
出
入
す
る

不
良
分
子
に
近
い
人
間
を
脅
し
、
且
不
良
の
女
給
を
手
玉
に
し

て
は
凡
ゆ
る
犯
罪
を
醸
成
す
る
。
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こ
こ
に
引
用
し
た
の
は
、「
不
良
少
年
」
の
実
状
に
つ
い
て
「
満

十
四
歳
以
上
二
十
一
歳
迄
の
男
子
に
限
定
し
」「
内
的
観
察
を
下
し
、

そ
の
不
良
化
の
経
路
を
尋
ね
」
な
が
ら
彼
等
の
「
不
良
」
性
に
つ
い

て
研
究
を
行
っ
た
河
野
通
雄
の
研
究
報
告
書
『
不
良
少
年
の
実
際
』

（
育
成
館
、
一
九
二
八
年
四
月
）
の
一
部
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
記
述
と
啓
一
の
「
怠
惰
な
生
活
」
の
描
写
と
を
比
較
・
検

証
し
て
み
れ
ば
、「
不
良
少
年
」
の
特
性
は
、
そ
の
ま
ま
「
春
」
の

主
人
公
・
啓
一
の
「
怠
惰
な
生
活
」
の
特
性
と
重
な
り
合
う
こ
と
が

分
か
る
。
つ
ま
り
、「
春
」
の
主
人
公
・
啓
一
は
、
同
時
代
に
見
ら

れ
る
典
型
的
な
「
不
良
少
年
」
の
特
性
を
併
せ
持
っ
た

少
年

と

し
て
登
場
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
こ
こ
に
は
「
事
実
を
越
え
た
純

粋
な
思
ひ
出
」
と
し
て
「
春
」
を
小
説
化
し
て
い
く
中
谷
の
ス
ト
ー

リ
ー
テ
ラ
ー
と
し
て
の
手
腕
が
活
か
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ

う
。こ

の
後
、
啓
一
は
「
遁
走
」
を
計
画
し
、「
父
の
小
箪
子
か
ら
抜

出
し
て
置
い
た
百
円
あ
ま
り
の
金
を
懐
に
い
れ
て
」「
書
置
き
」
を

残
し
て
家
を
出
て
、「
軽
便
の
駅
の
方
へ
」
と
向
か
う
。
そ
こ
で
、

前
述
の
川
端
が
引
用
し
た
妹
と
遭
遇
す
る
場
面
と
な
り
、
啓
一
は

「
近
江
」
の
田
舎
町
か
ら
「
京
都
」
へ
と
旅
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
ん

な
啓
一
が
京
都
に
到
着
し
た
瞬
間
の
心
境
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。そ

の
夕
方
、
彼
の
汽
車
が
京
都
に
着
く
と
、
彼
は
あ
た
り
の

明
る
い
灯
の
色
に
、
急
に
心
が
明
る
く
膨
ら
ん
で
く
る
の
を
お

ぼ
え
た
。
今
ま
で
、
暮
れ
て
ゆ
く
近
江
平
野
の
暗
い
汽
車
の
窓

で
、
故
郷
の
こ
と
な
ど
を
思
つ
た
り
、
希
望
の
な
い
自
分
の
前

途
を
考
へ
て
す
つ
か
り
塩
垂
れ
て
ゐ
た
彼
は
、
一
朝
に
し
て
そ

の
感
慨
を
失
つ
て
ゆ
く
や
う
な
自
分
に
気
づ
い
て
少
な
か
ら
ず

狼
狽
し
た
。

こ
こ
に
も
、
先
に
述
べ
た
啓
一
の
不
真
面
目
な
性
格
が
表
現
さ
れ

て
い
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
「
故
郷
」
か
ら
「
京
都
」
と
い
う

場
╱
空
間

ト

ポ

ス
の
移
動
に
伴
っ
て
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
表
現
が

暗
い

╱
明
る
い

と
い
う
形
容
詞
で
区
分
け
さ
れ
る
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
「
暮
れ
て
ゆ
く
近
江
平
野
」
と
京
都
駅
の
「
明
る
い
灯
の

色
」
と
い
う
、
空
間
上
で
の

明
暗

の
変
化
を
示
唆
し
て
い
る
こ

と
に
間
違
い
な
い
。「
故
郷
」
か
ら
移
動
す
る
汽
車
の
な
か
で
啓
一

は
「
暮
れ
て
ゆ
く
近
江
平
野
の
暗
い
汽
車
の
窓
」
を
見
つ
め
な
が
ら
、

「
希
望
の
な
い
自
分
の
前
途
を
考
へ
て
す
つ
か
り
塩
垂
れ
」
て
し
ま

っ
て
い
る
。
だ
が
、「
汽
車
が
京
都
に
着
く
と
、
彼
は
あ
た
り
の
明

る
い
灯
の
色
に
、
急
に
心
が
明
る
く
膨
ら
ん
で
く
る
」
の
だ
。

し
か
し
、
こ
の
空
間
上
で
の
明
る
さ
の
変
化
に
伴
い
、
啓
一
の
心

境
が
変
化
し
て
い
く
様
子
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
空
間
の
移
動
╱
心

境
の
変
化
で
考
え
て
み
た
い
の
が
、
Ｏ
・
Ｆ
・
ボ
ル
ノ
ウ
の
「
空

間
」
の
捉
え
方
で
あ
る
。
ボ
ル
ノ
ウ
は
「
三
つ
の
次
元
で
メ
ー
ト
ル

と
か
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
つ
か
っ
て
測
る
こ
と
の
で
き
る
数
学
的
空
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間４
）

