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含
る 記

本
稿
は
平
成
元
年
六
月

一
八
日
、　
日
本
比
較
文
学
会
第
五

一
回
全
国
大
会
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
に
、　
補
筆
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
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2“ 異郷としての子供時代

異
郷
と
し
て
の
子
供
時
代

―
―
北
原
白
秋

「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
―
―

今

橋

映

子

北
原
白
秋

（
一
八
八
五
―

一
九
四
二
）
の

「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
は
明
治
四
四
年
五
月
、
『時
事
新
報
』
に
連
載
さ
れ
、
同
年
六
月
に
詩
集

『思
ひ
出
」
の
序
文
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
幼
年
時
代
へ
の
追
憶
を
、
ま
ば
ゅ
ぃ
ば
か
り
の
詩
語
と
清
新
な
リ
ズ
ム
で
刻
ん
だ
こ
の
詩
集
は
、

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
上
田
敏
、
高
村
光
太
郎
を
は
じ
め
と
す
る
同
時
代
人
に
熱
狂
的
に
賛
美
さ
れ
、
朔
太
郎
、
犀
星
ら
若
き
詩
人
た
ち
の

威

『
鱒

林
録

い
学

霙

誠

い
籠

聾

¨
撃

碑

計

盤

軒

襲

戦
噸
詢
襲

暉
嗽
」
「
ど
理

「
緩

て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
優
れ
た
散
文
詩
と
評
さ
れ
な
が
ら
、
従
来
こ
の
序
文
が
、
単
に
韻
文
詩
の
詩
語
解
釈
の
参
照
と
さ
れ
た
り
、
韻
文
詩

と
の
詩
的

コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
が
重
視
さ
れ
が
ち
で
ぁ

っ
た
り
、
ぁ
る
い
は

「廃
市
」
「灰
色
の
柩
」
と
い
う
特
徴
的
イ
メ
ー
ジ
が
特
に
ク

ロ
ー
ズ

・
ア
ッ
プ
さ
れ
た
り
し
た
結
果
、　
〓
扁
の
散
文
詩
と
し
て
ぃ
か
に
読
め
る
の
か
と
い

静
岬
郷
醸
「
畔
磁
¨
】
「
神
い
詢
』
ど
』
朔
哺

な
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
上
国
敏
が
、
な
ぜ
こ
の
序
文
に

「殊
に
驚
く
べ
き
一

問
い
直
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

雑
誌

『文
庫
』
時
代
の
自
秋

（明
治
一垂
ハ
ー
三
八
）
は
、
そ
の
最
初
期
の
詩
作
品
―
―

「恋
の
絵
ぶ
み
」
「春
湯
雑
詩
」
「花
盗
人
」
「桃

―



筋
　
さ
く
道
」
「春
海
夢
路
」
―
―
な
ど
で
繰
り
返
し
春
の
華
や
ぎ
や
愁
い
を
う
た
う
春
愁
の
詩
人
と
し
て
出
発
し
た
。

春
や
綿
絵
、
大
江
戸
の
　
　
　
　
　
　
７
／
５

精
華
を
尽
く
せ
る
賑
ひ
に
、　
　
　
　
　
″

さ
て
も
、
八
百
八
町
の
　
　
　
　
　
　
　
″

さ
く
ら
祭
の
は
な
や
か
さ
。　
　
　
　
　
　
″

伊
達
の
小
袖
や
、
花
笠
や
、　
　
　
　
　
　
″

桜
か
づ
き
や
、
絵
の
な
か
の
　
　
　
　
　
″

（４
）

（…
…
）
　
　
　
　
　
　
　
翁
絵
草
紙
店
」
上
）

当
時

「韻
文
界
の
鏡
花
現
れ
た
り
」
と
喧
伝
さ
れ
た
白
秋
の
詩
風
は
、

イ
メ
ー
ジ
を
は
め
込
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
三
九
年
五
月
、

題
さ
れ
た
十
篇
の
詩
に
お
い
て
、
詩
風
を
が
ら
り
と

一
変
さ
せ
る
。

日
も
知
ら
ず
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

と
こ
ろ
も
知
ら
ず
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７

美
く
し
う
稚
子
め
く
人
と
、　
　
　
　
　
　
　
５
／
７

旬
ひ
よ
り
て
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

桃
か
、
林
檎
か
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７

朱
の
盆
に
盛
り
つ
と
ま
で
を
。　
　
　
　
　
　
５
／
７

余
は
知
ら
ず
、

ま
た
名
も
知
ら
ず
。

こ
の
よ
う
な
七
五
調
の
韻
律
に
、
華
麗
な
が
ら
い
さ
さ
か
月
並
な

雑
誌

『明
星
』
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
彼
は
、
「
は
な
た
ち
ば
な
」
と

夢
な
り
ゃ
。
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さ
あ
れ
、
お
ぼ
ろ
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７

熱
の
斜
に
盛も
り
っと
ま
で
を
。　
　
　
　
　
　
５
／
７

わ
が
見
し
は
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

紅
き
実
な
り
き
。　

　
　
　
　
　
　
　
“ぞ
そ
の
は
じ（漣
じ

（お
も
い
で
の
う
ち
、
こ
“

轟

獄わば減汁‐こ詩鎌羮

撃

鯰

粍
製

登

畔

薇

霧

踊
鰤
鷲障鞠
封一恥
爵
諜

馨

鍔
な盆諄絆
ｐ脚″聯
”「赫聾
い野
は説
れ発

詩
の
ス
タ
イ
ル
の
背
景
に
は
、
白
秋
自
身
に
よ
る
と

「
ロ
セ
ッ
チ

〔
＝
ダ
ン
テ
ｏ
ガ
プ
リ
ェ
“

い
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
研
究
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
ま
た

「
は
な
た
ち
ば
な
」
が
書
か
れ
る
前
年
、
明
治
三
八
年
五
月
に
刊
行
さ
れ

た
上
田
敏

『海
潮
音
』
の
う
ち
、
ヴ

ェ
ル
レ
ー
ヌ

「落
葉
」、
プ
ラ
ウ
ニ
ン
グ

「春
の
朝
」
な
ど
の
訳
詩
の
形
式
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い

と
思
わ
れ
る
。

自
秋
は

「
は
な
た
ち
ば
な
」
の
こ
の
他
九
篇
に
お
い
て
も
、
同
様
に
五
七
調
の
変
形
し
た
形
式
を
用
い
て
ぃ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
扱
わ
れ

る
テ
ー
マ
も
、
例
え
ば
母
に
抱
か
れ
て
見
た
乳
母
の
死
、
夏
の
朝
、
山
路
に
て
ふ
と
掌
に
受

‐―ナ
た
梨
の
実
、
ま
た
コ
レ
ラ
で
死
ん
だ
者
た
ち

の
青
甕
の
通
る
夏
の
真
昼
や
、
秋
の
日
が
赤
く
照
ら
す
墓
地
の
鶏
頭
な
ど
、
自
分
の
解
年
」
代
の
忘
れ
が
た
き

