
重
層
化
す
る
悲
劇

｜
｜
木
下
順
二
「
夕
鶴
」
論
｜
｜

山

口

仁

見

一
、
作
品
の
概
要

「
夕
鶴
」
は
一
九
四
九
年
一
月
『
婦
人
公
論
』
に
発
表
さ
れ
た
、
木
下
順
二

の
戯
曲
作
品
の
内
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
一
九
四
二
年
七
月
に
発
行

さ
れ
た
『
全
国
昔
話
記
録
』
内
の
「
佐
渡
島
昔
話
集
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
鶴

女
房
」
を
原
話
と
し
て
書
か
れ
た
戯
曲
「
鶴
女
房
」

１
）

を
、
さ
ら
に
改
稿
し
た
上

で
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

発
表
さ
れ
た
同
年
の
一
〇
月
に
「
夕
鶴
」
は
、
ぶ
ど
う
の
会
に
よ
っ
て
舞
台

化
さ
れ
た
。
初
演
を
迎
え
る
と
当
時
の
人
々
か
ら
称
賛
さ
れ
、
一
九
五
〇
年
二

月
に
、
一
九
四
九
年
度
毎
日
演
劇
賞
の

２
）

脚
本
賞
を
木
下
順
二
は
受
賞
し
た
。
ま

た
山
本
安
英
が
演
じ
る
つ
う
は
絶
賛
さ
れ
、

３
）

菅
井
幸
雄
が
「
こ
の
作
品
は
、
民

話
を
題
材
と
す
る
現
代
劇
で
あ
る
が
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
と
、

つ
う
に
扮
し
た
山
本
安
英
の
た
ぐ
い
稀
れ
な
演
技
に
よ
っ
て
、
民
話
劇
と
い
う

一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
、戦
後
の
演
劇
界
の
な
か
に
定
着
さ
せ
る
契
機
に
な
っ
た４

）
」

と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
山
本
安
英
が
亡
く
な
る
ま
で
の
上
演
回
数
は
千
回
を

超
え
、
戦
後
、
人
々
に
広
く
愛
さ
れ
た
舞
台
作
品
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
名
を

連
ね
て
い
る
。

５
）

そ
の
一
方
で
、ほ
ぼ
同
時
期
の
一
九
五
二
年
の
高
等
学
校
の
国
語
教
科
書
に
、

「
夕
鶴
」は
採
択
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
採
択
す
る
教
科
書
会
社
や
掲
載
す
る

学
年
の
幅
は
広
が
り
、
最
終
的
に
は
小
学
校
か
ら
高
等
学
校
ま
で
幅

６
）

広
く
扱
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、一
時
は
定
番
教
材
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

近
年
で
は
戯
曲
「
夕
鶴
」
を
教
科
書
教
材
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
皆
無
の
状
態

と
な
っ
て
い
た
が
、
二
〇
一
一
年
度
に
教
育
出
版
が
『
ひ
ろ
が
る
言
葉

小
学

国
語
４
下
』で
、物
語
形
式
に
書
き
直
さ
れ
た「
夕
鶴
」を
再
び
採
択
し
て
い
る
。

７
）

「
夕
鶴
」
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

与
ひ
ょ
う
に
救
わ
れ
た
鶴
の
つ
う
は
、
報
恩
の
た
め
に
彼
の
元
に
嫁
に
来
て

機
織
り
を
し
、
そ
の
機
織
り
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
覗
か
な
い
と
い
う
約
束
を

交
わ
す
。
し
か
し
与
ひ
ょ
う
が
約
束
を
破
り
、
惣
ど
・
運
ず
と
共
に
機
を
織
っ

て
い
る
と
こ
ろ
を
覗
き
見
し
た
た
め
、
つ
う
は
二
枚
の
千
羽
織
を
与
ひ
ょ
う
に

渡
し
、
飛
び
去
っ
て
い
く
。

こ
の
あ
ら
す
じ
か
ら
推
察
で
き
る
よ
う
に
「
夕
鶴
」
は
、
全
国
各
地
で
「
鶴

女
房
」
や
「
鶴
の
恩
返
し
」
と
称
さ
れ
語
ら
れ
て
い
る
話
型
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
一
つ
と
し
て
、
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
元
来
の
「
鶴
女
房
」

や
「
鶴
の
恩
返
し
」
な
ど
の
民
話
と
同
一
視
し
て
し
ま
う
に
は
、
見
過
ご
す
こ

と
が
で
き
な
い
独
自
の
展
開
が
、「
夕
鶴
」
に
は
存
在
し
て
い
る
。「
夕
鶴
」
独

自
の
展
開
に
つ
い
て
、
小
沢
幸
代
は

８
）

「
夕
鶴
」
発
表
以
前
に
発
行
さ
れ
た
民
話

― ―1
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と
「
夕
鶴
」
を
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
相
違
点
を
五
つ
に
整
理
し
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

第
一
点
。
鶴
が
人
間
の
所
へ
来
る
理
由
。

「
旧
民
話
」
…
助
け
て
く
れ
た
人
の
恩
返
し
と
し
て
。

⎩ ⎨ ⎧
「
夕

鶴
」
…
助
け
て
く
れ
た
人
の
や
さ
し
い
心
を
慕
っ
て
。

第
二
点
。
鶴
が
機
織
り
を
す
る
理
由
。

「
旧
民
話
」
…
布
を
売
っ
て
暮
ら
し
を
楽
に
す
る
た
め
。

⎩ ⎨ ⎧
「
夕

鶴
」
…
美
し
い
布
を
見
て
喜
ん
で
く
れ
る
の
が
う
れ
し
く
て
。

第
三
点
。
欲
を
出
す
よ
う
に
し
む
け
た
り
機
を
織
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
の

ぞ
か
せ
よ
う
と
そ
そ
の
か
す
人
物
の
有
無
。

「
旧
民
話
」
…
出
て
こ
な
い
。

⎩ ⎨ ⎧
「
夕

鶴
」
…
出
て
く
る
。

第
四
点
。
機
織
り
場
を
の
ぞ
き
見
す
る
理
由
。

「
旧
民
話
」
…
糸
も
無
し
に
織
れ
る
の
が
不
思
議
だ
と
か
見
る
な
と
い

⎩― ⎨― ⎧

わ
れ
る
と
余
計
見
た
く
な
っ
て
と
い
う
好
奇
心
か
ら
。

「
夕

鶴
」
…

中
に
い
る
の
は
鶴
だ

と
言
わ
れ
て
心
配
に
な
っ
て
。

第
五
点
。
鶴
が
去
っ
た
後
の
残
さ
れ
た
人
間
の
行
為
。

「
旧
民
話
」
…
鶴
の
織
っ
た
布
を
売
っ
て
幸
福
に
暮
ら
す
。

⎩― ⎨― ⎧
「
夕

鶴
」
…
与
ひ
ょ
う
は
嘆
き
、
つ
う
が
最
後
に
織
っ
た
布
を
他
人

に
渡
そ
う
と
し
な
い
。

小
沢
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
以
上
五
点
が
民
話
を
基
準
と
し
た
際
の
「
夕

鶴
」
独
自
の
展
開
で
あ
り
、「
夕
鶴
」
を
他
の
民
話
か
ら
差
異
化
さ
せ
て
い
る
重

要
な
事
柄
で
も
あ
る
。
小
沢
は
触
れ
て
い
な
い
が
、「
夕
鶴
」は
男
が
鶴
を
助
け

る
場
面
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
民
話
で
い
う
物
語
の
中
盤
か
ら
始
ま
り
、

つ
う
の
正
体
が
鶴
で
恩
返
し
の
た
め
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
事
実
が
後
か
ら
明

ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
構
造
の
違
い
も
持
っ
て
い
る
。木
下
順
二
が「〞
鶴
女
房
〝

と
い
う
民
話
を
単
な
る
素
材
と
考
え
て
一
篇
の
現
代
劇
を
書
い
た
」

９
）

と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
作
品
内
の
出
来
事
が
時
系
列
通
り
に
展
開
し
て
い
く
の
で
は
な

く
、
順
番
が
組
み
替
え
ら
れ
て
だ
ん
だ
ん
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
構
造
が
、

「
夕
鶴
」
の
読
み
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
夕
鶴
」
は
、
話
の
大
筋
に
お
い
て
は
、
民
話
で
あ
る
「
鶴
女

房
」
や
「
鶴
の
恩
返
し
」
と
同
じ
話
型
に
分
類
さ
れ
る
が
、
細
か
い
部
分
に
ま

で
目
を
向
け
て
み
る
と
、
民
話
と
同
じ
だ
と
一
概
に
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
で

き
な
い
部
分
を
多
く
含
ん
で
い
る
。

二
、
先
行
研
究
の
変
遷
と
問
題
の
所
在

「
夕
鶴
」
の
先
行
研
究
を
整
理
す
る
と
、「
夕
鶴
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
予

測
で
き
る
よ
う
に
、
物
語
の
核
で
あ
る
、
鶴
の
化
身
の
つ
う
を
中
心
に
論
じ
て

い
る
も
の
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。

主
な
内
容
は
以
下
の
四
つ
に
分
類
で
き
る
。
第
一
に
、
菅
井
幸
雄
や

10
）

尾
崎

宏
次
の

11
）

よ
う
に
、
上
演
さ
れ
た
「
夕
鶴
」
と
比
較
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
も
の
。