」
の
「
決
定
的
な
性
質
」
で
あ
る
「
等
質
性
」
に
対
し
、「
空
間

に
た
い
す
る
人
間
の
関
係
」
に
つ
い
て
考
え
を
巡
ら
し
て
い
く
際
に

は
「

体
験
さ
れ
て
い
る
空
間

と
い
う
概
念
」
を
導
入
す
る
必
要

性
が
あ
る
の
だ
と
説
い
て
い
る
。
次
の
引
用
は
、
そ
ん
な
ボ
ル
ノ
ウ

の
「

体
験
さ
れ
て
い
る
空
間

」
の
考
え
方
を
ま
と
め
た
も
の
だ
。

こ
の
空
間
が
、
そ
の
な
か
で
生
活
し
て
い
る
人
間
と
相
互
関

係
に
あ
る
も
の
と
し
て
人
間
に
ど
の
く
ら
い
強
く
む
す
び
つ
い

て
い
る
か
は
、
こ
の
空
間
が
異
な
る
人
間
に
た
い
し
て
異
な
る

空
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
に
と
っ
て
も
、

そ
の
人
の
そ
の
時
そ
の
時
の
構
え
や
気
分
の
状
態
に
よ
っ
て
変

化
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
お
し
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間

の
「
な
か
の
」
変
化
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
人
間
の

生
き
ら
れ

て
い
る
空
間

の
変
化
を
条
件
づ
け
る
。

ボ
ル
ノ
ウ
の
指
摘
す
る
空
間
論
は
、「
故
郷
」
か
ら
「
京
都
」
の

移
動
に
伴
う
啓
一
の
心
境
の
変
化
を
的
確
に
捉
え
た
発
言
と
し
て
重

視
す
べ
き
だ
ろ
う
。
啓
一
は
「
暮
れ
て
ゆ
く
近
江
平
野
の
暗
い
汽
車

の
窓
」
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
希
望
の
な
い
自
分
の
前
途
を
考
へ

て
す
つ
か
り
塩
垂
れ
」
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
は
「
暮
れ
て
ゆ
く
」

景
色
╱
空
間

ト

ポ

ス

の
暗
さ
の
他
に
、「
故
郷
」
の
自
然
と
繫
が
る
「
近
江

平
野
」
の
光
景
に
よ
っ
て
父
親
の
恐
ろ
し
い
「
錯
乱
振
り
」
が
喚
起

さ
れ
る
と
い
う
、
心
境
の

暗
さ

が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た

か
。
そ
の
恐
怖
感
は
、
こ
の
後
に
出
逢
う
久
慈
と
の
対
話
の
際
に
も

誘
発
さ
れ
る
。

啓
一
は
久
慈
の
落
着
い
た
話
振
り
と
、
彼
の
父
に
対
す
る
呑

気
さ
う
な
考
方
か
ら
、
世
の
常
の
父
子
関
係
と
言
ふ
も
の
を
感

じ
て
そ
れ
が
ひ
ど
く
羨
し
か
つ
た
。
彼
の
父
の
堪
性
の
な
い
性

格
と
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ゝ
受
継
い
だ
彼
と
の
関
係
は
、
久
慈
の

場
合
の
や
う
に
ど
う
し
て
も
う
ま
く
行
か
な
か
つ
た
。
こ
の
前

の
落
第
の
時
の
父
の
錯
乱
振
り
か
ら
考
へ
て
み
て
も
今
度
は
ど

ん
な
こ
と
が
持
上
る
か
、
啓
一
は
そ
の
怖
ろ
し
さ
に
堪
へ
る
こ

と
が
出
来
な
か
つ
た
。
彼
は
彼
の
書
置
き
を
見
た
父
母
の
様
子

を
想
像
し
、
今
頃
田
舎
の
家
で
一
家
が
ど
ん
な
に
逆
上
し
た
混

乱
の
な
か
に
あ
る
だ
ら
う
か
と
思
ふ
と
、
遽
か
に
堪
へ
難
い
憂

鬱
に
襲
は
れ
て
、
思
は
ず
激
し
く
身
震
ひ
を
し
た
。

こ
の
よ
う
な
「
父
の
錯
乱
振
り
」
に
「
思
は
ず
激
し
く
身
震
ひ
」

す
る
啓
一
の
心
情
に
関
し
て
は
、
完
全
に
は
同
情
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
思
い
や
る
と
こ
ろ
は
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
汽
車
に
乗
っ
て
い
る
間
の
啓
一

の
沈
み
込
ん
だ
気
分
が
、「
故
郷
」
の
自
然
と
切
り
離
さ
れ
た
「
京

都
」
の
都
会
の
「
明
る
い
灯
」
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
気
に

「
明
る
く
膨
ら
」
み
だ
す
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
気
分
の
高
揚
は
、

時
間
の
経
過
と
と
も
に
大
胆
な
行
動
を
啓
一
に
と
ら
せ
る
よ
う
に
な

る
。

京
都
駅
前
の
広
場
に
立
つ
て
、
ぽ
ー
と
明
る
く
輝
い
て
ゐ
る
四
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条
あ
た
り
の
空
の
色
に
見
い
つ
た
時
、
彼
は
激
し
い
動
揺
を
胸

に
感
じ
た
。
真
直
ぐ
吉
田
町
の
下
宿
へ
帰
ら
う
と
言
ふ
真
面
目

な
考
へ
と
、
四
条
か
ら
祇
園
へ
か
け
て
夜
の
世
界
へ
流
れ
こ
み

た
い
と
い
ふ
誘
惑
と
が
彼
の
内
で
格
闘
を
始
め
た
。
彼
は
そ
の

二
つ
の
考
へ
に
自
分
で
は
い
づ
れ
と
も
勝
敗
を
決
定
し
よ
う
と

は
思
は
な
か
つ
た
。
そ
し
て
、
た
ゞ
漠
然
と
其
処
へ
来
合
せ
た

祇
園
行
の
電
車
に
飛
乗
つ
て
し
ま
つ
た
。

啓
一
の
眼
前
に
拡
が
る
光
景
は
「
等
質
性
」
に
基
づ
き
、
建
物
や

道
路
の
距
離
や
配
置
を
数
値
に
置
き
換
え
た
「
数
学
的
空
間
」
で
は

な
い
。
そ
こ
に
は
「
激
し
い
動
揺
を
胸
に
感
じ
」
る
ほ
ど
心
が
躍
動

す
る
「

生
き
ら
れ
て
い
る
空
間

」
と
し
て
の

京
都

が
拓
け
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ

に
は
、
こ
れ
か
ら
何
か
が
起
こ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
期
待
が
込