一
場
面
と
、
そ
の
折
の
感
覚

を
追
憶
す
る

「思
ひ
出
」
詩
篇
の
領
分
を
確
立
し
た
。

五
月
ま
っ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る

（夏
歌
、読
入
し
ら
ず
）



こ
の

『古
今
集
』
の
有
名
な

一
首
か
ら
、
か
つ
て
の
恋
を
想
起
さ
せ
る

「
は
詭
）た
ち
ば
な
」
と
い
う
歌
語
は
、
白
秋
に
お
い
て
は
失
わ
れ

た
幼
年
時
代
へ
の
追
憶
を
暗
示
す
る
。
後
に
な
っ
て
彼
自
身
も
証
言
す
る
よ
う
に
、
明
治
二
九
年
五
月
の
こ
の
十
篇
の
詩
は
、
『邪
宗
門
』

系
統
の
詩
を
生
み
出
す
以
前
の
、
詩
作
上
で
の
最
初
の

「革
新
」
で
あ
り
、
そ
の
革
新
と
は
彼
の
言
う
と
こ
ろ
の

「純
情
の
小
詩
」
の
形
式

と
、
こ
の
子
供
時
代
と
い
う
テ
ー
マ
の
発
見
の
二
点
で
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
の
幼
時
を
追
憶
し
た
も
の
に
は
、
そ
の
歌
調
さ
へ
翻
せ
ば
そ
の
ま
ま
に
童
謡
と
な
る
べ
き
題
材
で
あ
る
。
こ
こ
に
さ
う
し
た
私
の
本

質
が
潜
ん
で
満
ち
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

（中
略
）
肉
身
の
母
以
前
の
母
を
慕
ひ
、　
こ
の
世
の
外
の
薄
明
に
さ
だ
か
な

脱

興
味
］
認

』
疇
』
け
麻
け
れ
『
け
諷
脚
蛛
麹
詢
型
錫
凱
咄
け
れ
『

鰹

撫

『
弓

眸

、
か
く
れ
ん
ぼ
の
遊
鷲

白
秋
の
述
べ
る
こ
う
し
た
追
憶
の
あ
り
方
は
、
自
ら
の
子
供
時
代
を
、
永
遠
に
失
わ
れ
た
無
垢
の
時
間
と
し
て
再
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
西

欧

ロ
マ
ン
主
義
以
降
の
詩
学
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
ガ
ス
ト
ン
ｏ
パ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は

『夢
想
の
詩
学
』
（
一
九
六
〇
）
に
お
い
て
、
こ

の

「子
供
時
代
へ
と
向
か
う
夢
想

（ｒ
８

８
く
ｑ
』８

く
ｏあ

お
●
絆
●
８
と

に
つ
い
て
、
お
も
に
現
象
学
の
立
場
か
ら
き
わ
め
て
深
く
考
察

し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

子
供
時
代
を
夢
想
し
な
が
ら
、
私
た
ち
は
夢
想
の
す
み
か
、
私
た
ち
に
世
界
を
開
い
て
く
れ
た
夢
想
の
方
へ
と
帰
っ
て
い
く
。
私
た
ち

を
孤
独
の
世
界
の
最
初
の
住
民
と
す
る
の
は
夢
想
な
の
で
あ
る
。

（中
略
）
子
供
の
夢
想
の
な
か
で
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
全
て
に
ま
さ

っ
て
い
る
。
経
験
は
そ
の
後
に
し
か
や
っ
て
来
な
い
。
経
験
は
、
飛
翔
す
る
あ
ら
ゆ
る
夢
想
の
妨
げ
に
な
る
。
子
供
は
大
き
く
見
る
し
、

美
し
く
見
る
。
子
供
時
代
へ
と
向
か
う
夢
想
は
、
初
源
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
美
し
さ
を
私
た
ち
に
取
り
戻
し
て
く
れ
る
。
（拙
測
）

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
主
題
と
し
て
子
供
を
描
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
か

つ
て
子
供
時
代
の

源
の
イ
マ
ー
ジ

ュ
を
追
憶
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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し
て
生
き
続
け
て
き
た
の
で
ぁ
る
。

た
だ
し
そ
の

一
方
で
、
「真
正
」
「無
垢
」
な
る
子
供
時
代
に
こ
そ
、
自
己
の

「本
質
」
が
潜
ん
で
い
る
は
ず
だ
と
ぃ
ぅ
観
念
が
、
実
は
西

欧
で
は
一
八
世
紀
以
降
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た

一
つ
の

「制
度
」

で
ぁ
っ
た
と
ぃ
ぅ
こ
と
は
、　
フ
ィ
リ
ッ
プ

．
ァ
リ
ェ
ス
が

『子
供
の
誕

（榔
」
で
詳
細
に
論
じ
て
以
来
、
私
た
ち
の
知
る
と
こ
ろ
で
も
ぁ
る
。
幼
年
時
代
へ
の
夢
想
が
普
遍
的
な
テ
ー
マ
で
は
決
し
て
な
く
、
文
学
的

お
よ
び
歴
史
的
起
源
を
も
っ
も
の
と
し
て
定
着
し
て
き
た
こ
と
も
、
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
ぁ
る
。

さ
て
高
村
光
太
郎
は
、
詩
集

『思
ひ
出
』
を
絶
賛
し
た

一
文
の
な
か
で
、
き
ゎ
め
て
鋭
く
、
ま
た
直
感
的
に
自
秋
の
詩
の
同
時
代
的
な
意

味
を
指
摘
し
て
ぃ
る
。

『思
ひ
出
』
は
、
近
頃
続
出
す
る
追
憶
文
学
の
中
で
特
に
異
彩
を
放
つ
て
ゐ
る
。
（中
略
）
『思
ひ
出
』
は
非
常
に
長
い
コ
ム
パ
ス
で
、

今
と
昔
と
の
一向
地
点
・に
立
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
魂
は
昔
に
あ
こ
が
れ
て
ゐ
な
が
ら
、
其
の
肉
体
は
や

＝
洵
湖
純
却

ン も
¨
む
一』
際
ど
に
淵
鸞

『思
ひ
出
』
の
各
員
に
は
、
現
代
の
人
の
或
る
覚
醒
が
、
或
る
開
放
が
、
従

つ
て
或
る
寂
蓼
が
、
、

つ 追
輔

あ
（
の

脚
り
の
か
げ
に
眼
を
瞳
つ
て
ゐ
る
。
『思
ひ
出
』

は
、
近
頃
続
出
す
る
追
憶
文
学
の
中
で
、
最
も
鋭
く
現
在
を
語
る
も
の
の
一

光
太
郎
の
批
評
が
今
日
の
私
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
ま
ず
は
彼
が
、
自
秋
の