第
二
に
、
鈴
木
敏
子
や

12
）

井
上
理
恵
の

13
）

よ
う
に
、
原
話
で
あ
る
「
鶴
女
房
」
と
の

違
い
か
ら
、「
夕
鶴
」
の
特
徴
を
探
り
論
じ
て
い
る
も
の
。
第
三
に
、
稲
葉
三

千
男
や

14
）

十
河
愛
子
の

15
）

よ
う
に
、
つ
う
の
言
動
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
。

最
後
に
、平
井
修
成
や

16
）

石
塚
倫
子
の

17
）

よ
う
に
他
作
品
と
比
較
し
な
が
ら
、「
夕
鶴
」
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の
特
徴
を
論
じ
て
い
る
も
の
。
ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
論
に
加
え
、
近
年
で
は

千
田
洋
幸
の

18
）

よ
う
に
、
つ
う
を
相
対
化
し
て
論
じ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

最
終
的
に
「
夕
鶴
」
の
主
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
論
と
し
て
は
、
西
村

が
「『
夕
鶴
』
は
忍
従
と
犠
牲
に
生
き
、
ま
た
そ
の
中
に
死
ん
で
い
つ
た
日
本

の
女
の
典
型
的
な
美
し
さ
と
か
な
し
さ
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
」

19
）

と
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
理
想
の
日
本
と
「
夕
鶴
」
の
世
界
を
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
が

20
）

、

早
く
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
ま
た
、「
夕
鶴
」が
発
表
さ
れ
た
の
が
終
戦
直
後
で

あ
る
こ
と
や
、
作
者
で
あ
る
木
下
自
身
の
「
つ
う
に
お
け
る
こ
と
ば
の
断
絶
と

い
う
問
題
は
、
た
ぶ
ん
あ
の
戦
争
中
の
体
験
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
は

ず
だ
」

21
）

と
い
う
「
夕
鶴
」
に
対
す
る
解
釈
が
反
映
し
、
木
下
自
身
の
戦
争
体
験

に
重
ね
合
わ
せ
て
論
じ
て
い
る
も
の
が

22
）

あ
げ
ら
れ
る
。も
し
く
は
、井
上
が「『
夕

鶴
』
を
こ
の
戯
曲
が
生
ま
れ
た
戦
争
状
況
の
中
に
置
い
て
み
る
な
ら
、
国
民
一

人
一
人
の
自
己
犠
牲
の
上
に
な
り
た
っ
て
い
た
戦
争
を
否
定
す
る
象
徴
的
戯
曲

と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
」

23
）

と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
反
戦

的
テ
ク
ス
ト
と

24
）

し
て
捉
え
る
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
先
行
研
究
を
整
理
し
て
み
る
と
、舞
台
と
し
て
上
演
さ
れ
た「
夕

鶴
」
の
高
評
価
が
文
学
作
品
と
し
て
の
「
夕
鶴
」
の
評
価
に
も
反
映
さ

25
）

れ
て
い

る
た
め
、
木
下
の
「
夕
鶴
」
に
対
す
る
解
釈
や
、
作
品
内
の
つ
う
の
言
葉
を
批

判
的
に
捉
え
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
ま
ま
受
容
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
、

問
題
点
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
登
場
人
物
に
つ
い
て
も
つ
う
を
中
心

に
、善
か
悪
か
の
二
項
対
立
で
論
じ
て
い
る
も
の
が

26
）

定
型
と
な
っ
て
い
る
の
も
、

前
述
し
た
よ
う
な
作
品
内
の
言
葉
を
無
批
判
に
受
容
し
て
き
た
こ
と
が
影
響
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
う
を
相
対
的
に
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
与
ひ
ょ
う

や
惣
ど
・
運
ず
の
関
係
性
へ
の
言
及
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
が
作
品
内
で
、

ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
、
さ
ら
に
重
ね
て
い
く
こ

と
が
、
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
本
論
で
は
与
ひ
ょ
う
や
惣
ど
・
運
ず
の
関
係
性
か
ら

「
夕
鶴
」を
読
み
直
し
、
作
品
の
構
造
を
再
考
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
本
論
で

は
文
字
媒
体
に
限
定
さ
れ
た
場
合
の
「
夕
鶴
」
の
構
造
を
探
っ
て
い
く
た
め
、

上
演
さ
れ
た
「
夕
鶴
」
に
関
す
る
評
価
は
、
さ
し
あ
た
り
捨
象
し
て
論
考
を
進

め
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

三
、
与
ひ
ょ
う
の
変
化

与
ひ
ょ
う
に
つ
い
て
先
行
研
究
で
は
、
鳥
居
明
雄
が
原
話
の
「
鶴
女
房
」
と

比
較
し
な
が
ら
「
与
ひ
ょ
う
像
に
う
か
が
え
る
白
痴
と
無
自
覚
は
、
こ
の
戯
曲

の
要
諦
で
あ
っ
て
、
原
話
と
画
す
る
面
目
に
な
っ
て
い
る
」

27
）

と
論
じ
て
い
る
よ

う
に
、つ
う
が
鶴
だ
と
気
が
つ
か
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、

与
ひ
ょ
う
と「
鶴
女
房
」の
男
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。一
方
で
十
河
愛
子
は

28
）

、

惣
ど
・
運
ず
と
つ
う
を
対
比
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
千
羽
織
」
の
価
値
に
目
を
つ
け
た
「
う
ん
ず
」
や
「
そ
う
ど
」
は
、「
つ

う
」と
は
対
照
的
世
界
に
住
む
人
た
ち
で
あ
る
。「
つ
う
」を
理
想
の
世
界
、

愛
の
世
界
と
す
れ
ば
、
彼
等
は
現
実
の
世
界
に
住
む
俗
人
で
あ
り
、「
与

ひ
ょ
う
」は
こ
の
二
つ
の
世
界
で
揺
れ
う
ご
く
弱
い
人
間
で
あ
ろ
う
。「
与

ひ
ょ
う
」
は
、「
そ
う
ど
」
や
「
う
ん
ず
」
に
そ
そ
の
か
さ
れ
、
次
第
に
「
現

実
の
世
界
」「
金
の
世
界
」へ
ひ
き
ず
ら
れ
て
い
く
。
い
や
、
い
い
方
を
か

え
て
い
う
な
ら
ば
、
頭
の
弱
い
、
正
直
一
途
の
「
与
ひ
ょ
う
」
が
、「
金
」
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と
い
う
現
実
に
眼
ざ
め
た
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

十
河
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
与
ひ
ょ
う
は
惣
ど
・
運
ず
に
そ
そ
の
か
さ

れ
た
た
め
に
だ
ん
だ
ん
と
欲
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
つ
う
と
対
立
す
る
世
界
の

住
人
へ
と
変
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
、
与

ひ
ょ
う
が
そ
れ
ま
で
の
彼
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
き
っ
か
け
を
作
っ
て
い
た

の
は
、
つ
う
自
身
で
あ
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
次
に
引
用
す
る
「
夕
鶴
」

29
）

の

冒
頭
で
の
惣
ど
・
運
ず
の
会
話
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

惣
ど

あ
れ
か
？
あ
の
女
が
与
ひ
ょ
う
の
女
房
か
？

運
ず

そ
う
だ
。
与
ひ
ょ
う
の
奴
、
急
に
え
え
女
房
を
貰
う
て
仕
合
せ
な

奴
だ
。
近
ご
ろ
は
ろ
ば
た
で
寝
て
ば
か
り
お
る
わ
。

惣
ど

ば
か
は
ば
か
な
り
に
、
昔
は
大
し
た
働
き
も
ん
だ
っ
た
が
の
う
。

ど
う
し
て
あ
げ
な
ば
か
の
と
こ
ろ
へ
、
あ
げ
な
え
え
女
房
が
来
た
も

ん
だ
。

運
ず

い
つ
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
来
よ
っ
た
が
…
…
お
蔭
で
与
ひ
ょ
う
は

懐
手
で
大
金
儲
け
だ
。

こ
の
二
人
の
会
話
か
ら
、
つ
う
が
や
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
働
き
者
」

で
あ
っ
た
与
ひ
ょ
う
が
「
近
ご
ろ
で
は
ろ
ば
た
で
寝
て
ば
か
り
い
る
」
怠
け
者

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
つ
う
が
来
る
前
の
与
ひ
ょ
う
の
様
子
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
つ
う
が
来
て
千
羽
織
を
与
ひ
ょ
う
に
与
え
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
彼
が
お
金
の
価
値
に
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
示

唆
さ
れ
て
い
る
。

与
ひ
ょ
う
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
、
物
語
全
体
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
与

え
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
原
作
で
あ
る
「
鶴
女
房
」

30
）

で
の
機

織
り
が
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
の
か
確
認
し
て
い
き
た
い
。

二
、
三
日
も
た
つ
と
、
嫁
は
「
六
尺
四
面
の
機
場
を
拵
え
て
く
れ
」
と

た
の
ん
だ
。
兄
ち
ゃ
ん
は
「
金
も
な
い
に
、
ど
う
し
た
ら
え
え
」
思
っ
て

居
る
と
、
嫁
さ
ん
は
「
俺
が
え
え
よ
う
に
す
る
か
ら
拵
え
て
く
れ
」
と
云

う
の
で
、
六
尺
四
面
の
機
場
を
作
っ
て
や
っ
た
。
す
る
と
嫁
さ
ん
は
「
俺

の
機
を
織
っ
て
る
処
を
見
て
く
れ
ん
な
」
と
云
っ
て
、
其
中
に
入
っ
て
、

一
機
織
っ
て
出
来
上
る
と
、
出
い
て
見
せ
た
。
そ
れ
が
錦
だ
や
ら
何
だ
や

ら
知
ら
ん
が
、
そ
こ
ら
で
着
る
も
ん
で
も
な
か
っ
た
。
嫁
は
「
そ
れ
を
天

朝
さ
ま
の
処
へ
持
っ
て
行
っ
て
、
千
円
に
買
う
て
く
れ
と
云
え
」
と
教
え

た
。
兄
ち
ゃ
ん
が
其
布
を
持
っ
て
行
っ
て
、
教
え
ら
れ
た
通
り
に
云
う
と
、

天
朝
さ
ま
は
千
円
く
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
鶴
女
房
」
で
は
、
嫁
で
あ
る
鶴
が
男
に
対
し
て
、
自
分
か
ら