め
ら
れ
た
、
啓
一
に
と
っ
て
の

期
待
の
場トポス

が
拡
が
っ
て
い
た
と

言
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う５

）
。

啓
一
に
は
下
宿
先
に
直
行
し
よ
う
と
い
う
「
真
面
目
な
考
へ
」
と

「
夜
の
世
界
へ
流
れ
こ
み
た
い
と
い
ふ
誘
惑
」
の
「
二
つ
の
考
へ
」

と
「
格
闘
」
す
る
状
況
に
陥
る
が
、
そ
の
後
に
来
る
「
祇
園
行
の
電

車
に
飛
乗
つ
」
た
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
最
初
か
ら
「
真
面
目
な
考

へ
」
の
割
合
の
方
が
少
な
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
根
っ
か

ら
の
「
不
良
少
年
」
と
し
て
の
特
性
を
身
に
つ
け
た
啓
一
に
と
っ
て
、

「
夜
の
世
界
へ
流
れ
こ
み
た
い
と
い
ふ
誘
惑
」
は
、
越
え
る
こ
と
が

出
来
な
い
大
き
な
壁
と
し
て
存
在
し
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
れ
は
「
二

つ
の
考
へ
」
と
「
格
闘
」
す
る
啓
一
の
決
定
を
下
す
判
断
材
料
に
も

良
く
現
れ
て
い
る
。

電
灯
の
少
い
烏
丸
の
通
り
を
上
つ
て
ゆ
く
電
車
の
中
で
も
、
彼

は
ま
だ
決
定
的
な
予
定
は
持
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
か
う
し
て
ゆ

け
ば
、
多
分
祇
園
で
下
車
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
と
だ
け
は

考
へ
て
ゐ
た
が
、
真
直
ぐ
下
宿
へ
帰
り
た
け
れ
ば
其
処
で
東
山

線
に
乗
換
へ
て
熊
野
神
社
の
方
へ
ゆ
け
ば
よ
い
の
だ
つ
た
。
そ

れ
は
其
の
時
の
決
定
を
待
て
ば
よ
い
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
自
分

を
電
車
に
任
し
て
置
く
よ
り
仕
方
が
な
か
つ
た
。
け
れ
ど
も
、

四
条
が
近
づ
く
に
従
つ
て
、
街
の
灯
の
色
は
次
第
に
明
る
さ
を

増
し
て
来
た
。
彼
の
心
も
知
ら
ぬ
間
に
そ
の
影
響
を
受
け
て
、

何
か
傍
若
無
人
な
も
の
が
そ
ろ
そ
ろ
と
体
の
中
を
動
き
始
め
て

き
た
。
四
条
烏
丸
で
電
車
が
祇
園
の
方
へ
方
向
を
換
へ
た
時
、

急
に
花
見
客
ら
し
い
連
中
が
一
ぱ
い
乗
込
ん
で
き
た
。
そ
の
時
、

初
め
て
自
分
の
心
に
一
つ
の
中
心
を
発
見
し
た
。
花
見
だ

今
夜
だ
け
は
ゆ
つ
く
り
と
花
を
見
て
や
ら
う
。

啓
一
の
「
心
」
は
「
花
見
客
ら
し
い
連
中
が
一
ぱ
い
乗
込
ん
で
」

く
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
花
見
」
に
行
く
こ
と

だ
。
祇
園
に
到
着
し
た
啓
一
は
「
公
園
へ
の
石
段
を
雑
踏
す
る
人
々

に
押
さ
れ
な
が
ら
」「
群
集
」
の
入
り
混
じ
る
花
見
会
場
に
向
か
う
。

公
園
の
中
は
人
で
い
つ
ぱ
い
だ
つ
た
。（
中
略
）
そ
れ
は
、
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群
集
と
い
ふ
も
の
ゝ
平
均
さ
れ
た
感
情
に
と
け
込
ん
で
い
つ
た

と
で
も
言
ふ
の
か
、
彼
は
た
ゞ
そ
の
雑
踏
の
中
に
押
合
つ
て
ゐ

る
だ
け
で
愉
快
だ
つ
た
。（
中
略
）
人
々
は
誰
も
花
な
ど
を
眺

め
や
う
と
は
し
て
ゐ
な
か
つ
た
。
た
ゞ
体
と
体
と
を
押
合
ひ
な

が
ら
、
そ
れ
だ
け
で
す
つ
か
り
満
足
し
て
上
機
嫌
に
浮
か
れ
て

ゐ
た
。
か
う
し
た
酔
つ
ぱ
ら
つ
た
群
集
の
光
景
は
、
彼
の
心
を

い
や
が
上
に
も
弾
ま
せ
た
。

「
故
郷
」
か
ら
「
遁
走
」
し
て
き
た
と
い
う
現
実
的
な
問
題
は
、
こ

こ
で
捨
象
さ
れ
る
。
そ
ん
な
啓
一
の
眼
前
に
現
れ
る
の
が
「
落
第
坊

主
」
の
「
久
慈
」
で
あ
る
。

四
、

ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
・
久
慈

啓
一
と
久
慈
の
関
係
は
、
花
見
会
場
で
邂
逅
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
る
。や