『思
ひ
出
』
の
新
し
さ
が
、
現
在
の
瞬
間
の
な
か
に

過
去
の
幼
年
時
代
を
再
生
さ
せ
る
と
い
ぅ
点
に
か
か
っ
て
ぃ
る
こ
と
を
す
で
に
見
抜
い
て
い
る
と
い
ぅ
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、
当
時
明
治

四
〇
年
代
前
後
の
日
本
に
、
追
憶
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
形
成
さ
れ
て
い
た
状
況
を
、
図
ら
ず
も
証
言
し
て
い
る
と
い
ぅ
点
で
あ
る
。



冽
時岬
額
紳
賊
ほ
影
靴
Ｆ
‐ナァ組
転』彎鰤
睛％
暴
‰
碁
軒
灘
斜
購
ド
課
海
料
騎
‐こ治

見
ら
れ
る
。
幼
い
時
、
「春
日
清
和
の
日
ニ
ハ
、
必
友
ど
ち
と
此
堤
上
二
の
ぼ
り
て
遊
び
候
。
水
ニ
ハ
上
下
ノ
松
ア
リ
、
堤
ニ
ハ
往
来
の
客

ア
（兇

」
と
回
想
す
る
彼
の
書
簡
、
さ
ら
に
時
代
を
遡
っ
て

「竹
の
子
や
稚
き
時
の
絵
の
す
さ
（斑

」
と
い
う
芭
蕉
の
句
な
ど
で
も
、

神
な
だ
断

片
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
回
想
の
な
か
に
甦
る
過
去
の
光
景
が
、　
一
瞬
、
読
者
の
前
を
よ
ぎ
っ
て
い
く
。
「七
歳
ま
で
は
神
の
う
ち
」
と
、

伝
統
的
に
子
ど
も
が
い
と
お
し
ま
れ
た
日
本
で
は
、
文
学
に
お
い
て
も
主
題
と
し
て
の
子
供
の
描
写
に
は
こ
と
か
か
な
い
。
だ
が
、
み
ず
か

ら
の
子
供
時
代
、
そ
こ
に
現
前
し
た
風
景
を
回
想
す
る
と
い
う
手
法
を
作
者
自
身
が
自
覚
し
、
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
と
な
る
と
、

や
は
り
明
治
時
代
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
千
葉
俊
二
氏
の
考
（剰

に
よ
れ
ば
、
明
治
時
代
末
の
追
憶
文
学
と
し
て
は
、
中
村
星

湖

『少
年
行
』
（明
治
四
〇

・
五
）、
永
井
荷
風

「狐
」
（明
治
四
二
ｏ
一
）、
森
鵬
外

『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
（明
治
四
二

・
七
）
、
谷
崎

潤

一
郎

『少
年
』
（明
治
四
四

・
六
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
白
秋
の
詩
集

『思
ひ
出
』
詩
篇
が
属
す
る
年
代
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
刊
行
さ
れ
た
明
治
四
四
年
六
月
と
い
う
時
点
よ
り
、
前
述

し
た
明
治
三
九
年
五
月

「
は
な
た
ち
ば
な
」
詩
篇
に
遡
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
従

っ
て
そ
れ
以
前
に
生
み
出
さ
れ
た
追
憶
文
学
と
し
て
は
、

国
本
田
独
歩
の

「
画
の
悲
し
み
」
（明
治
二
五

ｏ
八
）、
「春
の
鳥
」
（明
治
三
七

・
三
）
な
ど
の
短
篇
、
そ
し
て
泉
鏡
花
の
傑
作

『龍
障
諄
』

（明
治
二
九

・
一
一
）、
「照
葉
狂
言
』
（明
治
二
九

・
一
一
）、
コ

之
巻
～
誓
之
巻
』
（明
治
二
九
―
三
〇
）、
『化
鳥
』
（明
治
三
〇

・
四
）

な
ど
の
作
品
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
独
歩
に
対
す
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
影
響
、
ま
た
鏡
花
に
対
す
る

『
即
興
詩
人
』
の

影
響
を
考
え
る
時
、
蕪
村
ら
の
先
駆
的
存
在
と
は
全
く
別
に
、
明
治
中
期
以
降
の
文
学
の
中
に
形
成
さ
れ
た
子
供
時
代
へ
の
追
憶
、
回
想
の

詩
学
に
、
西
欧

ロ
マ
ン
主
義
の
移
植
の
問
題
を
再
考
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

ア
ン
デ
ル
セ
ン
作
、
森
鴎
外
訳

『
即
興
詩
人
』
は
、
明
治
二
五
年

一
一
月
よ
り

『
し
が
ら
み
草
紙
』
に
連
載
さ
れ
、
単
行
本
と
し
て
は
明

治
二
五
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
雑
誌
連
載
中
の
段
階
か
ら
、
泉
鏡
花
、
ま
た
樋
口
一
葉
に

「子
供
の
世
界
に
注
ぐ
視
線
を
こ
め
た
詩
情
の

上
で
」
何
ら
か
の
啓
示
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
小
説
は
、
お
そ
ら
く
単
行
本

の
若
き
白
秋
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
、
自
秋
は
こ
れ
を
自
分
の

「
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回́、側
に
よ
っ
て
も
証
言
さ
れ
て
い
る
。

『
即
興
詩
人
』
の

『
思
ひ
出
』

へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
先
ず
、
序
文

「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
中
の
柳
河
の
夏
の
描
写
、
そ
し
て

「水
の
上

”嘲産置い肺膵岬脚Ｍ従マ細”いｒ赫議い“』鋤噂却蜘〕峰は仲は薦赫じ（なあ計量一一一うレ現一」̈
』『詩ンィ考̈
一̈碑中榊̈

的
価
値
を
自
覚
し
、
そ
の
南
国
思
慕
の
情
を
、
望
郷
讃
歌
の
素
材

へ
と
転
じ
、
朱
槃
ゃ
柑
子

，

ん
だ
と
ぃ
ぅ
こ
と
も
重
要
だ
ろ
う
。
本
論
で
は
さ
ら
に
こ
れ
に
関
連
し
て
、
『
即
興
詩
人
』
に
よ
っ
て
、
特
に
鏡
花
、
鵬
外
、
自
秋
な
ど
が