織
っ
た
布
を
天
朝
さ
ま
に
売
る
よ
う
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
鶴
女

房
」
で
は
、
機
織
り
を
す
る
と
い
う
行
為
だ
け
で
な
く
、
布
を
千
円
に
換
金
す

る
こ
と
ま
で
が
、
恩
返
し
の
一
環
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
夕
鶴
」
で
の
機
織
り
は
、
つ
う
の
独
白
に
よ
っ
て
次
の
よ

う
な
行
為
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
う

こ
れ
な
ん
だ
わ
。
み
ん
な
こ
れ
の
た
め
な
ん
だ
わ
。
…
…
お
か
ね

…
…
お
か
ね
…
…
あ
た
し
は
た
だ
美
し
い
布
を
見
て
も
ら
い
た
く
て
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…
…
そ
れ
を
見
て
喜
ん
で
く
れ
る
の
が
嬉
し
く
て
…
…
た
だ
そ
れ
だ

け
の
た
め
に
身
を
細
ら
せ
て
織
っ
て
あ
げ
た
の
に
…
…
も
う
今
は

…
…
ほ
か
に
あ
ん
た
を
ひ
き
と
め
る
手
だ
て
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。（
中
略
）そ
う
さ
し
て
あ
げ
さ
え
す
れ
ば
あ
ん
た
が
離
れ
て
行
か

な
い
の
な
ら
…
…
も
う
一
度
、
も
う
一
度
だ
け
あ
の
布
を
織
っ
て
あ

げ
る
わ
。
そ
れ
で
、
ゆ
る
し
て
ね
。
だ
っ
て
、
も
う
そ
れ
を
越
し
た

ら
あ
た
し
は
死
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
も
の
。

引
用
し
た
つ
う
の
言
葉
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
つ
う
は
自
分
の
織
っ
た
千

羽
織
自
体
に
価
値
を
見
出
し
て
お
り
、「
鶴
女
房
」で
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
布
に

金
銭
的
価
値
が
発
生
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
上
で
機
織
り
を
し
た
訳
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。
最
初
は
美
し
い
布
を
見
せ
る
こ
と
ま
で
が
、
恩
返
し
の
手
段

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
与
ひ
ょ
う
の
手
に
よ
っ
て
、
千
羽
織
が
金
銭
に

替
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
つ
う
は
仕
方
が
な
い
こ
と
だ
と
受
け
入

れ
つ
つ
も
、
金
が
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
、
根
本
的
に
理
解
で
き
て
い
な
い

た
め
、
与
ひ
ょ
う
の
変
化
を
拒
絶
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
稲
葉
三
千
男
が
「
相
手
を
ひ
き
と
め
る
た
だ
一
つ
の

メ
デ
ィ
ウ
ム
が
、じ
つ
は
相
手
を
ひ
き
離
す
ミ
ッ
テ
ル
と
し
て
機
能
す
る
。」

31
）

と

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
与
ひ
ょ
う
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
、
つ
う
が
行
っ
た
機

織
り
と
い
う
行
為
が
、
与
ひ
ょ
う
に
お
金
の
価
値
を
教
え
て
し
ま
い
、
逆
に
二

人
を
引
き
裂
く
要
因
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
「
夕
鶴
」
に
お
い

て
千
羽
織
は
、
原
話
に
あ
っ
た
恩
返
し
の
手
段
と
い
う
意
味
合
い
だ
け
に
と
ど

ま
ら
ず
、
二
人
を
引
き
裂
く
た
め
の
要
因
と
し
て
逆
説
的
に
機
能
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
だ
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、先
に
引
用
し
た
つ
う
の
独
白
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

つ
う
は
美
し
い
布
を
見
て
喜
ん
で
も
ら
う
と
い
う
当
初
の
目
的
か
ら
離
れ
、
与

ひ
ょ
う
を
引
き
止
め
る
た
め
に
、自
分
の
身
を
犠
牲
に
し
て
命
を
削
り
な
が
ら
、

布
を
織
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
千
羽
織
は
平
和

に
暮
ら
し
て
い
た
二
人
を
引
き
裂
い
た
象
徴
で
あ
る
と
と
も
に
、
つ
う
の
与

ひ
ょ
う
に
対
す
る
愛
の
象
徴
と
い
う
、
二
つ
の
意
味
を
付
随
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
。
つ
う
が
お
金
を
、
千
羽
織
と
交
換
で
き
る
価
値
を
持
っ
た
も
の
と
見
い
だ

せ
な
い
た
め
に
、
お
金
は
つ
う
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
彼
女
に
対
立
す
る
も
の
と

し
て
物
語
内
に
浮
上
し
て
く
る
。
千
羽
織
を
金
銭
に
替
え
る
こ
と
は
、
つ
う
の

愛
を
金
に
替
え
る
こ
と
と
同
義
に
な
る
た
め
、
否
定
的
な
印
象
を
持
た
さ
れ
て

い
く
の
だ
。

つ
う
が
千
羽
織
を
金
銭
に
交
換
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
に
も
関
わ
ら

ず
、
与
ひ
ょ
う
が
千
羽
織
を
お
金
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
つ
う
の
愛
を
蔑
ろ
に

し
、
お
金
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
受
け
止
め
ら
れ
る
た
め
、
与

ひ
ょ
う
の
変
化
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
与
ひ
ょ
う
の
変
化
は
、
つ
う
に
根
本
的
な
原
因
が
あ
る
と
い

え
る
。
で
は
、
な
ぜ
与
ひ
ょ
う
は
つ
う
を
悲
し
ま
せ
て
ま
で
、
お
金
を
求
め
る

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
探
る
た
め
に
、
惣
ど
・
運
ず
と
与

ひ
ょ
う
の
会
話
を
引
用
し
た
い
。

惣
ど

な
、
分
っ
た
な
？
ど
う
で
も
織
ら
ん
ち
ゅ
う
た
ら
、
出
て
行
っ
て

し
ま
う
ぞ
ち
ゅ
う
て
お
ど
か
し
て
や
る
だ
ぞ
。

与
ひ
ょ
う

え
へ
へ
。
あ
の
布
、
美
し
い
布
だ
ろ
う
が
？
つ
う
が
織
っ
た

ん
だ
で
。
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惣
ど

だ
で
よ
、
美
し
い
布
だ
け
に
、
今
度
は
前
の
二
枚
も
三
枚
分
も
の

金
で
売
っ
て
や
る
だ
。
分
か
っ
た
な
？
前
の
二
枚
分
も
三
枚
分
も
の

金
で
売
っ
て
や
る
だ
ぞ
。
そ
う
い
う
て
女
房
に
話
し
て
み
ろ
。

与
ひ
ょ
う

う
ん
。
前
の
二
枚
分
も
三
枚
分
も
の
金
で
売
っ
て
や
る
だ

な
？

惣
ど

そ
う
よ
。
何
百
両
だ
。

与
ひ
ょ
う

な
、
何
百
両
だ
な
？

惣
ど

そ
う
よ
。
だ
で
す
ぐ
織
ら
せ
る
だ
。
の
う
運
ず
。

運
ず

そ
、
そ
う
だ
。
今
晩
す
ぐ
と
織
ら
せ
る
だ
。

与
ひ
ょ
う

う
ふ
ん
。
ん
で
も
、
つ
う
は
も
う
織
ら
ん
ち
ゅ
う
た
で
。

惣
ど

ば
か
が
。
高
い
こ
と
売
っ
て
う
ん
と
儲
け
り
ゃ
、
女
房
も
喜
ぶ
に

き
ま
っ
と
る
が
。

運
ず

そ
、
そ
う
だ
。
女
房
も
喜
ぶ
に
き
ま
っ
と
る
だ
。

与
ひ
ょ
う

う
ん
…
…

惣
ど

そ
の
上
に
お
め
え
、
都
見
物
ま
で
さ
し
て
や
る
だ
ぞ
。
の
う
運
ず
、

都
は
立
派
な
も
ん
だ
の
う
？

運
ず

う
ん
、
そ
う
だ
。
立
派
な
も
ん
だ
。

与
ひ
ょ
う

都
は
立
派
な
も
ん
だ
ろ
う
の
う
。

惣
ど

そ
う
と
も
よ
。
え
え
か
？
大
金
儲
け
を
し
た
上
に
都
見
物
だ
ぞ
。

都
で
は
今
い
う
た
よ
う
に
仰
山
面
白
い
も
ん
を
見
せ
て
や
る
で
。
う

ん
？
そ
れ
と
も
都
へ
な
ん
ぞ
行
き
よ
う
は
な
い
か
？

与
ひ
ょ
う

そ
ら
ァ
、
そ
ら
ァ
行
き
た
い
で
よ
、
お
ら
。

運
ず

金
も
ほ
し
か
ろ
が
？

与
ひ
ょ
う

う
ん
、
金
も
ほ
し
い
で
よ
。

惣
ど

（
家
の
中
の
つ
う
に
気
づ
い
て
）
さ
、
は
い
れ
。
え
え
な
、
今
す

ぐ
と
織
ら
せ
る
だ
ぞ
。
織
ら
ん
ち
ゅ
う
た
ら
、
出
て
行
っ
て
し
ま
う

ち
ゅ
う
だ
ぞ
。

与
ひ
ょ
う

｜
う
ん
…
…

最
初
は
布
を
織
ら
せ
る
こ
と
を
躊
躇
し
て
い
た
与
ひ
ょ
う
で
あ
る
が
、
惣
ど

の
「
女
房
も
喜
ぶ
に
き
ま
っ
」
て
い
る
と
い
う
発
言
を
受
け
て
か
ら
は
、
布
を

織
ら
せ
る
よ
う
に
交
渉
す
る
方
へ
と
心
が
傾
い
て
い
く
。こ
こ
で
の
会
話
か
ら
、

与
ひ
ょ
う
が
金
を
求
め
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
は
、
お
金
を
儲
け
る
こ