が
て
体
の
疲
労
を
感
じ
て
休
息
の
た
め
に
ベ
ン
チ
を
物
色
し

た
。（
中
略
）
そ
し
て
、
薄
暗
い
木
影
に
な
つ
た
所
に
、
た
ゞ

一
人
で
伸
々
と
一
つ
の
ベ
ン
チ
を
占
領
し
て
横
に
な
つ
て
ゐ
る

男
の
あ
る
を
見
て
、
彼
は
そ
の
方
へ
歩
み
寄
つ
た
。

「
済
み
ま
せ
ん
。
暫
く
休
ま
せ
て
下
さ
い
」

さ
う
言
つ
て
彼
が
そ
の
ベ
ン
チ
の
前
に
立
停
る
と
、
今
ま
で

横
に
な
つ
て
ゐ
た
紺
飛
白
の
男
は
む
つ
く
り
と
起
き
あ
が
つ
た
。

そ
し
て
啓
一
の
顔
を
見
る
と
い
き
な
り
（
や
あ

）
と
感
嘆
の

声
を
上
げ
た
。
同
時
に
彼
も
（
お
お

）
と
言
つ
て
相
手
の
変

つ
た
風
貌
を
み
つ
め
た
。（
ど
う
し
た
、
そ
の
頭
は

）
暫
く

し
て
彼
が
相
手
の
珍
ら
し
い
坊
主
頭
を
指
し
て
そ
ん
な
風
に
訊

ね
る
と
、
相
手
は
笑
ひ
な
が
ら
（
発
心
し
た
よ

）
と
い
つ
て

そ
の
坊
主
頭
を
片
手
で
撫
で
あ
げ
た
。
咄
嗟
に
彼
は
凡
て
の
事

情
を
了
解
し
た
。
そ
し
て
、
い
き
な
り
（
落
第
坊
主

）
と
浴

せ
か
け
た
。
相
手
は
ア
ハ
ハ
ハ
と
朗
ら
か
に
笑
つ
た
。
彼
等
は

並
ん
で
そ
の
ベ
ン
チ
に
腰
を
降
し
た
。
相
手
の
男
は
啓
一
と
は

ク
ラ
ス
は
異
つ
た
が
、
同
じ
年
に
入
学
し
て
暫
く
寮
で
同
じ
室

に
ゐ
た
こ
と
の
あ
る
久
慈
と
言
ふ
男
だ
つ
た
。
久
慈
も
彼
と
同

じ
や
う
に
こ
れ
で
二
度
目
の
落
第
だ
つ
た
。

こ
の
後
、
久
慈
と
啓
一
は
「
四
条
通
り
の
あ
る
カ
フ
エ
ー
」
で
一

緒
に
酒
を
飲
む
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
留
意
し
た
い
の
は
、
二
人
が

「
同
じ
年
に
入
学
」
し
、「
同
じ
や
う
に
こ
れ
で
二
度
目
の
落
第
」

を
し
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
れ
は
偶
然
の
一
致
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の

点
を
見
て
い
く
た
め
、
こ
の
後
の
二
人
の
行
動
を
追
い
か
け
て
み
よ

う
。啓

一
は
「
呂
律
」
が
「
怪
し
く
な
」
り
、
や
た
ら
と
「
酒
を
強

要
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
久
慈
に
対
し
、
我
慢
が
出
来
な
く
な
っ
て

帰
ろ
う
と
席
を
立
つ
。
そ
の
時
、
久
慈
が
と
っ
た
行
動
は
、

「
う
、
帰
る

帰
つ
て
見
ろ
、
俺
を
す
つ
ぽ
か
し
て
帰
れ
る

な
ら
帰
つ
て
見
ろ

そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
貴
様
の
頭
に
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ビ
ー
ル
瓶
を
叩
き
つ
け
て
や
る
ば
か
り
だ
か
ら
」

久
慈
は
矢
庭
に
一
本
の
ビ
ー
ル
瓶
を
摑
ん
で
立
上
つ
た
。
す

る
と
、
今
ま
で
彼
等
が
何
も
話
し
か
け
よ
う
と
も
し
な
い
の
で
、

退
屈
し
て
傍
の
椅
子
に
坐
つ
て
ゐ
た
女
給
が
、
狼
狽
て
ゝ
久
慈

の
前
に
手
を
ひ
ろ
げ
た
。
久
慈
は
何
と
思
つ
た
か
、
急
に
お
と

な
し
く
熊
の
や
う
に
う
な
づ
き
な
が
ら
再
び
腰
を
降
し
た
。
そ

し
て
（
ビ
ー
ル

ビ
ー
ル
を
持
つ
て
来
い

）
と
激
し
く
叫

び
な
が
ら
、
同
時
に
啓
一
に
対
し
て
は
し
き
り
に
謝
罪
す
る
や

う
な
格
好
で
（
た
の
む

た
の
む

）
と
繰
返
し
て
、
あ
く

ま
で
彼
を
其
場
に
と
ゞ
め
て
置
か
う
と
努
め
る
の
だ
つ
た
。

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
啓
一
は
久
慈
に
よ
っ
て
引
き
留
め

ら
れ
る
が
、
啓
一
の
方
で
も
「
離
れ
難
い
気
持
」
が
起
こ
り
、「
そ

の
ま
ゝ
愚
図
々
々
と
卓
に
帰
つ
」
て
結
局
、
そ
の
後
二
人
は
「
飲
み

く
ら
べ
」
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
、
二
人
は
「
傍
若
無
人
な
振
舞
ひ
を
続
け
」
な
が
ら
「
そ