―　
　
…
一
　

‥
１
こ
予
共
寺
ｔ
を
め
ぐ
る
文
学
表
現
の
重
要
な
影
響
関
係
を
読
み
取

っ
て

ん
だ
と
ぃ
ぅ
こ
と
も
重
要
だ
ろ
う
。
本
論
で

４
嗜
九
藁
麦
け
い
切
藁
日
“

供
」
個
覆
´
仙
る
文
学
表
現
の
重
要
な
影
響
関
係
を
読
み
取

っ
て

一
人
称
で
幼
年
時
代
を
語
る
作
品
を
書
い
た
ル

み
た
い
と
思
う
。

踊
録
鍮
飾
鮮
詳
欝
とて稀
甥
燿
構
共
の「
鶴
騨
所
の境り
。されど墓
の一護ｍは忽ふ

卜路
を
失
ひ
た
る
時
の
心
の
周
章
な
ど
、
悉
く

目
前
に
浮
び
ぬ
。
わ
れ
は
直
ち
に
絃
を
撥
き
て
歌
ひ
出
で
ぬ
。
章
句
は
自
ら
に
し
て
成
り
ぬ

（ 。
『肺
］
部
螂
い

「
自

一厖
紗
細
『
脚
噺
叫
嚇
勁
一

し
の
み
…

紙
に
書
か
れ
た
偶
然
の
主
題
を
与
・を
り
れ
た
即
興
詩
人
ア
ン
ト
ニ
オ
は
、
自
分
の
か
つ
て

つ
力ゝ 境

潮
薇
舞

な
（
ざ

麟
『
誠
「
銅
師
満
に
強
い
諄
け

て
、
ぅ
た
ぃ
だ
す
。
こ
の
小
説
中
、
ア
ン
ト
ニ
オ
は

「我
詩
は

一
と
し
て
自
家
の
閲
歴
に
本
゛

の
あ
り
方
を
述
べ
、
そ
し
て
こ
の

『
即
興
詩
人
』
と
い
ぅ
小
説
自
体
が
、
語
り
手
ア
ン
ト
ニ
オ
の
一
人
称
に
よ
る
回
想
と
い
う
形
式
で
貫
か

て
い
る
の
で
ぁ
る
。

―
―
小
さ
な
僧
房
の
窓
か
ら
部
屋
の
中

へ
と
垂
れ
ん
ば
か
り
の
気
感
色
の
柑
子
の
実
、
自
分
の
部
屋
か
ら
仰
ぎ
見
た
伊
太
利
の
美
し
き
青

‐　
　
ｉ
ｔ
Ｄ　
，
，
ヽ
よ
、
６
５
フ
ヶ
、
母
と
共
に
家
路
に
て
見
た
丘
の
上
の
常
磐
樹

れ
て
い
る
の
で
ぁ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

′
‐
‥

‐
＞
」」
れ

―
―
小
さ
な
僧
房
の
窓
か
ら
部
屋
の
中
へ
と
重
ね
八
口
ヵ
‘
σ

，
く
１
‘
ォ
〓
て
‥
　
　
・
母
と
共
に
家
路
に
て
見
た
丘
の
上
の
常
磐
樹

空
、
深
く
暗
い
井
戸
の
印
象
や
カ
タ
コ
ン
プ
で
の
不
気
味
な
経
験
。
あ
る
い
は
、
ぁ
る
夕
方
、

―
・

ｌ
ｌ
　ヽ
，
，
ヽ
ょ

一
１
可
Ｄ
鱈
看
も
な
い
風
景
で
も
決
し
て
忘
れ
得
な
い
場
面
を
、
こ

空
、

深

く
暗

い
井

一戸
の
印

象

や

カ

タ

コ

ン
プ

岬
脚

層
購

刻

「

灘

樹

い
は

一
孵

口

の
変

哲

も

な

い
風

景
一で
も

決

し

て
忘

れ
得

な

い
場

面

を

、

こ

の
姿
や
、
花
祭
の
記
憶
な
ど
、
幼
な
き
頃
の
冶

‐
　

　ヽ
　
′
ｒ
‐
ｔ
と
，
ｔ
う
こ
と
こ
ょ
っ
て
、
詩
人
と
し
て
の
自
分
を
自
覚
し
て
い
る
の

の
姿
や
、
花
祭
の
記
憶
な
ど
、
幼
な
き
頃
の
強
烈
お
自
身
　

，
Ｚ
、
１

．
ｊ
ィ
‘
‘
〓

　
　
て
ヽ
詩
人
と
し
て
の
自
分
を
自
覚
し
て
い
る
の

の
小
説
の
主
人
公

「
わ
れ
」
は
鮮
や
か
に
思
い
出
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
う
た
ぅ
こ
と
に
よ
っ
．



認
　
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
回
想
の
な
か
に
自
己
を
見
出
そ
う
と
す
る

『即
興
詩
人
』
（
一
八
三
五
）
の
強
い
志
向
性
が
、　
一
九
世
紀
前
半

の
ロ
マ
ン
主
義
と
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
明
治
三
九
年
五
月
、
白
秋
の

「紅
き
実
」
な
ど
の

「
は
な
た
ち
ば

な
」
詩
篇
が
、
〈詩
作
の
契
機
を
導
く
追
憶
〉
ま
た
は

〈詩
作
に
よ
る
子
供
時
代
の
再
生
〉
と
い
う
点
で
、
『即
興
詩
人
』
の
深
い
影
響
下
に

あ
る
の
は
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

明
治
申
期
以
降
に
隆
盛
し
た
追
憶
文
学
に
は
、
そ
の
背
景
と
し
て
日
露
戦
争
後
の
圧
迫
さ
れ
た
社
会
状
況

（時
代
閉
塞
の
現
状
）
が
あ
っ

た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
西
欧
文
学
か
ら
の
こ
う
し
た
影
響
の
も
と
に
成
立
し
た
個
々
の
作
品
―
―
特
に
鏡
花
の
作
品

群
、
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
、
そ
し
て
白
秋
の

「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
な
ど
―
―
が
作
品
と
し
て
も
っ
て
い
る
完
成
度
の
高
さ
と
、
当
時
直

接
に
他
の
文
学
者
に
与
え
た
啓
示
や
、
衝
撃
度
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
逆
に
そ
の
状
況
自
体
が
次
々
と
優
れ
た
追
憶
文
学
を
生
ん

で
い
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
泉
鏡
花
は

『龍
渾
諏
』
に
て
、
つ
つ
じ
の
花
の
丘
に
迷
い
、
鎮
守
の
社
の
夕
暮
に
隠
れ
ん
坊
す
る
子
供
を

一
人
称
の
視
点
か
ら

描
き
、
ま
た
森
鴎
外
の

『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
で
は
、
何
か
怪
し
げ
な
絵
草
子
を
見
せ
ら
れ
た
折
の
異
様
な
印
象
が
、
「僕
」
と
い
う

立
場
で
回
想
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
い
ず
れ
の
作
品
も
が
、
実
は
額
縁
小
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
『龍
漂
諄
』

で
は

物
語
の
最
後
の
一
行
で
、
実
は

「
わ
れ
」
と
い
う
語
り
手
が
海
軍
の
少
尉
候
補
生
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
読
者
は
突
如
と
し
て
知
る
の
で
あ
る

し
、
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
で
は
、
冒
頭
よ
り

「金
井
君
」
と
い
う
主
人
公
が
設
定
さ
れ
、
回
想
部
分
は
彼
の
手
記
と
し
て
成
立
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
改
め
て
分
析
し
て
み
る
と
、
明
治
の
追
憶
文
学
は
国
木
田
独
歩
を
含
め
、
二
人
称
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は