と
が
つ
う
を
喜
ば
せ
る
こ
と
だ
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
与
ひ
ょ
う
は
つ
う
を
思
う
故
に
行
動
す
る
。
し
か
し
、
そ
の

こ
と
を
つ
う
が
理
解
で
き
ず
に
彼
の
変
化
を
拒
絶
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
プ
ロ

セ
ス
が
描
か
れ
る
こ
と
で
、
与
ひ
ょ
う
が
つ
う
よ
り
も
金
を
求
め
る
よ
う
に
な

り
、
金
に
心
を
奪
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
読
者
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
の
だ
。こ
の
よ
う
な
拒
絶
反
応
を
つ
う
が
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、与
ひ
ょ

う
の
行
動
の
根
底
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
の
、
つ
う
を
大
切
に
思
う
気
持
ち
と

い
う
も
の
は
、
つ
う
の
言
動
に
よ
っ
て
表
面
化
し
て
こ
な
く
な
る
。
幸
せ
に
暮

ら
し
て
い
た
は
ず
の
つ
う
と
与
ひ
ょ
う
が
、
だ
ん
だ
ん
と
す
れ
違
っ
て
い
く
様

子
が
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
話
よ
り
も
別
れ
の
悲
劇
性
が
高
め
ら
れ
て

い
く
。「
夕
鶴
」に
お
け
る
悲
劇
は
、
つ
う
の
悲
劇
だ
け
で
な
く
、
つ
う
を
思
っ

て
行
っ
た
は
ず
の
行
動
が
裏
目
に
出
て
、最
終
的
に
は
つ
う
を
失
っ
て
し
ま
う
、

与
ひ
ょ
う
の
悲
劇
も
描
き
だ
し
て
い
る
の
だ
。

166

― ―6

高崎健康福祉大学紀要 第12号 2013



四
、
惣
ど
・
運
ず
の
役
割

「
夕
鶴
」
に
お
い
て
惣
ど
・
運
ず
は
、
つ
う
に
「
別
の
世
界
の
人
」
と
言
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
影
響
し
、
先
行
研
究
で
も
つ
う
に
対
立
す
る
人
物
と
し
て
受

け
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
、
鳥
居
明
雄
が
「
原
話
に
お
い
て
鶴

に
対
置
さ
れ
た
一
人
の
男
を
、
与
ひ
ょ
う
と
惣
ど
運
ず
の
二
系
統
に
分
裂
さ
せ

た
」
と

32
）

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
原
話
の
「
鶴
女
房
」
で
の
男
の
行
動
を
考
慮

す
る
と
、
惣
ど
・
運
ず
の
よ
う
に
金
儲
け
の
欲
求
を
持
ち
、
主
体
的
に
行
動
す

る
人
物
は
、
物
語
を
進
行
さ
せ
て
い
く
上
で
必
要
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
つ
う
と
対
立

し
彼
女
の
言
動
の
正
当
性
を
高
め
る
存
在
と
い
う
役
割
以
外
に
、
惣
ど
・
運
ず

が
物
語
に
何
ら
か
の
効
果
を
与
え
て
い
る
の
は
確
実
で
あ
る
。
惣
ど
・
運
ず
の

役
割
を
再
考
し
て
い
く
上
で
、
次
に
引
用
す
る
二
人
の
会
話
の
内
容
に
着
目
し

た
い
。惣

ど

（
鶴
の
羽
を
見
て
い
る
）
の
う
…
…
鶴
や
蛇
が
の
う
、
ほ
れ
人
間

の
女
房
に
な
る
っ
ち
ゅ
う
話
が
あ
る
の
う
。

運
ず

な
、
何
だ
と
？

惣
ど

う
う
ん
…
…
そ
う
い
え
ば
、
昨
日
村
の
仁
じ
が
い
う
と
っ
た
…
…

四
、
五
日
前
の
夕
方
に
、
あ
の
山
の
池
の
と
こ
ろ
を
通
り
よ
っ
た
ら
、

女
が
一
人
水
際
に
立
っ
と
っ
た
げ
な
。
…
…
何
や
ら
風
が
お
か
し
い

と
思
っ
て
そ
お
っ
と
見
と
る
と
よ
、
す
う
っ
と
水
の
中
に
は
い
っ
た

と
こ
ろ
を
見
る
と
お
め
え
、
鶴
に
な
っ
と
っ
た
げ
な
…
…

運
ず

え
え
っ
？

惣
ど

そ
う
し
て
暫
く
水
の
中
で
遊
ん
で
か
ら
、
ま
た
も
と
の
女
に
な
っ

て
、
す
う
っ
と
戻
っ
て
行
っ
た
ち
ゅ
う
が
…
…

運
ず

ふ
わ
あ
…
…
（
外
へ
逃
げ
出
す
）

惣
ど

お
、
お
い
、
何
だ
、
妙
な
声
出
し
て
…
…
（
思
わ
ず
自
分
も
外
へ

出
る
）

運
ず

お
、
お
い
、
な
ら
あ
の
女
房
が
、
つ
、
鶴
…
…

惣
ど

ば
か
が
、
そ
げ
な
こ
と
分
る
も
ん
け
。
い
や
、
そ
げ
な
ば
か
な
話

が
…
…

つ
う
と
の
会
話
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
事
実
と
村
人
の
噂
話
を
結
び
付
け
、

つ
う
が
鶴
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
持
っ
た
二
人
は
、
そ
の
後
の
与
ひ
ょ
う

と
の
会
話
で
「
は
あ
？

鶴
か
？

う
ん
、
鶴
な
ら
、
い
つ
だ
っ
た
か
お
ら
が

畠
打
っ
と
た
ら
、
く
ろ
に
鶴
が
下
り
て
来
て
よ
、
矢
を
負
う
て
苦
し
ん
ど
っ
た

け
に
、
抜
い
て
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
わ
」
と
い
う
、
つ
う
が
鶴
で
あ
る
こ
と
を

決
定
付
け
る
発
言
を
、
与
ひ
ょ
う
か
ら
引
き
出
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
惣
ど
・

運
ず
は
、
つ
う
が
鶴
で
あ
る
こ
と
を
物
語
の
序
盤
で
提
示
す
る
こ
と
で
、
原
話

「
鶴
女
房
」
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
新
た
な
展
開
を
「
夕
鶴
」
に
与
え
て
い
る
。

従
来
の
民
話
や
「
鶴
女
房
」
で
あ
れ
ば
、
嫁
の
正
体
が
鶴
だ
と
明
示
さ
れ
る

の
は
、
末
尾
の
覗
き
見
の
と
き
で
あ
る
。「
夕
鶴
」で
は
、
つ
う
の
独
白
の
影
響

も
あ
り
、
物
語
の
途
中
で
つ
う
が
鶴
で
あ
る
こ
と
が
露
わ
に
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
惣
ど
・
運
ず
が
つ
う
を
鶴
と
分
か
っ
た
上
で
、
金
儲
け

の
道
具
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
俗
的
な
側
面
が
強
化
さ
れ
、
つ
う
と
惣

ど
・
運
ず
の
対
立
は
、
物
語
内
で
強
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

前
述
し
た
金
儲
け
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
つ
う
と
惣
ど
・
運
ず
と
の
関
係
の
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描
か
れ
方
も
、
両
者
の
対
立
を
明
確
化
し
て
い
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
つ

う
と
惣
ど
・
運
ず
の
最
初
の
出
会
い
の
場
面
で
あ
る
。

運
ず

わ
っ
。

惣
ど

あ
っ
。
こ
、
こ
ら
、
留
守
の
間
に
上
が
り
こ
ん
で
…
…

つ
う

…
…
？

（
鳥
の
よ
う
に
首
を
か
し
げ
て
い
ぶ
か
し
げ
に
二
人
を

見
ま
も
る
）

運
ず

へ
い
、
お
ら
は
そ
の
、
向
う
の
村
の
運
ず
っ
ち
ゅ
う
も
ん
で
、
あ

の
布
の
こ
と
で
は
い
つ
も
ど
う
も
与
ひ
ょ
う
ど
ん
に
…
…

つ
う

…
…
？

惣
ど

そ
ん
で
、
な
あ
か
み
さ
ん
よ
、
実
は
そ
の
、
布
の
話
を
こ
や
つ
か

ら
聞
い
て
…
…
お
ら
も
向
う
の
村
の
惣
ど
っ
ち
ゅ
う
も
ん
だ
が
、

ち
ょ
っ
と
話
が
あ
っ
て
来
た
も
ん
だ
。…
…
全
体
そ
れ
は
、こ
う
い
っ

ち
ゃ
何
だ
が
、
ほ
ん
な
も
ん
の
千
羽
織
か
ね
？

つ
う

…
…
（
た
だ
い
ぶ
か
し
げ
に
見
て
い
る
が
、
ふ
と
物
音
で
も
聞
い

た
よ
う
に
、
身
を
ひ
る
が
え
し
て
奥
に
消
え
る
）

こ
の
よ
う
に
惣
ど
・
運
ず
は
、
つ
う
に
と
っ
て
最
初
か
ら
言
葉
の
通
じ
な
い

存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。つ
う
の
言
葉
で
言
う
な
ら
ば
、「
別
な
世
界
の
人
」