の
カ
フ
エ
ー
を
出
」
て
、
久
慈
の
「
俺
に
童
貞
を
捨
て
さ
せ
ろ
」
と

言
う
「
全
く
思
ひ
も
か
け
な
い
」
告
白
か
ら
「
女
達
の
ゐ
る
街
」
に

向
か
う
。
だ
が
、
翌
日
の
夕
方
に
啓
一
の
部
屋
に
現
れ
た
久
慈
は
、

啓
一
が
女
郎
屋
に
久
慈
を
連
れ
て
行
っ
た
事
を
「
批
難
」
す
る
。
自

分
か
ら
「
童
貞
を
捨
て
さ
せ
ろ
」
と
喚
き
散
ら
し
て
い
た
久
慈
の
豹

変
ぶ
り
に
全
く
納
得
が
い
か
な
い
啓
一
は
、
し
ば
ら
く
の
間
は
久
慈

と
激
し
く
議
論
す
る
が
、
や
が
て
は
二
人
と
も
疲
れ
切
っ
て
眠
っ
て

し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
そ
ん
な
二
人
が
こ
れ

か
ら
起
こ
す
行
動
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
の
幾
日
間
、
啓
一
と
久
慈
と
は
毎
日
行
動
を
共
に

し
た
。
朝
、
午
後
二
時
頃
に
な
つ
て
彼
等
は
眼
を
さ
ま
し
た
。

お
互
に
む
つ
つ
り
と
口
も
利
か
な
い
で
、
彼
等
は
顔
を
洗
ひ
そ

れ
か
ら
飯
を
食
ふ
た
め
に
食
堂
へ
出
か
け
て
行
つ
た
。
飯
を
食

ふ
間
も
二
人
は
互
に
向
ひ
あ
つ
た
き
り
、
全
然
他
人
同
士
の
や

う
に
無
関
心
な
顔
を
突
合
し
て
ゐ
た
。
け
れ
ど
も
、
心
の
な
か

で
は
二
人
は
お
互
を
憎
み
合
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
証
拠
に
、
彼
等

は
若
し
何
か
の
き
つ
か
け
で
、
ど
ち
ら
か
ゞ
物
を
言
ひ
か
け
る

と
、
相
手
の
方
は
必
ず
鋭
い
眼
つ
き
で
そ
れ
に
答
へ
る
の
が
普

通
だ
つ
た
。
す
る
と
、
そ
の
眼
の
色
が
ま
た
話
か
け
た
方
を
怒

ら
し
、
感
情
は
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
か
ら
み
合
つ
て
行
つ
た
。

二
人
は
そ
ん
な
風
に
憎
み
合
ひ
な
が
ら
、
ど
ち
ら
も
つ
く
づ
く

独
り
に
な
り
た
い
と
思
つ
て
ゐ
た
。
然
も
ど
ち
ら
か
ゞ
「
左
様

な
ら
」
と
で
も
言
ひ
だ
す
と
、
き
ま
つ
て
そ
の
相
手
は
彼
を
ひ

き
と
め
よ
う
と
あ
ら
ゆ
る
言
葉
を
使
つ
た
。
そ
れ
は
、
い
は
ゞ

痴
情
に
も
つ
れ
合
つ
た
男
女
の
関
係
に
も
似
た
も
の
で
あ
つ
た

が
同
時
に
こ
の
二
人
の
落
第
生
は
何
よ
り
も
孤
独
を
怖
れ
て
ゐ

る
の
だ
つ
た
。

二
人
は
何
故
か
共
に
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
様
子
は
、
ま

る
で
鏡
に
映
し
出
さ
れ
た
自
分
自
身
を
眺
め
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
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そ
し
て
、
そ
ん
な
二
人
の
行
動
は
さ
ら
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
。

彼
等
は
飯
を
食
つ
て
し
ま
ふ
と
、
き
ま
つ
て
街
へ
出
て
行
つ
た
。

熊
野
神
社
か
ら
丸
太
町
通
り
を
古
本
屋
を
覗
き
な
が
ら
寺
町
へ

出
て
、
そ
れ
か
ら
寺
町
二
条
の
か
ぎ
や
と
言
ふ
喫
茶
店
へ
寄
つ

て
、
そ
こ
の
椅
子
に
腰
を
降
し
て
不
味
さ
う
に
二
三
杯
の
お
茶

を
飲
む
の
だ
つ
た
。
そ
の
う
ち
に
そ
ろ
そ
ろ
街
に
は
灯
が
つ
い

て
、
今
ま
で
白
け
た
姿
を
曝
し
て
ゐ
た
街
が
次
第
に
活
気
を
見

せ
て
く
る
。
彼
等
の
心
も
そ
の
灯
の
色
に
染
め
ら
れ
る
と
、
少

し
づ
ゝ
色
め
い
て
き
て
、
や
が
て
二
人
は
そ
の
中
へ
降
り
て
い

つ
た
。
そ
れ
か
ら
京
極
の
人
混
み
に
洗
は
れ
て
四
条
へ
出
る
頃

に
は
、
彼
等
は
お
互
に
す
つ
か
り
違
つ
た
人
間
に
な
つ
て
ゐ
た
。

こ
こ
で
「
寺
町
二
条
の
か
ぎ
や
と
言
ふ
喫
茶
店
」
に
言
及
し
て
い

る
こ
と
は
、
前
述
し
た
中
谷
と
梶
井
基
次
郎
と
の
交
遊
と
い
う
、
作

家
論
的
興
味
を
惹
き
つ
け
る
言
説６

）
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
は
あ
え
て
問

わ
な
い
。
注
目
し
た
い
の
は
、
前
述
の
ボ
ル
ノ
ウ
が
指
摘
す
る

「

生
き
ら
れ
て
い
る
空
間

の
変
化
」
が
二
人
の
眼
差
し
に
見
出

せ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
二
人
は
「
京
極
の
人
混
み
に
洗
は
れ
て
四
条