額
縁
を
借
り
た

一
人
称
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
多
い
。
そ
の
意
味
で
明
治
四
四
年
五
月
に
書
か
れ
た
北
原
白
秋

「
わ
が
生
ひ
た
ち
」

は
、
『思
ひ
出
』
韻
文
詩
篇
の
創
作
の
後
に
、
作
者
と
語
り
手
と
主
人
公

「私
」
と
が
完
全
に
一
致
し
た
、
ま
さ
に
自
伝
体
の
散
文
に
よ
っ

て
、
子
供
時
代
へ
の
夢
想
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
画
期
的
な
作
品
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

2"異郷としての子供時代

Ⅱ私
の
郷
里
柳
河
は
水
郷
で
あ
稲
。
さ
ぅ
し
て
静
か
な
廃
市
の
一
っ
で
ぁ
る
。
自
然
の
風
物
は
如
何
に
も
南
国
的
で
ぁ
る
が
、
既
に
柳

河
の
街
を
貫
通
す
る
数
知
れ
ぬ
溝
渠
の
に
ほ
ひ
に
は
日
に
日
に
廃
れ
て
ゅ
く
旧
い
封
建
時
代
の
自
壁
が
今
な
ほ
懐
か
し
ぃ
影
を
映
す
。

肥
後
路
よ
り
、
或
は
久
留
米
路
よ
り
、
或
は
佐
賀
よ
り
筑
後
川
の
流
を
超
へ
て
、
ゎ
が
街
に
入
り
来
る
旅
び
と
は
そ
の
周
囲
の
大
平
野

に
分
岐
し
て
、
遠
く
近
く
朧
銀
の
光
を
放
つ
て
ゐ
る
幾
多
の
人
工
的
河
水
を
眼
に
す
る
で
ぁ
ら
う
。

（中
略
）
水
は
清
ら
か
に
流
れ
て

廃
市
に
入
り
、
廃
れ
は
て
た
Ｚ
ｏ
資
臓
屋

（遊
女
屋
）

の
人
も
な
き
厨
の
下
を
流
れ
、
洗
濯
女
の
白
い
洒
布
に
注
ぎ
、
水
門
に
堰
か
れ

て
は
、
三
味
線
の
音
の
緩
む
昼
す
ぎ
を
小
料
理
の
黒
い
ダ
ァ
リ
ァ
の
花
に
歎
き
、
酒
造
る
水
と
な
り
、
汲
水
場
に
立
つ
湯
上
り
の
素
肌

し
な
や
か
な
肺
病
娘
の
唇
を
嗽
ぎ
、
気
の
弱
い
鷲
の
毛
に
擾
さ
れ
、
さ
う
し
て
夜
は
観
音
講
の
な
つ
か
し
ぃ
提
燈
の
灯
を
ち
ら
つ
か
せ

な
が
ら
、
樋
を
隔
て
ゝ
海
近
き
沖
ノ
端
の
馘
雌
に
落
ち
て
ゅ
く
、
静
か
な
幾
多
の
溝
渠
は
か
う
し
て
昔
の
ま
ゝ
の
自
壁
に
寂
し
く
光
り
、

た
ま
た
ま
芝
居
見
の
水
路
と
な
り
、
蛇
を
奔
ら
せ
、
変
化
多
き
少
年
の
秘
密
を
育
む
。
水
郷
柳
河
は
さ
な
が
ら
水
に
浮
い
た
灰
色
の
柩

で
あ
る
。

合
わ
が
生
ひ
た
ち
」
九
―
一〇
ペ
ー（地
）

あ
ま
り
に
も
有
名
な
こ
の
序
文
二
章
の
冒
頭
に
は
、
こ
の
作
品
が
れ
っ
き
と
し
た
散
文
詩
を
意

。図

。し

・て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
余
す
所
な

く
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
二
行
日

「溝
一渠
の
に
は
ひ
に
は

（中
略
）
白
壁
が
今
な
ほ
懐
か
し
い
影
を
映
す
」
と
ぃ
ぅ
言
い
回
し
自
体
が
、

日
常
的
な
用
法
を
離
脱
し
、
五
官
を
混
清
さ
せ
ょ
ぅ
と
す
る
表
現
の
試
み
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
二
行
日
以
降
、
筑
後
川
か
ら
水
路
、
酒
、

鍼
川
へ
と
変
貌
す
る
水
は
、
後
の
章
で
は
さ
ら
に
有
明
海
の
千
潟
、
門
司
の
濃
藍
色
の
海
の
回
想
へ
と
展
開
し
、
こ
の

〈水
〉
の
変
幻
と
い

う
こ
と
が
、
水
郷
柳
河
と
詩
人
の
子
供
時
代
を
形
造
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
が
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
引
用
の
最
後
の
有

名
な

一
行
―
―
水
郷
柳
河
は
さ
な
が
ら
水
に
浮
い
た
灰
色
の
柩
で
あ
る
―
―
に
お
け
る

「灰
色
の
柩
」
と
い
ぅ
隠
喩
は
、
『
即
興
詩
人
』、
あ

る
い
は
ロ
ー
デ
ン
バ
ッ
ハ
な
ど
か
ら
啓
示
さ
れ
て
得
た
と
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
現
実
の
写
実
的
描
写
か
ら
は
遠
ざ
か
っ



た
心
理
的
価
値
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
従
っ
て
七
行
日
の

「素
肌
し
な
や
か
な
肺
病
娘
」
「気
の
弱
い
驚
」
な
ど
は
到
底
過
去
の
現
実
描
写

を
め
ざ
し
た
も
の
で
は
な
く
、

「流
れ
―
注
ぎ
―
歎
き
―
嗽
ぎ
…
」

と
い
う

一
連
の
動
詞
連
用
形
の
反
復
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
水
の
流
れ

の
な
か
に
、
意
識
的
に
挿
入
さ
れ
た
架
空
の
イ
マ
ー
ジ

ュ
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
五
行
日
か
ら
六
行
日
に
あ
る

「白
い
洒
布
／
黒

い
ダ
ア
リ
ア
」
の
対
比
も
ま
た
、　
一
種
の
対
句
法
で
あ
る
と
見
な
せ
よ
う
。
ま
さ
に
こ
の
一
節
は
ド
ミ
ニ
ッ
ク
・
パ
ル
メ
氏
の
一亭
つ
よ
う
に
、

「
リ
ズ
ム
・
イ
マ
ー
ジ

ュ
・
言
葉
が
も
は
や
切
り
離
せ
な
い
恩
寵
の
時
、
表
現
の
幸
福
」
を
実
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
幼
年
時
代
の
忠
実
な