と
し
て
、
惣
ど
・
運
ず
は
最
初
か
ら
拒
絶
さ
れ
て
い
る
。
松
坂
俊
夫
が
「
俗
塵

の
世
界
の
運
ず
、
惣
ど
」

33
）

と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
二
人
が
つ
う
を
金
儲
け
の

道
具
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
つ
う
が
彼
ら
を
拒
絶
す

る
こ
と
は
、
当
然
の
反
応
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
言
葉
の
断
絶
は
、
つ
う
に
と
っ
て
分
か
り
あ
え
な
い
存
在
と
の

間
に
起
こ
る
は
ず
で
あ
っ
た
の
が
、
物
語
の
途
中
で
同
じ
世
界
の
住
人
で
あ
っ

た
は
ず
の
、
与
ひ
ょ
う
と
の
間
に
も
引
き
起
こ
さ
れ
る
。

与
ひ
ょ
う

布
を
織
れ
。
す
ぐ
織
れ
。
今
度
は
前
の
二
枚
分
も
三
枚
分
も

の
金
で
売
っ
て
や
る
ち
ゅ
う
だ
。
何
百
両
だ
で
よ
う
。

つ
う

（
突
然
非
常
な
驚
愕
と
狼
狽
）
え
？
え
？
何
て
い
っ
た
の
？
今
。

「
布
を
織
れ
す
ぐ
織
れ
」
｜
そ
れ
か
ら
何
て
い
っ
た
の
？

与
ひ
ょ
う

何
百
両
で
よ
う
。
前
の
二
枚
分
も
三
枚
分
も
の
金
で
売
っ
て

や
る
ち
ゅ
う
で
よ
。

つ
う

…
…
？
（
鳥
の
よ
う
に
首
を
か
し
げ
て
い
ぶ
か
し
げ
に
与
ひ
ょ
う

を
見
ま
も
る
）

与
ひ
ょ
う

あ
の
な
あ
、
今
度
は
な
あ
、
前
の
二
枚
分
も
三
枚
分
も
の
金

で
｜

つ
う

（
叫
ぶ
）
分
か
ら
な
い
。
あ
ん
た
の
い
う
こ
と
が
な
ん
に
も
分
か

ら
な
い
。
さ
っ
き
の
人
た
ち
と
お
ん
な
じ
だ
わ
。
口
の
動
く
の
が
見

え
る
だ
け
。
声
が
聞
こ
え
る
だ
け
。
だ
け
ど
何
を
い
っ
て
る
ん
だ
か

…
…
あ
あ
、
あ
ん
た
は
、
あ
ん
た
が
、
と
う
と
う
あ
ん
た
が
あ
の
人

た
ち
の
言
葉
を
、あ
た
し
に
分
ら
な
い
世
界
の
言
葉
を
話
し
出
し
た
。

…
…
あ
あ
、
ど
う
し
よ
う
。
ど
う
し
よ
う
。
ど
う
し
よ
う
。

与
ひ
ょ
う

お
い
、
ど
う
し
た
だ
？
つ
う
…
…

つ
う

ど
う
し
た
だ
、
つ
う
｜
え
？
…
…
そ
う
い
っ
た
の
ね
？
「
ど
う
し

た
だ
、
つ
う
」っ
て
い
っ
て
く
れ
た
の
ね
？
今
。

最
初
か
ら
言
葉
が
通
じ
な
い
惣
ど
・
運
ず
と
は
異
な
り
、
与
ひ
ょ
う
と
の
間
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は
、
お
金
に
関
す
る
言
葉
の
み
が
通
じ
な
く
な
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
、
与
ひ
ょ
う
は
惣
ど
・
運
ず
の
よ
う
に
つ
う
を
利
用
し
、
金
を
儲
け
よ

う
と
す
る
人
間
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
受
け
止
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
こ
の
よ

う
に
惣
ど
・
運
ず
の
言
葉
の
断
絶
が
描
か
れ
る
だ
け
で
な
く
、
物
語
の
中
盤
で

与
ひ
ょ
う
と
つ
う
と
の
間
に
も
、
言
葉
の
断
絶
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
の
効

果
に
つ
い
て
、
白
井
宏
は
次

34
）

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
戯
曲
の
中
で
「
こ
と
ば
の
断
絶
」
は
二
ヶ
所
見
ら
れ
る
。
ま
ず
最

初
は
つ
う
と
惣
ど
運
ず
の
間
の
断
絶
で
あ
り
、
次
は
つ
う
と
与
ひ
ょ
う
と

の
間
の
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
は
後
者
の
た
め
の
伏
線
、
準
備
と
し
て
あ
る

わ
け
で
、
よ
り
重
要
な
意
味
が
後
者
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ

と
で
あ
る
。

白
井
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
最
初
に
惣
ど
・
運
ず
間
で
言
葉
の
断
絶
が
起

こ
る
こ
と
で
、
次
に
起
こ
る
与
ひ
ょ
う
と
の
言
葉
の
断
絶
は
、
与
ひ
ょ
う
が
つ

う
と
対
立
す
る
世
界
の
人
に
な
り
か
け
て
い
る
と
読
ま
せ
る
だ
け
で
な
く
、
二

人
の
愛
が
金
に
よ
っ
て
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
と
推
測
さ
せ
る
構
造
に
な
っ
て
い

る
。
首
藤
基
澄
が
「
純
粋
な
愛
の
生
活
を
送
っ
て
き
た
与
ひ
ょ
う
が
、
金
の
計

算
を
す
る
世
界
に
一
歩
踏
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
愛
の
世
界
に
の
み
生
き
る

つ
う
と
の
間
に
、
ま
ず
こ
と
ば
の
上
で
の
断
絶
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
」

35
）

と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
与
ひ
ょ
う
の
言
葉
を
、
惣
ど
・
運
ず
の
よ
う
に
、
つ
う
が

理
解
で
き
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
与
ひ
ょ
う
が
彼
ら
と
同
じ
世
界
の
住
人

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
与
ひ
ょ
う
の

変
化
が
つ
う
と
対
立
す
る
存
在
で
あ
る
、
金
を
求
め
る
惣
ど
・
運
ず
と
同
じ
で

あ
る
と
読
み
取
れ
る
た
め
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
る
の

だ
。
そ
の
た
め
、
つ
う
が
一
方
的
に
、
与
ひ
ょ
う
を
拒
絶
す
る
こ
と
も
、
当
然

の
行
為
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

ま
た
、
つ
う
と
惣
ど
・
運
ず
の
関
係
か
ら
、「
夕
鶴
」
の
物
語
の
方
向
性
に
つ

い
て
、
千
田
洋
幸
は

36
）

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

惣
ど
・
運
ず
は
、
は
じ
め
か
ら
つ
う
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
可
能

な
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
隔
た
り
の
本
質
は
、
惣
ど
・

運
ず
が
人
間
で
つ
う
が
異
類
の
化
身
で
あ
る
こ
と
や
、
両
者
が
世
俗
的
な

物
欲
／
超
日
常
的
な
純
粋
性
と
い
う
対
立
に
裂
か
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
惣
ど
と
運
ず
を
、
己
れ
と
等
価
な
「
存
在
」
と
し
て
認

識
し
よ
う
と
し
な
い
権
力
的
な
つ
う
の
意
識
と
、
つ
う
に
た
え
ず
聖
性
を

付
与
し
、
超
越
的
な
地
点
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
物
語
の
基
本
的
な
方

向
性
が
、
両
者
の
あ
い
だ
に
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
距
離
が
横
た
わ
っ

て
い
る
か
の
よ
う
な
虚
構
を
形
づ
く
る
の
で
あ
る
。

千
田
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
惣
ど
・
運
ず
に
対
す
る
つ
う
の
態
度
は
、
ひ

ど
く
排
他
的
で
あ
る
。
だ
が
、
つ
う
が
彼
ら
を
拒
絶
し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に

は
機
織
り
を
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
展
開
へ
と
、
物
語
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
つ
う
は
被
害
者
と
し
て
の
側
面
を
高
め
て
い
く
。
与
ひ
ょ
う
の
変
化

を
は
じ
め
と
す
る
、
自
分
が
求
め
て
い
な
い
も
の
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
つ
う

の
態
度
は
、「
つ
う
の
愛
と
い
う
も
の
を
限
定
し
て
も
い
る
し
、
一
方
的
な
も
の

に
も
し
て
い
る
」
と
渡
辺
保
が

37
）

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ひ
ど
く
独
善
的
で
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
言
葉
の
断
絶
は
、
つ
う
の
自
閉
感
を
表
徴
し
て
い
る
の
だ
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が
、
物
語
内
で
つ
う
の
独
白
が
被
害
者
の
言
葉
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
つ
う
が
拒
絶
す
る
の
は
、
正
当
な
反
応
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、
つ
う
の

悲
劇
性
を
高
め
る
要
素
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
一
方
的

と
も
思
え
る
つ
う
の
言
説
で
さ
え
も
、
与
ひ
ょ
う
の
変
化
が
否
定
的
に
捉
え
ら

れ
る
こ
と
で
、
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
く
の
だ
。

つ
う
と
は
意
思
疎
通
が
不
可
能
な
、
惣
ど
・
運
ず
の
手
に
よ
っ
て
、
末
尾
の

覗
き
見
及
び
つ
う
と
の
別
れ
へ
と
、
物
語
が
展
開
し
て
い
く
た
め
、
つ
う
を
中

心
に
お
い
て
物
語
を
読
ん
で
い
っ
た
と
き
に
、
別
れ
は
つ
う
や
与
ひ
ょ
う
が
選

択
し
た
も
の
で
は
な
く
、
第
三
者
の
手
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
か
の
よ
う