へ
出
る
頃
」
に
な
る
と
、
何
故
か
「
す
つ
か
り
違
つ
た
人
間
」
に
変

化
す
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
行
動
を
起
こ
す
。

彼
等
は
急
に
冗
舌
に
な
り
八
尾
政
と
か
菊
水
と
か
、
酒
と
女
の

ゐ
る
店
へ
這
入
つ
て
、（
中
略
）
彼
等
は
肌
に
ま
つ
は
り
つ
く

や
う
な
粘
々
し
た
女
の
声
に
溢
れ
た
街
を
、
ひ
と
か
ど
道
楽
者

の
格
好
で
、
ぶ
ら
ぶ
ら
と
芸
者
の
後
な
ど
に
つ
い
て
歩
き
ま
は

つ
た
。
そ
し
て
、
ど
こ
と
言
ふ
決
つ
た
家
と
い
ふ
こ
と
は
な
く
、

そ
の
時
そ
の
時
の
気
ま
ぐ
れ
で
出
鱈
目
に
何
処
か
一
軒
の
茶
屋

に
あ
が
る
の
だ
つ
た
。

そ
の
後
、「
そ
の
街
か
ら
出
て
来
る
頃
に
は
」「
お
互
に
て
れ
く
さ

さ
う
に
顔
を
そ
向
け
あ
つ
て
並
ん
で
歩
」
き
、
そ
の
ま
ま
二
人
は

「
一
緒
に
ど
ち
ら
か
の
下
宿
へ
引
あ
げ
」
る
の
だ７

）
。

以
上
の
よ
う
な
啓
一
と
久
慈
の
行
動
の
共
通
性
は
、
ど
う
も
偶
然

の
関
係
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
二
人
は
あ
ま
り
に
同
じ
行
動
を
と

り
す
ぎ
て
い
る
。
ま
る
で
、
久
慈
と
い
う
男
は
啓
一
の
姿
を
投
影
し

た
〞
亡
霊
〝
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
登
場
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

も
う
少
し
言
い
方
を
変
え
て
み
れ
ば
、
啓
一
の
影
の
よ
う
に
忍
び
寄

る
〞
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
〝
的
な
存
在
の
よ
う
で
あ
る
。

仮
に
久
慈
が
啓
一
の

ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

で
あ
る
と
す
る
の

な
ら
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
啓
一
に
何
か
を
伝
え
る
た
め
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は
一
体
何
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。五

、「
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
真
実
の
姿
」

二
人
の
奇
妙
な
共
同
生
活
は
、
突
然
終
止
符
を
打
た
れ
る
。
そ
こ

か
ら
前
節
で
提
起
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

だ
が
、
遂
に
彼
等
が
お
互
に
離
れ
る
日
が
や
つ
て
き
た
。
あ
る
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夜
、
や
は
り
カ
フ
エ
ー
の
卓
で
力
い
つ
ぱ
い
抱
き
合
つ
て
ゐ
た

彼
等
は
過
つ
て
啓
一
が
相
手
の
足
を
踏
ん
だ
こ
と
か
ら
、
突
然

激
し
い
喧
嘩
を
し
て
し
ま
つ
た
。
彼
等
の
親
和
は
そ
の
ま
ゝ
撲

り
合
ひ
に
変
つ
て
ゐ
た
。（
中
略
）
然
し
、
や
が
て
彼
等
は
五

六
人
の
客
た
ち
に
よ
つ
て
引
離
さ
れ
た
。
二
人
は
お
互
に
に
ら

み
合
ひ
な
が
ら
起
き
あ
が
つ
て
、
尚
も
し
き
り
に
悪
罵
を
投
げ

か
け
、
人
々
の
す
き
を
ね
ら
つ
て
何
度
も
摑
み
か
ゝ
ら
う
と
し

た
。
だ
が
、
そ
の
う
ち
に
啓
一
は
急
に
心
が
白
け
て
き
た
。
そ

し
て
、
ぐ
る
り
と
彼
等
を
と
り
ま
い
て
ゐ
る
客
達
や
女
給
た
ち

の
顔
を
見
廻
す
と
、
す
つ
か
り
意
気
が
沈
ん
で
彼
は
ま
だ
猛
々

し
く
肩
を
怒
ら
し
て
ゐ
る
久
慈
を
其
の
場
に
残
し
て
、
矢
庭
に

外
の
街
へ
逃
出
し
て
し
ま
つ
た
。

た
う
と
う
啓
一
は
独
り
に
帰
つ
た
。
そ
の
頃
は
も
う
学
校
で

は
新
し
い
学
年
が
始
ま
つ
て
ゐ
て
、
朝
は
眼
を
さ
ま
す
と
カ
ー

ン
カ
ー
ン
と
授
業
の
鐘
の
音
が
き
こ
え
て
来
た
。

こ
こ
で
「
心
が
白
け
」
て
「
意
気
が
沈
ん
で
」
い
く
啓
一
の
心
境

は
、

ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

的
な
存
在
で
あ
る
久
慈
か
ら
心
が
離

れ
て
い
く
様
子
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
後
に
啓
一
は
、
久
慈
と
い
う

ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

を
意
識
か

ら
振
り
払
う
か
の
よ
う
に
「
外
の
街
へ
逃
出
」
す
る
。
こ
の
瞬
間
、

啓
一
は
「
独
り
に
帰
つ
た
」
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
も
啓
一
は
「
夜
の

街
」
の
魅
力
を
忘
れ
ら
れ
ず
に
い
た
。

昼
間
は
何
の
光
も
自
分
の
明
日
に
想
像
出
来
な
い
ま
で
絶
望
し

て
ゐ
る
彼
に
、
夜
は
思
ひ
が
け
な
い
一
つ
の
意
志
を
持
つ
て
く

る
の
だ
つ
た
。
何
か
心
を
躍
ら
せ
る
喜
び
が
街
に
は
彼
を
待
つ

て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
の
だ
つ
た
。

ま
る
で
麻
薬
の
よ
う
に
、「
夜
の
街
」
の
魅
力
に
支
配
さ
れ
る
啓

一
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
啓
一
は
堕
落
し
た
自
分
を
映
し
だ
し
た
久
慈

と
い
う

ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

か
ら
「
逃
出
」
し
て
も
、
自
己
の

存
在
を
投
影
で
き
る
も
の
╱
場

ト

ポ

ス
と
し
て
は
「
夜
の
街
」
し
か
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。「
夜
」
だ
け
が
、
自
分
の
た
め
に
「
一
つ
の
意
志