再
現
と
い
う
よ
り
も
、
読
者
に

一
種
の
驚
異
を
与
え
る
た
め
に
、
〈水
〉
の
変
幻
と

〈灰
色
の
柩
〉
と
い
う
柳
河
を
特
徴
づ
け
る
二
つ
の
観

念
に
よ
っ
て
、
様
々
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
連
合
さ
れ
て
い
る
散
文
詩
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て

「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
架
空
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
連
な
り
と
、
そ
の
一
方
、

海
と
い
ふ
も
の
に
就
て
の
私
の
第

一
の
印
象
は
私
を
抱
い
て
船
か
ら
上
陸
し
た
人
の
真
自
な
蝙
蝠
傘
の
輝
き
で
あ
っ
た

（二
五
ペ
ー

ジ
）

と
い
う
よ
う
な
、
か
つ
て
の
幼
年
時
代
に
お
け
る
鮮
烈
な
記
憶
の
記
述
と
が
併
合
さ
れ
る
と
い
う
手
法
が
何
よ
り
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

次
に
二
章
の
後
半
で
は
、
故
郷
柳
河
の
四
季
が
冬
Ｔ
悲
Ｔ
‐夏
―
秋
と
め
ぐ
っ
て
詳
細
に
描
写
さ
れ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
に
お
い
て
は
、
作
者
と
語
り
手
、
さ
ら
に
主
人
公
と
が

一
致
す
る

一
人
称
体
の
自
伝
的
語
り
に

よ
っ
て
子
供
時
代
が
回
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
例
え
ば
プ
ル
ー
ス
ト
の
小
説
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
現
在
の
風
景
、
味
覚
、
香
り
な

ど
が
、
何
ら
か
の
形
で
過
去
の
特
権
的
な
事
物
、
延
い
て
は
場
面
を
呼
び
起
こ
し
て
く
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
自
秋
は
こ
の
序
文
の
冒
頭

で
、
「私
の
心
は
時
と
し
て
一
碗
の
査
古
律
に
蒸
し
熱
い
郷
土
の
に
は
ひ
を
嗅
ぐ
…
」
（八
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
こ
の
散

文
詩
中
の

「私
」
は
、
例
外
な
く
そ
う
し
た
契
機
を
も
た
ず
に
、
故
郷
柳
河
の
過
去
の
風
景
を
微
細
に
再
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

詩
人
に
と

っ
て
、
子
供
時
代
と
故
郷
柳
河
の
風
景
は
と
も
に
、
現
実
で
は
決
し
て
帰
る
こ
と
の
な
い
、

い
時
間
の
彼
方
で
分
ち
難
く
結
び

っ
い
て
ぃ
る
。
韻
文
詩
篇
の
方
で
は
断
片
的
に
う
た
と
ヤ
て
し

，
　
ａ
Ｚ
、
―
ィ
ｊ

“
―
、
―
サ

ー

．

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
柳
河
の
風
物
―
―
特
に
観
音
講
、
巡
礼
、
水
天
宮
の
祭
な
ど
の
行
事
は
、
こ
の
序
文
に
お
い
て
決
定
的
な

「
四
季
の
し

る
し
」
を
与
え
ら
れ
る
。
子
供
時
代
に
お
い
て
四
季
の
も

っ
て
ぃ
る
意
味
は
特
別
な
も
の
で
あ
る
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

「純
粋
な
思
い
出
は
日
付
を
も
た
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
季
節
を
も
つ
。
思
い
出
の
基
本
的
な
し
る
し
は
季
節
で
あ
る
。
（中
略
）
冬
、

秋
、
太
陽
、
夏
の
川
は
総
体
的
な
季
節
の
源
泉
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
眼
に
映
る
光
景
で
は
な
く
、
魂
の
価
値
で
あ
り
、
直
接
的
で
、

不
動
の
、

不
減
の
、　
心
理
的
価
値
で
あ
る
。

（中
略
）

私
た
ち
が
子
供
時
代
を
夢
想
し
な
が
ら
追
憶
す
る
偉
大
な

「昔
」

は
ま
さ
に

「第

一
回
目
」
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
の
子
供
時
代
の
全
て
の
夏
は
、
「永
遠
の
夏
」
を
証
し
て
い
る
。
思
い
出
の
季
節
は
永

遠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「第

一
回
目
」
の
色
彩
と
全
く
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
正
確
な
四
季
の
循
環
は
想
像
世
界
の
重
要
な
循
環
で

再
び
見
″
¨
卸
椰
社
μ
コ

拙
（
彩

諮
「
た
世
界
の
生
命
を
示
す
。
夢
想
の
な
か
で
、
私
た
ち
は

「
子
供
時
代
の
色
彩
」
で
彩
ら
れ
た
世
界
を

春
愁
の
詩
人
と
し
て
出
発
し
た
自
秋
は
、
追
憶
と
い
う
契
機
に
よ
っ
て
、
紋
切
型
の
春
愁
の
表
現
か
ら
遠
く
離
れ
、
思
い
出
の
風
景
の
な

か
に
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
永
遠
の
す
が
た
を
み
い
だ
す
。

代麟
　
　
　
丑
嘔
い
時
私
は
よ
く
か
ぅ
い
」
好
脅
唄
を
き
か
さ
れ
た
、　
さ
ぅ
し
て
恐

。
ろ

。
し
い
稜
の
間
に
を
び
え
な
が
ら
、　
乳
母
の
樹
帖
か
ら
手
を

好　　　出して例の首の赤い蛍を握めりし泌じめ。みた。酬螂椰げ熱麒̈
噺齢̈
かれ［い計［肺』力ヽぅピ』岬囀水麟ゎ」ぎ―こ甘醐榊̈
醐勧脚

瞑
　
　
　
息
す
る
た
び
に
、
あ
を
あ
を
と
眼
に

毀　
れ諄
魏
蝿
霧
翼
訴
鱚
襲
ぃけ巨
れ、ものゝ
習

％
　
　
　
蛇
は
木
に
の
ぼ
り
、
真
菰
は
繁
り
に
繁
る
。
柳
河
の
夏
は
か
う
し
て
凡
て
の
心
を
重
鎌
』
↓
籐
囃
』
醐
赫
“
「
け

の
．．

な
い
山

鬼 ヵゝ
口
静
¨
終

、



い
閃
め
き
を
先
だ
て
ゝ
、
供
く
が
如
き
暑
熱
を
注
ぎ
か
け
る
。
」
〔Ｂ
〕

（
一
二
―

一
三

ペ

ー
ジ

）

例
え
ば
こ
の
引
用
の

〔Ａ
〕
に
あ
る
よ
う
に
、
詩
人
に
と
っ
て
柳
河
の
初
夏
の
し
る
し
は
い
つ
で
も
、
甘
酸
ゆ
い
燐
光
の
あ
を
あ
を
と
し