に
受
け
止
め
ら
れ
る
。
つ
う
の
愛
は
自
閉
的
で
あ
り
、
排
他
的
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
彼
女
の
被
害
者
的
側
面
が
強
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
つ

う
の
言
動
は
肯
定
さ
れ
、「
夕
鶴
」
を
つ
う
の
悲
劇
と
し
て
読
ま
せ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
の
だ
。

五
、
民
話
か
ら
の
脱
却

今
ま
で
原
話
の
男
で
あ
る
、
与
ひ
ょ
う
と
惣
ど
・
運
ず
に
つ
い
て
注
目
し
、

改
変
さ
れ
た
こ
と
で
物
語
全
体
の
悲
劇
性
が
高
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
考
察
し

て
き
た
。
最
後
に
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
で
の
改
変
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う

に
悲
劇
性
が
高
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

原
話
で
あ
る
「
鶴
女
房
」
で
は
、
鶴
は
覗
き
見
さ
れ
て
い
る
と
気
が
付
く
と

「
見
る
な
と
云
う
に
、
見
た
さ
か
い
に
、
俺
ァ
こ
れ
で
暇
を
貰
う
」と
言
い
、
布

を
織
り
か
け
た
ま
ま
、
す
ぐ
に
飛
び
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て

「
夕
鶴
」は
覗
き
見
を
さ
れ
て
か
ら
つ
う
が
飛
び
去
る
ま
で
に
、
前
述
し
た
原
話

か
ら
複
数
の
転
機
が
存
在
し
て
い
る
。

ま
ず
、
別
れ
の
原
因
と
も
な
る
覗
き
見
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
。

惣
ど

え
え
放
さ
ん
か
。
や
い
放
せ
。（
の
ぞ
く
）
や
っ
、
や
や
っ
。

運
ず

ど
、
ど
う
し
た
だ
。

惣
ど

や
い
、
お
い
、
見
て
み
い
。
鶴
だ
。
鶴
だ
ぞ
。
鶴
が
機
を
織
っ
と

る
。

運
ず

な
、
何
？
鶴
？
（
の
ぞ
く
）
や
っ
、
つ
、
鶴
だ
。
女
房
は
お
ら
ん

で
鶴
が
お
る
。
自
分
の
羽
を
く
わ
え
て
、
機
の
上
を
あ
っ
ち
ゃ
行
っ

た
り
こ
っ
ち
ゃ
行
っ
た
り
…
…
ふ
う
ん
…
…

（
中
略
）

与
ひ
ょ
う

は
あ
？
鶴
だ
？
鶴
が
お
る
ん
か
な
？
こ
の
中
に
…
…
。は
あ
、

見
た
い
の
う
。
い
ん
ね
、
い
か
ん
い
か
ん
、
つ
う
に
怒
ら
れ
る
。
…
…

そ
ん
で
も
、
鶴
が
何
し
と
る
だ
？

…
…
は
あ
、
見
た
い
の
う
…
…
。

見
ち
ゃ
い
か
ん
か
の
う
？
…
…
の
う
、
つ
う
よ
…
…
つ
う
、
ち
ょ
っ

と
見
る
だ
ぞ
。
い
ん
ね
、
い
か
ん
い
か
ん
、
見
ち
ゃ
な
ら
ん
と
つ
う

が
い
う
た
だ
。
の
う
、
つ
う
…
…
お
い
、
つ
う
よ
。
…
…
何
で
返
事

を
せ
ん
？

…
…
お
い
、
つ
う
…
…
つ
う
よ
。
…
…
は
れ
、
ど
う
し

た
だ
？
…
…
ど
う
し
た
だ
？
つ
う
。
…
…
お
い
。
…
…
は
あ
、
黙
っ

と
る
。
…
…
見
た
い
の
う
…
…
見
た
い
の
う
…
…
お
い
、
ち
ょ
っ
と

見
る
で
よ
。
…
…
（
つ
い
に
見
る
）
は
れ
？
鶴
が
一
羽
お
る
き
り
だ
。

…
…
つ
う
が
お
ら
ん
。
…
…
は
あ
、
ど
う
し
た
だ
、
こ
ら
…
…
。
お

い
、
つ
う
、
つ
う
よ
…
…
。
は
れ
、
お
ら
ん
…
…
。
ど
う
し
た
ら
え
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え
だ
、
こ
ら
…
…
。
つ
う
が
お
ら
ん
。
つ
う
が
お
ら
ん
。
お
い
つ
う

…
…
つ
う
よ
う
…
…
つ
う
よ
う
…
…
つ
う
よ
う
…
…
（
う
ろ
う
ろ
と

探
し
つ
つ
外
へ
出
て
行
っ
て
し
ま
う
）

「
鶴
女
房
」
と
「
夕
鶴
」
と
の
覗
き
見
の
場
面
の
違
い
を
整
理
し
て
み
る
と
、

次
の
二
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
覗
き
見
す
る
男
が
「
夕
鶴
」
で
は
惣
ど
・

運
ず
・
与
ひ
ょ
う
の
三
人
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
、「
鶴
女
房
」の
場
合
、

鶴
は
覗
き
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
と
、
即
座
に
飛
び
去
っ
て
い
る
の

に
対
し
て
、「
夕
鶴
」で
は
覗
き
見
さ
れ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
千
羽
織
を
二
枚

織
り
上
げ
、
与
ひ
ょ
う
に
渡
し
た
後
に
飛
び
去
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。

「
鶴
女
房
」
で
は
、
機
を
織
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
覗
か
な
い
と
い
う
、
予
め

決
め
ら
れ
て
い
た
約
束
を
男
が
破
っ
た
た
め
に
、
鶴
は
立
ち
去
る
と
い
う
単
純

な
展
開
に
な
っ
て
い
る
が
、「
夕
鶴
」
で
は
「
機
を
織
っ
て
い
る
と
こ
を
決
し
て

の
ぞ
い
て
見
な
い
こ
と
」
と
い
う
約
束
を
破
っ
た
与
ひ
ょ
う
に
対
し
て
、
つ
う

が
彼
女
の
愛
情
の
象
徴
で
も
あ
る
千
羽
織
を
織
り
上
げ
る
ま
で
飛
び
立
た
な
い

と
い
う
、
つ
う
の
与
ひ
ょ
う
に
対
す
る
愛
情
が
強
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。「
夕
鶴
」
で
、
つ
う
の
飛
び
去
る
場
面
が
「
鶴
女
房
」
と
比
較
し
た
と
き

に
、
際
立
っ
て
悲
哀
性
を
帯
び
る
の
は
、
覗
き
見
の
後
も
千
羽
織
を
織
り
続
け

る
、
つ
う
の
行
動
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
つ
う
の
行
動
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
で
は
、
与
ひ
ょ
う
の
行
動
も

末
尾
の
場
面
を
悲
劇
化
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
最
初
は
、
覗
く
こ

と
を
我
慢
し
て
い
た
与
ひ
ょ
う
で
あ
っ
た
が
、
運
ず
が
、
去
り
際
に
残
し
た「
鶴

が
お
る
」
と
い
う
言
葉
に
疑
問
を
覚
え
、
つ
う
に
呼
び
か
け
る
。
引
用
か
ら
分

か
る
よ
う
に
、
与
ひ
ょ
う
が
覗
き
見
を
し
た
の
は
、
つ
う
が
返
事
を
し
な
い
こ

と
に
不
安
を
覚
え
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
惣
ど
・
運
ず
が
、
与
ひ
ょ

う
が
覗
き
見
を
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
の
に
加
え
、
与
ひ
ょ
う
が
、
つ

う
を
大
切
に
思
っ
て
い
る
が
故
に
、
つ
う
と
の
約
束
を
破
っ
て
し
ま
う
。
第
三

者
の
手
に
よ
っ
て
、
つ
う
と
の
別
れ
が
起
こ
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の

覗
き
見
を
し
て
も
、
つ
う
が
鶴
だ
と
気
が
つ
か
ず
、
つ
う
を
探
し
求
め
、
外
を

さ
ま
よ
う
と
い
う
与
ひ
ょ
う
の
行
動
も
物
語
の
悲
劇
性
を
高
め
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
覗
き
見
の
場
面
で
は
、
与
ひ
ょ
う
が
つ
う
を
心
配
し
た
た
め

に
約
束
を
破
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
与
ひ
ょ
う
が
つ
う
を
大
切
に
思
っ
て
い
る

こ
と
が
読
み
取
れ
る
が
、
そ
の
後
の
千
羽
織
を
二
枚
渡
す
場
面
で
は
、
逆
に
、

二
人
が
す
れ
違
っ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
、

末
尾
の
つ
う
と
与
ひ
ょ
う
の
対
話
が
、
対
話
と
し
て
成
立
し
な
く
な
っ
て
い
く

こ
と
で
、物
語
の
最
初
で
は
相
手
の
こ
と
を
思
い
合
っ
て
い
た
二
人
の
関
係
が
、

す
で
に
破
綻
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
露
わ
に
な
っ
て
い
る
。

つ
う

あ
た
し
は
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
あ
ん
た
と
い
っ
し
ょ
に
い
た

か
っ
た
の
よ
。
…
…
そ
の
二
枚
の
う
ち
一
枚
だ
け
は
、
あ
ん
た
、
大

切
に
取
っ
て
お
い
て
ね
。
そ
の
つ
も
り
で
、
心
を
篭
め
て
織
っ
た
ん

だ
か
ら
。

与
ひ
ょ
う

ふ
う
ん
、
ほ
ん
と
に
こ
ら
、
立
派
に
織
れ
た
。

つ
う

（
与
ひ
ょ
う
の
肩
を
し
っ
か
り
と
つ
か
ん
で
）
ね
、
大
切
に
取
っ

て
お
く
の
よ
。
大
事
に
大
事
に
持
っ
て
い
て
よ
。

与
ひ
ょ
う

（
子
ど
も
の
よ
う
に
）
う
ん
、
大
事
に
大
事
に
持
っ
て
る
だ
。

つ
う
の
い
う
こ
と
な
ら
、
お
ら
、
何
で
も
聞
く
。
だ
け
に
、
な
あ
、

つ
う
よ
、
い
っ
し
ょ
に
都
さ
行
こ
う
。
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つ
う