を
持
つ
て
」
き
て
く
れ
る
と
考
え
る
啓
一
。
そ
し
て
、
恐
ら
く
は
こ

れ
が
川
端
が
「
春
」
に
見
出
し
た
「
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
真
実
の
姿
」

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
怠
惰
な
生
活
」
を
送
る
「
落
第

生
」
が
、
自
分
自
身
の
存
在
意
義
を
ぎ
り
ぎ
り
の
状
況
で
見
極
め
よ

う
と
す
る
時
、
そ
の
視
線
の
先
に
捉
え
ら
れ
た
の
は
、
非
現
実
的
な

輝
き
を
放
ち
続
け
る
「
夜
の
街
」
だ
っ
た
。
川
端
は
そ
ん
な
啓
一
や

ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

的
存
在
の
久
慈
の
姿
を
読
み
解
き
な
が
ら
、

そ
こ
に
「
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
真
実
の
姿
」
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
。
身

に
つ
い
て
し
ま
っ
た

怠
惰
な
習
慣

は
な
か
な
か
振
り
払
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
本
質
な
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、

川
端
は
「
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
真
実
の
姿
」
と
指
摘
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
久
慈
と
は
啓
一
が
抱
え
る

怠
惰
な
習
慣

を
映
し
出
し
た
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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だ
が
、
テ
ク
ス
ト
は
そ
ん
な
啓
一
に
、
最
後
に
救
い
の
手
を
差
し

伸
べ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
閉
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
啓
一
が
最
も

畏
怖
し
て
き
た
「
父
」
か
ら
の
手
紙
に
よ
る
啓
一
へ
の
「
希
望
」
で

あ
る
。

そ
の
う
ち
に
、
彼
の
手
は
自
ら
机
の
曳
出
し
を
あ
け
て
ゐ
た
。

彼
は
静
か
に
そ
の
奥
に
手
を
突
込
ん
で
、
ず
つ
と
以
前
に
受
取

つ
た
父
の
手
紙
を
取
出
し
た
。
封
を
切
つ
て
巻
紙
に
書
い
た
そ

の
手
紙
を
展
べ
る
と
、
最
初
の
一
行
か
ら
父
の
激
し
い
昻
奮
が

彼
に
い
ど
み
か
ゝ
つ
て
来
た
。
躍
つ
た
や
う
な
大
き
い
文
字
で
、

父
は
の
つ
け
か
ら
彼
を
馬
鹿
者
だ
と
罵
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
か
ら
、

親
の
顔
に
泥
を
塗
る
や
う
な
仕
打
ち
だ
と
い
つ
て
、
彼
の
遁
走

の
こ
と
を
批
難
し
た
。

父
親
か
ら
の
手
紙
は
こ
の
よ
う
な
彼
の
「
批
難
」
か
ら
始
ま
る
が
、

何
故
か
啓
一
は
「
一
々
忠
実
な
態
度
で
答
へ
な
が
ら
、
ゆ
つ
く
り
と

読
」
み
進
め
て
い
く
。
そ
ん
な
啓
一
の
眼
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
は

「
啓
一
へ
の
批
難
と
同
時
に
父
自
身
の
悔
恨
が
書
き
こ
ま
れ
て
ゐ

た
」
箇
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、
再
度
「
激
し
い
怒
り
」
の
文
面
に
な

り
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
結
末
に
向
か
う
。

然
し
最
後
に
な
る
と
、
啓
一
の
将
来
に
対
す
る
顧
慮
か
ら
、
若

し
彼
に
そ
の
意
志
が
あ
る
な
ら
、
も
一
度
学
校
を
や
り
直
し
て

み
る
よ
う
に
と
附
加
へ
、
更
に
繰
返
し
て
退
学
に
は
絶
対
賛
成

出
来
な
い
と
書
い
て
あ
つ
た
。
啓
一
は
さ
う
し
た
文
面
か
ら
、

深
く
彼
自
身
の
責
任
を
感
じ
て
、
父
の
老
年
の
弱
々
し
い
反
省

と
、
今
に
な
つ
て
も
な
ほ
啓
一
に
希
望
を
失
は
な
い
父
の
心
情

に
切
な
い
程
の
感
動
を
圧
へ
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。

小
説
「
春
」
は
こ
こ
で
閉
じ
ら
れ
る
。
こ
の
後
、
啓
一
が
ど
の
よ

う
な
行
動
を
起
こ
し
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
改
心
し
た
の
か
相
変

わ
ら
ず

怠
惰
な
習
慣

を
積
み
重
ね
て
い
る
の
か
…
…
。
そ
れ
は
、

こ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
判
断
を
行
っ
た
ら

良
い
と
思
わ
れ
る
。
啓
一
の
悩
み
や
人
生
に
対
す
る
問
い
か
け
に
寄

り
添
っ
た
り
反
発
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
そ
の
度
に
、

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
我
々
に
対
し
て
、
様
々
な
〞
読
み
〝
を
提
供
し
て

く
れ
る
だ
ろ
う
。

注１
）

詳
し
い
説
明
を
「
解
題
」（『
川
端
康
成
全
集
』
第
三
〇
巻
、
新
潮
社
、

一
九
八
二
年
六
月
）
か
ら
引
用
す
る
。

「
著
者
（
川
端
康
成
）
は
、
大
正
十
一
年
の
二
十
三
歳
か
ら
昭
和
十
六

年
の
四
十
二
歳
ま
で
、
二
十
年
間
に
わ
た
つ
て
、
文
芸
時
評
の
筆
を
執

つ
て
き
た
（（

）
内
は
論
者
）。
そ
し
て
、
数
々
の
新
し
い
才
能
を
見

出
し
て
は
、
こ
れ
を
励
し
、
新
人
と
し
て
世
に
送
つ
た
。
中
に
は
、
中

途
に
し
て
志
を
失
ふ
者
も
あ
つ
て
、
今
日
に
は
伝
は
ら
な
い
者
も
、
い

く
ば
く
か
は
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
著
者
は
、
実
作
家
と
し
て