て
美
し
い
蛍
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
続
く

〔Ｂ
〕
の
部
分
で
は
、
同
じ
柳
河
の
真
夏
の
街
が
、
す
べ
て
の
心
を
重
く
腐
ら
す
暑
さ
に
、
い
つ

も
赤
く
た
だ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
季
節
に
は
日
付
が
な
い
。
幼
い
自
秋
が
い
く
度
も
、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
迎
え
た
は
ず
の
柳
河
の
夏
は
、
真
菰
が
繁
り
、
鬼
百

合
が
赤
く
閃
め
き
、
病
犬
が
咆
え
、
夕
焼
の
赤
い
反
照
が
浴
び
せ
ら
れ
る
た
だ

一
つ
の
夏
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
の
う
ち
、
柳
河
の
四
季
を
描
い
た
第
二
章
は
、
先
の
引
用
の

〔Ａ
〕
の
部
分

　ヽ
つ
ま
り
赤
い
蛍
を
握
り
し
め
た
時
の

忘
れ
が
た
き
印
象
を
語
る

一
箇
所
が
過
去
形
に
な
っ
て
い
る
の
を
除
き
、
全
て
が
現
在
形
の
動
詞
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ

証

“
［
ぃ
ぽ

瞬 一
肺

け
に
れ

さ ヵゝ
〔
Ⅷ
勁

鵜

鍼

数

魏

地

師

軒

襲

畔

碑

罫

Ｆ

秘

鶴

ポ
カ

翻

市
」
、
「灰
色
の
柩
」
と
比
喩
さ
れ
た
柳
河
は
、
こ
こ
で
再
び

「最
初
の
時
」
の
色
彩
や
香
り
を
取
り
一戻
し
、
い
わ
ば
不
動
の
時
間
、
永
遠
の

季
節
の
映
像
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て

「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
と
い
う
散
文
詩
を
考
え
る
時
、
時
間
的
な
彼
方
と
し
て
の
子
供
時
代
、
根
を
絶
た
れ
も
は
や
帰
る
こ
と
の
で
き

ぬ
故
郷
、
そ
し
て
い
ま
だ
見
ぬ
異
国
と
い
う
三
つ
の

「異
郷
」
は
、
詩
人
に
と
っ
て
等
距
離
に
存
在
し
、
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
も
が
憧
憬
の

情
を
か
き
た
て
て
い
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ム
の
誘
惑
が
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。
朱
色
の
面
の
凧
を
揚
げ
、
涯
青

散
文
詩
の
後
半
第
八
章
は
、
幼
年
時
代
に
お
け
る
エ
グ
ゾ
テ
ィ
ス
，

を
作
り
、
幻
燈
を
う
つ
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の
小
歌
を
う
た
い
、
マ
ッ
チ
や
カ
ル
タ
で
遊
ぶ
数
々
の
場
面
は
、
幼
い
時
の
日
常
生
活
の
記
憶
に
深

パ
褥

」
輩

鰺

薇

饒

議

縫

麒

陽

鰈

「良
家
の
お
ぼ
っ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
意
味
の
柳
河
方
一〓Ｒ

つ
ま
り
自
【

277異郷としての子供時代

い
う
こ
と
の
奇
抜
さ
が
、
か
っ
て
の

「私
」
が
子
供
時
代
と
い
う
最
も
遠
い
異
郷
の
住
人
で
あ
る
こ

の
距
離
を
最
大
限
に
認
識
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

魏
恥
っ鯉
禦
げ
囁
くｂ
喘
羮
聾
詳
秘
醜
輝
賓
藤
新機
構

大っ製
断
響
璧
壁
嘲機
要
騨
誕
鶴
釜
ず
爆
‥
書
僣

案

幼
い
ト
ン
カ

・
ジ
ョ
ン
の
ト
ラ
ン
プ
の
思
い
出
か
と
、
見
ま
ご
う
ば
か
り
の
こ
の
一
文
は
、
「
ゎ
が
生
ひ
た
ち
」
の
前
年
、
明
治
四
三
年

六
月
に
上
田
敏
が
発
表
し
た
自
伝
的
小
説

『
う
づ
ま
き
』
（大
倉
書
店
刊
）
の
一
節
で
ぁ
る
。

シ
基

委

だ
動

郵

熟
［
記

窮

誰

夢

費

羹

痛
零

鶴

無

饒

訴

窮

膨

た
ぐ
り
寄
せ
て
い
く
。
従
来
、
作
品
と
し
て
は
む
し
ろ
失
敗
と
さ
れ
て
い
る
小
説
だ
が
、
二
人
称
を
借
り
な
が
ら
、
自
ら
の
幼
時
の
追
憶
を

語
ろ
う
と
す
る
上
田
敏
の
手
法
は
、
き
わ
め
て
意
識
的
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
は
す
で
に

『
み
を
つ
く
し
』
中
の
自
作
小
品

「
み
じ
か
夜
」
（明
治
三
〇

・
七
）

で
、
幼
年
の
記
憶
と
架
空
の
熱
帯
の
エ
グ
ゾ
テ
ィ
ス
ム
と
を
結
合
さ
せ
よ
う
と
試
み
て
も
い
る
。
上
田

敏
と
自
秋
と
は
、
い
ゎ
ば
同
時
代
の
文
学
的
関
心
を
も
っ
て
、
子
供
時
代
に
異
国
へ
寄
せ
た
あ
こ
が
れ
の
記
憶
の
再
生
と
、
そ
の
表
現
と
を

求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
も
、
上
田
敏
が
自
秋
の

「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
に
殊
に
驚
く
べ
き
讃
辞
を
注
ぎ
、
落
涙
し
た
と
ま
で
言

っ
た
共
感
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
上
田
敏
、
国
木
田
独
歩
な
ど
同
時
代
の
追
憶
文
学
が
は
る
か
に
及
び
得
な
か
っ
た
表
現
、
そ
れ
が

「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
に
お

け
る
周
縁
世
界
の
数
々
の
イ
マ
ー
ジ

ュ
で
ぁ
る
。



春
も
半
ば
と
な
つ
て
菜
の
花
も
ち
り
か
ゝ
る
こ
ろ
に
は
街
道
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
木
城
を
平
準
し
て
干
す
畑
が
蒼
白
く
光
り
、
さ
う
し

て
狐

薦
の
女
が
他
愛
も
な
く
狂
ひ
出
し
、
野
の
隅
に
は
粗
末
な
薦
張
り
の
円
天
丼
が
作
ら
れ
る
。

そ
の
芝
居
小
屋
の
か
げ
を
ゆ
く
馬

車
の
劇
颯
の
な
つ
か
し
さ
よ
。
２

一
ペ
ー
ジ
）

す
で
に
萩
原
朔
太
郎
が
直
感
的
に
見
抜
い
て
」
池
よ
う
に
、
詩
集

『思
ひ
出
』
の
魅
力
は

「感
傷
的
な
哀
愁
感
に
充
た
さ
れ
て
い
る
」
若

き
日
の
少
年
の
情
緒
を
う
た
う
と
と
も
に
、　
一
方
で
幼
児
の
心
理
を
大
き
く
支
配
し
て
い
る
根
源
的
な

「脅
え
の
恐
怖
感
」
を
見
事
に
描
き

出
し
た
所
に
あ
っ
た
。
そ
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
な
ら
ば
、
散
文
詩