う
う
ん
、
あ
た
し
は
…
…
（
笑
っ
て
、
立
つ
。
｜
す
っ
と
白
く
な

る
）
こ
ん
な
に
痩
せ
て
し
ま
っ
た
わ
。
…
…
使
え
る
だ
け
の
羽
根
を

み
ん
な
使
っ
て
し
ま
っ
た
の
。
あ
と
は
よ
う
よ
う
飛
べ
る
だ
け
…
…

（
薄
く
笑
う
）

与
ひ
ょ
う

（
急
に
何
か
感
じ
て
）
お
い
、
つ
う
。（
す
が
り
つ
く
。
｜
そ

の
手
は
た
だ
空
を
抱
い
て
い
る
）

（
中
略
）

つ
う

ね
、
ほ
ん
と
に
あ
た
し
を
忘
れ
な
い
で
ね
。
そ
の
布
、
一
枚
だ
け

は
、
い
つ
ま
で
も
大
事
に
持
っ
て
い
て
ね
。

与
ひ
ょ
う

お
、
お
い
、
つ
う
…
…

つ
う

さ
よ
な
ら
…
…
さ
よ
な
ら
…
…

与
ひ
ょ
う

つ
う
、
お
い
待
て
、
待
て
ち
ゅ
う
に
。
お
ら
も
行
く
だ
。
お

い
、
つ
う
…
…
つ
う
…
…

つ
う

だ
め
よ
、
だ
め
よ
、
あ
た
し
は
も
う
人
間
の
姿
を
し
て
い
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
。
ま
た
も
と
の
空
へ
た
っ
た
一
人
で
帰
っ
て
行
か
な

き
ゃ
な
ら
な
い
の
よ
。
…
…
さ
よ
な
ら
…
…
元
気
で
ね
…
…
さ
よ
な

ら
…
…
さ
よ
な
ら
…
…
本
当
に
さ
よ
な
ら
…
…
（
消
え
る
）

布
が
二
枚
あ
る
こ
と
に
気
を
取
ら
れ
、
つ
う
の
異
変
に
最
初
は
気
が
つ
か
な

か
っ
た
与
ひ
ょ
う
が
、
最
後
の
最
後
で
つ
う
の
異
変
に
よ
う
や
く
気
付
く
。
そ

し
て
、
二
枚
の
千
羽
織
を
与
ひ
ょ
う
に
渡
し
た
つ
う
が
、
別
れ
を
惜
し
み
な
が

ら
も
飛
び
去
っ
て
行
く
。

「
夕
鶴
」
の
末
尾
で
、
つ
う
の
飛
び
去
る
場
面
が
格
段
に
悲
劇
性
を
帯
び
る

の
は
、
つ
う
が
別
れ
を
迎
え
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、
与
ひ
ょ
う
の
た
め

に
自
分
の
身
を
犠
牲
に
し
て
二
枚
の
千
羽
織
を
織
り
上
げ
る
が
、
そ
の
こ
と
に

与
ひ
ょ
う
が
最
初
は
気
が
つ
か
な
い
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
相
手
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
も
、
お
互
い
の
言
葉
が
正
し
く
伝
わ
ら
な
い

と
い
う
、
二
人
の
対
話
が
描
か
れ
る
こ
と
で
、
つ
う
と
の
離
別
と
い
う
別
れ
の

悲
し
み
だ
け
で
な
く
、
語
る
行
為
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
物
語
は
悲
劇
化
し
て

い
く
。
そ
し
て
つ
う
が
飛
び
去
っ
た
後
、
惣
ど
が
千
羽
織
を
与
ひ
ょ
う
か
ら
取

ろ
う
と
す
る
も
の
の
、
与
ひ
ょ
う
が
手
放
さ
な
い
こ
と
で
、
最
後
の
つ
う
の「
そ

の
布
、
一
枚
だ
け
は
、
い
つ
ま
で
も
大
事
に
持
っ
て
い
て
」
と
い
う
願
い
だ
け

は
叶
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
つ
う
の
健
気
さ
が
描
か
れ
る
こ
と
で
、
物
語
は

つ
う
の
悲
劇
と
し
て
終
焉
を
迎
え
る
。

惣
ど
・
運
ず
に
よ
っ
て
、
つ
う
と
与
ひ
ょ
う
の
別
れ
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
と

い
う
内
容
だ
け
で
な
く
、
分
か
り
あ
っ
て
い
た
は
ず
の
二
人
が
だ
ん
だ
ん
と
す

れ
違
っ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
夕
鶴
」
は
、
原
話
「
鶴
女

房
」を
は
じ
め
と
す
る
民
話
で
の
、
鶴
と
男
と
の
離
別
と
は
同
一
視
で
き
な
い
、

独
自
の
悲
劇
性
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
。

六
、
悲
劇
化
す
る
仕
組
み

こ
れ
ま
で
「
夕
鶴
」
が
悲
劇
と
し
て
受
容
さ
れ
る
構
造
を
再
考
し
て
き
た
。

こ
こ
で
改
め
て
、「
夕
鶴
」の
悲
劇
化
す
る
仕
組
み
を
整
理
し
て
述
べ
て
い
き
た

い
。ま

ず
、「
夕
鶴
」
の
話
型
で
あ
る
が
、
原
話
と
し
て
い
る
「
鶴
女
房
」
は
、
異

類
婚
姻
譚
で
あ
る
た
め
、
物
語
の
最
後
に
は
鶴
の
化
身
で
あ
る
嫁
と
男
と
の
別

れ
が
予
め
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
原
話
に
し
て
い
る
「
夕
鶴
」
で
も
、
つ
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う
の
正
体
が
鶴
だ
と
明
か
さ
れ
た
時
か
ら
、
つ
う
と
の
別
れ
が
暗
示
さ
れ
る
と

い
う
、
物
語
の
基
盤
が
悲
劇
的
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

次
に
、
物
語
の
内
容
面
に
つ
い
て
、
悲
劇
化
し
て
い
る
効
果
を
整
理
し
て
い

く
と
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
つ
う
と
与
ひ
ょ
う

の
関
係
性
が
、
物
語
が
進
行
し
て
い
く
中
で
だ
ん
だ
ん
と
、
千
羽
織
や
お
金
を

め
ぐ
り
、
す
れ
ち
が
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
と
い
う
物
語
の
主
軸
で
あ
る
、
つ

う
と
与
ひ
ょ
う
と
の
関
係
の
破
綻
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
つ
う
と

与
ひ
ょ
う
の
二
人
の
別
れ
が
、
第
三
者
で
あ
る
は
ず
の
、
惣
ど
・
運
ず
が
き
っ

か
け
に
な
っ
て
起
こ
さ
れ
、
二
人
が
望
ん
で
い
な
い
の
に
、
別
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
展
開
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、
つ
う
が
自
分
の
身
を
犠
牲
に
し

て
、
与
ひ
ょ
う
の
た
め
に
二
枚
の
千
羽
織
を
渡
す
こ
と
で
、
つ
う
の
献
身
的
な

愛
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
。以
上
三
点
の
よ
う
に
、原
話
か
ら
の
改
変
に
よ
っ

て
、
基
本
的
な
物
語
の
悲
劇
性
が
高
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
単
純
に
読
ん
で

い
る
と
き
は
、
表
面
化
し
て
こ
な
い
、
与
ひ
ょ
う
を
思
っ
て
行
っ
た
は
ず
の
、

つ
う
の
行
動
が
逆
説
的
に
働
い
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
つ
う
の
悲
劇

と
、
つ
う
を
思
っ
て
行
っ
た
は
ず
の
行
動
が
、
つ
う
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
、与
ひ
ょ
う
の
悲
劇
と
い
う
、そ
れ
ぞ
れ
の
悲
劇
が
交
錯
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
末
尾
に
お
け
る
二
人
の
離
別
が
、
よ
り
一
層
悲
劇
性
を
高
め
て
展
開
し
て

い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
戯
曲
の
特
徴
で
あ
る
対
話
が
機
能
し
な
く
な
る
言
葉
の
断
絶
に

よ
っ
て
、
分
か
り
あ
っ
て
い
た
は
ず
の
つ
う
と
与
ひ
ょ
う
が
、
す
れ
違
っ
て
い

く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
、
二
人
の
関
係
が
破
綻
し
て
い
く
様
子
が
表
現
さ
れ

て
い
る
。
物
語
の
最
期
の
二
人
の
対
話
で
も
、
対
話
が
対
話
と
し
て
成
立
し
な

く
な
る
様
子
を
描
く
こ
と
で
、
つ
う
と
与
ひ
ょ
う
と
の
別
れ
が
決
定
的
で
あ
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
夕
鶴
」
は
、
単
に
物
語
の
悲
劇
性
が
原
話
「
鶴
女
房
」
か
ら

高
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
潜
在
化
し
て
い
る
物
語
や
戯
曲
の
表
現
技

法
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悲
劇
化
す
る
仕
組
み
が
重
層
化
し
て
い
る
構