は
、
当
代
第
一
の
批
評
家
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
、
歿
す
る
数
年
前
ま
で
、

多
忙
な
創
作
活
動
と
煩
瑣
な
社
会
生
活
の
か
た
は
ら
、
芥
川
賞
の
選
者

を
つ
と
め
、
常
に
新
人
の
作
品
に
、
無
私
で
接
し
て
ゐ
た
の
を
見
て
も
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よ
く
解
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
、
わ
れ
わ
れ
関
係
者
は
、
頭
の
さ

が
る
思
ひ
を
幾
度
も
し
た
こ
と
で
あ
る
」

２
）

川
端
康
成
「
六
号
雑
記

新
人
の
強
さ
」（「
文
学
界
」
一
九
三
四
年

八
月
）

３
）

中
谷
孝
雄
「
梶
井
基
次
郎

京
都
時
代
」（「
知
性
」
一
九
四
〇
年

一
一
月
。
な
お
引
用
に
関
し
て
は
『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
別
巻
、
筑
摩

書
房
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
に
よ
る
）
に
梶
井
と
連
れ
だ
っ
て
「
球
撞

き
」
に
行
っ
た
思
い
出
が
語
ら
れ
て
い
る
。

４
）

Ｏ
・
Ｆ
・
ボ
ル
ノ
ウ
╱
大
塚
惠
一
・
池
川
健
司
・
中
村
浩
平
訳
『
人

間
と
空
間
』（
せ
り
か
書
房
、
一
九
八
八
年
四
月
）

５
）

拙
稿
「

観
光

ツーリズム
・

自タナ
殺トス
・

恋
愛
エ
ロ
ス

中
谷
孝
雄
「
春
の
絵

巻
」
に
表
象
さ
れ
た

京
都

」（「
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

別
冊

京
都
に
お
け
る
日
本
近
代
文
学
の
生
成
と
展
開
」
二
〇
〇
八
年

一
二
月
）
で
用
い
た
概
念
。
中
谷
が
一
九
三
四
年
四
月
に
文
芸
雑
誌

「
行
動
」
に
発
表
し
た
「
春
の
絵
巻
」
で
は
、
石
田
・
丹
羽
・
保
科
と

い
う
三
人
の
学
生
が
「
嵐
山
」
に
「
花
見
」
に
出
か
け
る
が
、
彼
等
は

純
粋
に
花
が
見
た
く
て
「
花
見
」
に
行
く
の
で
は
な
く
て
、
何
か
「
強

い
手
応
へ
を
求
め
」
て
「
期
待
の
瞳
を
輝
か
し
」
て
出
か
け
る
の
だ
。

つ
ま
り
、
彼
等
に
と
っ
て
は

嵐
山

と
は
、
通
常
の
「
花
見
」
を
行

う
場
所
で
は
な
く
、
も
っ
と
別
な
「
期
待
」
を
抱
か
せ
る
ト
ポ
ス
と
し

て
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
別
な
ト
ポ
ス
と
し
て

形
成
さ
れ
る
空
間
╱
場
所
を
、
拙
稿
で
は

期
待
の
場トポス

と
い
う
呼
び

方
を
し
た
。
実
は
、「
春
の
絵
巻
」
で
用
い
ら
れ
た
登
場
人
物
に
特
別

な
「
期
待
」
を
抱
か
せ
る

期
待
の
場トポス

の
設
定
は
、
こ
の
「
春
」
で

用
い
た
設
定
が
下
敷
き
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
、
論
者
は
中
谷
の

学
生
の
青
春
を
題
材
に
し
た
小
説
の
全
て
の
要
素
が
こ
の
「
春
」
を
一

つ
の
基
点
に
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
稿

で
考
え
て
み
た
い
。

６
）

中
谷
孝
雄
「「
檸
檬
」
の
思
ひ
出
」（「
世
紀
」
一
九
三
四
年
六
月
。

な
お
引
用
に
関
し
て
は
『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
別
巻
、
筑
摩
書
房
、
二

〇
〇
〇
年
九
月
に
よ
る
）
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
そ
の
頃
、
僕
た
ち
は
殆
ん
ど
毎
日
の
や
う
に
連
れ
だ
つ
て
ゐ
た
の
で
、

何
時
も
ゆ
く

屋
の
給
仕
女
た
ち
か
ら
は
「
邯
鄲
の
兄
弟
」
な
ど
ゝ
呼

ば
れ
て
ゐ
た
。
邯
鄲
と
い
ふ
の
は

屋
に
あ
る
菓
子
の
名
で
、
坊
主
枕

の
や
う
な
形
を
し
た
、
大
き
さ
は
太
い
拇
指
位
の
餅
菓
子
で
あ
る
」

７
）

こ
の
よ
う
な
啓
一
と
久
慈
の
行
動
を
見
て
い
く
と
、
前
述
の

明

暗

の
変
化
を
昼
╱
夜
と
い
う
対
比
構
造
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
興
味
深
い
の
は
、
自
然
の
光
の
明
る
さ
で
は
気
分
の
高
揚
が
見

ら
れ
ず
、
夕
方
近
く
に
な
り
、
街
に
人
工
的
な
灯
が
と
も
り
始
め
る
頃

に
気
分
の

高
揚

が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

﹇
付
記
﹈「
春
」
本
文
の
引
用
は
『
中
谷
孝
雄
全
集

第
一
巻
』（
新
学
社
、

一
九
九
七
年
五
月
）
に
よ
る
。
ま
た
、
引
用
に
際
し
て
は
、
適
宜
旧
字

を
新
字
に
改
め
た
。
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