造
を
持
っ
て
い
た
の
だ
。

注1
）

夕
鶴
」の
基
に
な
っ
た
戯
曲
で
あ
り
、
一
九
四
六
年
に
一
度N

H
K

で
ラ
ジ
オ
放
送

さ
れ
た
の
み
で
活
字
化
は
さ
れ
て
い
な
い
。

２
）

同
年
の
演
出
賞
を
岡
倉
士
朗
が
、
装
置
賞
を
伊
藤
熹
朔
が
受
賞
し
て
い
る
。

３
）

一
九
五
一
年
二
月
に
第
一
回
芸
能
選
奨
文
部
大
臣
賞
を
、
一
九
五
一
年
一
二
月
に
大

阪
市
民
文
化
賞
名
誉
賞
を
、
一
九
七
三
年
一
二
月
に
と
ち
乃
木
賞
（
宇
都
宮
演
劇
鑑
賞

会
創
立
一
五
周
年
記
念
）
を
、
一
九
七
五
年
一
月
に
一
九
七
四
年
度
朝
日
文
化
賞
を
、

一
九
八
四
年
二
月
に
一
九
八
三
年
度
倉
敷
市
民
劇
場
特
別
賞
を
、
山
本
安
英
は
受
賞
し

て
い
る
。

４
）

菅
井
幸
雄
「
戦
後
演
劇
の
多
様
な
形
成
と
そ
の
展
望
」（『
講
座
日
本
の
演
劇
7

現

代
の
演
劇
Ⅰ
』
勉
誠
社

一
九
九
五
年
五
月
）

５
）

団
伊
玖
磨
に
よ
っ
て
オ
ペ
ラ
化
さ
れ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
・
中
国
・
エ
ジ
プ
ト
・
イ
タ

リ
ア
・
朝
鮮
・
ス
ペ
イ
ン
・
ド
イ
ツ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ス
リ
ラ
ン
カ
な
ど
の
各
国
で
、

翻
訳
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。

６
）

井
上
理
恵
が
「
木
下
順
二
『
夕
鶴
』
を
読
み
直
す
」（『
演
劇
学
』
三
八
巻

一
九
九

六
年
一
二
月
）
の
中
で
「『
夕
鶴
』
は
文
学
と
し
て
中
学
校
・
高
等
学
校
用
国
語
教
科
書

に
取
り
上
げ
ら
れ
た
数
少
な
い
戯
曲
で
も
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、当
時
の
人
々

に
愛
さ
れ
て
い
た
戯
曲
を
同
年
代
の
教
科
書
に
採
択
す
る
こ
と
は
、
画
期
的
な
試
み
で
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あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
小
学
校
で
は
、
木
下
順
二
が
教
科
書
用
に
書
き
な
お

し
た
作
品
が
採
択
さ
れ
て
い
た
の
で
、
実
質
的
に
戯
曲
「
夕
鶴
」
が
採
択
さ
れ
た
の
は
、

中
学
校
と
高
等
学
校
の
み
で
あ
っ
た
。

７
）

平
成
二
〇
年
度
版
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
か
ら
、
国
語
科
で
は
〔
伝
統
的
な
言
語
文

化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
が
設
け
ら
れ
た
た
め
、
今
ま
で
以
上
に
古
典
教
育

へ
の
注
目
が
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
今
後
「
夕
鶴
」
が
教
材
と
し
て
採
択

さ
れ
る
可
能
性
は
、
大
い
に
あ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

８
）

小
沢
幸
代
「『
夕
鶴
』
の
児
童
文
学
へ
の
影
響
」（『
大
妻
国
文
』
一
三
号

一
九
八
二

年
三
月
）

９
）

木
下
順
二
「
も
う
一
度
、
あ
と
が
き
」（『
夕
鶴
・
彦
市
ば
な
し
』
新
潮
文
庫

一
九

五
四
年
五
月
初
版

※
た
だ
し
引
用
は
、
二
〇
〇
七
年
七
月
六
〇
刷
に
よ
っ
た
。）

10
）

菅
井
幸
雄
「『
夕
鶴
』
｜
そ
の
想
像
の
歴
史
」（『
夕
鶴
の
世
界
｜
第
二
次
綜
合
版
』
一

九
七
四
年
九
月
第
一
刷
発
行
）

11
）

尾
崎
宏
次
「『
夕
鶴
』
の
演
劇
性
」（『
国
文
学
』
二
四

三
号

一
九
七
九
年
三
月
）

12
）

鈴
木
敏
子
「
木
下
順
二
作
『
夕
鶴
』
批
判
」（『
日
本
文
学
』
一
六

四
号

一
九
六
七

年
四
月
）

13
）

井
上
理
恵
（
注
6
参
照
）

14
）

稲
葉
三
千
男
「
メ
デ
ィ
ウ
ム
と
ミ
ッ
テ
ル
と
」（『
国
文
学
』
二
四

三
号

一
九
七
九

年
三
月
）

15
）

十
河
愛
子
「『
夕
鶴
』
考
」（『
早
文
会
論
集
』
五
巻

一
九
八
九
年
一
二
月
）

16
）

平
井
修
成
「
鶴
の
孤
影
｜
木
下
順
二
に
於
け
る
、
民
話
と
『
夕
鶴
』
｜
」（『
昔
話
伝

説
研
究
』
七
巻

一
九
七
八
年
一
一
月
）

17
）

石
塚
倫
子
「『
夕
鶴
』
と
『
オ
セ
ロ
ー
』
｜
侵
犯
す
る
『
周
縁
』
と
し
て
の
女
と
ド
ラ

マ
」（『
比
較
文
学
』
三
六
巻

一
九
九
四
年
三
月
）

18
）

千
田
洋
幸
「
他
者
の
い
な
い
言
葉

木
下
順
二
『
夕
鶴
』
論

」（『
東
京
学
芸
大
学
紀

要
2
部
門
』
五
二
巻

二
〇
〇
一
年
二
月
）

19
）

西
村

「『
夕
鶴
』
小
論
」（『
解
釈
』
三

一
〇
号

一
九
五
七
年
一
〇
月
）

20
）

そ
の
他
に
、
松
坂
俊
夫
「『
夕
鶴
』
へ
の
一
視
点
」（『
古
典
と
近
代
文
学
』
八
巻

一

九
七
〇
年
一
〇
月
）
や
、
沢
田
フ
ク
「
木
下
順
二
『
夕
鶴
』
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
日

本
文
学
研
究
』
一
四
巻

一
九
七
五
年
一
月
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

21
）

「『
鶴
女
房
』
か
ら
『
夕
鶴
』
へ
」（『
毎
日
グ
ラ
フ
』
一
九
八
四
年
八
月
二
六
日

※

た
だ
し
引
用
は
『
木
下
順
二
集
1
』
岩
波
書
店

一
九
八
八
年
四
月
に
よ
っ
た
。）

22
）

そ
の
他
に
、
首
藤
基
澄
「『
夕
鶴
』
論
」（『
方
位
』
二
〇
巻

一
九
九
九
年
三
月
）
が

あ
げ
ら
れ
る
。

23
）

注
（
13
）
参
照

24
）

そ
の
他
に
、
宮
岸
泰
治
「
つ
う
と
戦
争
体
験
」（『
国
文
学
』
二
四

三
号

一
九
七
九

年
三
月
）
や
千
田
洋
幸
「
木
下
順
二
と
『
戦
後
』
｜『
夕
鶴
』
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」（『
解

釈
と
鑑
賞
』
八
九
四
巻
七
〇

一
一
号

二
〇
〇
五
年
一
一
月
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

25
）

こ
の
よ
う
に
舞
台
の「
夕
鶴
」で
の
評
価
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、「
夕
鶴
」

が
発
表
さ
れ
た
三
年
後
に
開
催
さ
れ
た
、
一
九
五
二
年
の
民
話
の
会
を
中
心
に
催
さ
れ

た
座
談
会
に
お
い
て
も
、「
戯
曲
を
読
ん
だ
時
の
印
象
と
実
際
に
舞
台
に
か
か
っ
た
時
の

印
象
と
の
間
に
ず
れ
が
で
て
く
る
と
い
う
問
題
」（「
民
話
劇
・
夕
鶴
を
め
ぐ
っ
て
」『
文

學
』
一
九
五
二
年
一
一
月
号

※
た
だ
し
引
用
は
『
綜
合
版
夕
鶴
』
未
来
社

一
九
五

三
年
五
月
に
よ
る
。）
と
し
て
、
軽
く
で
は
あ
る
が
、
話
題
に
も
挙
が
っ
て
い
た
。

26
）

十
河
（
注
（
15
）
参
照
）
は
、「『
つ
う
』
を
理
想
の
世
界
、
愛
の
世
界
と
す
れ
ば
、

彼
等
は
現
実
の
世
界
に
住
む
俗
人
で
あ
り
、『
与
ひ
ょ
う
』は
こ
の
二
つ
の
世
界
を
揺
れ

う
ご
く
弱
い
人
間
で
あ
ろ
う
」
と
論
じ
て
い
る
。

27
）

鳥
居
明
雄
「
共
犯
と
他
者
」（『
日
本
文
学
』
三
九

二
号

一
九
九
〇
年
二
月
）

28
）

注
（
15
）
参
照

29
）
『
木
下
順
二
集
1
』（
岩
波
書
店

一
九
八
八
年
四
月

※
た
だ
し
引
用
す
る
に
あ
た

り
、
ル
ビ
は
削
除
し
た
。）
こ
の
後
の
本
文
の
引
用
も
、
全
て
同
様
で
あ
る
。

30
）

鈴
木
裳
三
編
「
鶴
女
房
」（『
全
国
昔
話
記
録
』
内
「
佐
渡
島
昔
話
集
」
三
省
堂

一

九
四
二
年

※
た
だ
し
引
用
す
る
に
あ
た
り
、
ル
ビ
は
削
除
し
、
旧
字
体
は
新
字
体
に

改
め
た
。）
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