「
わ
が
生
い
た
ち
」
は
、
子
供
時
代
を
隈
取
っ
て
い
た
狂
気
、
死
、
異

界
な
ど
の
イ
マ
ー
ジ

ュ
が
、
廃
市
柳
河
の
描
写
と
、
そ
こ
に
到
来
す
る
人
々
を
通
し
て
様
々
に
変
奏
さ
れ
て
い
る
点
で
、
韻
文
詩
篇
よ
り
密

度
の
高
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

柳
河
の
街
で
は
、
い
つ
通
っ
て
も
自
痴
の
久
た
ん
が
青
い
手
拭
を
か
ぶ
っ
た
ま
ま
電
信
柱
を
か
き
抱
き
、
本
屋
の
主
人
は
蒼
白
い
顔
を
し

て
空
を
た
だ
見
つ
め
て
い
る
―
―
夏
の
六
騎
の
町
で
は
、
コ
レ
ラ
患
者
が
は
い
出
し
て
、
大
殺
し
や
巫
女
が
あ
ら
わ
れ
―
―
ま
た
、
ど
こ
か

ら
と
も
な
く
漂
浪

っ
て
来
た
愧
儡
師
の
肩
の
上
で
は
生
白
い
華
魁
の
首
が
、
カ
ッ
ク
カ
ッ
ク
と
眉
を
振
り
、
魚
市
場
で
は
手
品
師
が
、
夕
焼

の
中
で
咽
喉
を
真
赤
に
開
け
て
は
キ
セ
ル
を
管
い
っ
ぱ
い
呑
ん
で
見
せ
る
―
―
気
ま
ぐ
れ
な
道
楽
者
の
父
親
は
、
巫
女
や
天
狗
使
い
、
占
い

師
、
琵
琶
法
師
な
ど
を
家
に
泊
め
て
は
色
々
な
不
思
議
を
信
じ
て
い
る
―
―

こ
の
よ
う
に
九
州
の
片
田
舎
の
小
さ
な
水
郷
に
あ
ら
わ
れ
て
は
消
え
て
い
く
人
物
た
ち
は
、
人
々
に
幸
福
を
も
た
ら
す
の
か
不
幸
を
も
た

ら
す
の
か
、
さ
だ
か
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
両
義
性
を
帯
び
た
ま
ま
、
幼
年
時
代
に
お
け
る
不
可
思
議
な
、
不
気
味
な
記
憶
と
し
て
語
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

特
に
第
五
章
は
、
青
、
ま
た
は
特
に
こ
の
散
文
詩
で
よ
く
使
わ
れ
る
蒼
白
い
と
い
う
色
彩
、
つ
ま
り
非
現
実
的
で
、
生
へ
の
脅
え
を
象
徴

す
る
色
彩
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
。
幼
い
ト
ン
カ

ｏ
ジ
ョ
ン
は
死
ん
だ
乳
母
の
蒼
白
い
幽
霊
に
お
び
え
、
お
み
か
の
婆
に

「本
当
の
母
親

は
誰
な
の
か
」
と
脅
さ
れ
る
。
そ
し
て
青
い
眼
を
し
た
生
胆
取
の
幻
想
や
、
果
て
は
青
い
小
鳥
の
歌
ま
で
も
が
、
彼
を
捉
え
て
離
さ
な
い
の

で
あ
る
。

2"異 郷としての子供時代

し
て
泣
い
た
。
」
公
一八
ペ
ー
ジ
）

こ
う
し
た
周
縁
世
界
の
記
述
が
あ
ら
わ
れ
る
際
に
、
度
々

「
さ
ぅ
し
て
」
と
ぃ
ぅ
接
続
詞
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。
自
秋
は

「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
序
文
が
散
文
と
し
て
は
二
三
度
目
の
作
で
あ
り
、
文
章
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
自
信
が
な

か
っ
た
の
で
、

「詩
を
書
く
心
で
切
々
に
押
し
徹
し
た
」

と
述
べ
て
い
る
。　
こ
の
序
文
中
に
、　
わ
ず
ら
わ
し
い
ほ
ど
何
回
も
あ
ら
わ
れ
る

「
さ
う
し
て
」
と
ぃ
ぅ
接
続
詞
の
様
々
な
用
法
は
、
読
者
が
こ
の
文
章
を
散
文
詩
と
し
て
読
み
得
る

一
つ
の
要
因
と
し
て
興
味
深
い
も
の
で

あ
る
。
特
に
先
の
引
用
で
の

「
さ
う
し
て
」
は
、
も
し
フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
す
な
ら
ば

υ
“
ぉ

（そ
れ
か
ら
）
と
か

Ｏ
ｏ

，
ｃ
∽
（そ
の
上
）
と

い
っ
た
物
語
を
展
開
さ
せ
、
論
理
付
け
る
た
め
の
接
続
詞
と
い
う
ょ
り
も
、
む
し
ろ
物
語
を
停
滞
さ
せ
、
全
く
日
常
的
な
レ
ベ
ル
と
は
か
け

離
れ
た
イ
マ
ー
ジ

ュ
を
次
に
書
く
た
め
の
合
図
に
近
い
。
ぉ
そ
ら
く
韻
文
詩
で
あ
っ
た
な
ら
ば
行
を
か
ぇ
る
こ
と
で
解
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

イ
マ
ー
ジ

ュ
の
並
置
を
、　
散
文
に
お
い
て
連
絡
さ
せ
、　
そ
の
上

一
種
の
リ
ズ
ム
を
生
み
出
す
―
―
ま
さ
に

「詩
を
書
く
心
で
切
々
に
押
し

徹
」
す
た
め
の
工
夫
と
も
い
ぅ
べ
き
、
き
ゎ
め
て
特
殊
な
役
割
を
に
な
っ
て
ぃ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
ぁ
る
。

序
文

「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
の
最
終
部
、
第
九
、
第
十
章
で
は
、
性
の
目
覚
め
の
軌
跡
を
辿
る
と
い
ぅ
別
の
物
語
が
仕
組
ま
れ
て
い
く
。

こ
の
作
品
前
半
に
て
、
ま
ず
は
現
在
形
で
鮮
や
か
に
再
現
さ
れ
た
故
郷
柳
河
の
四
季
、
次
に
柳
河
―
沖
の
端
―
南
関
―
有
明
海
と
い
う
思

い
出
の
土
地
の
連
関
、
そ
し
て
ェ
グ
ゾ
テ
ィ
ス
ム
の
誘
惑
な
ど
、
追
憶
の
な
か
に
甦
る
異
郷
と
し
て
の
子
供
時
代
の
不
動
の
時
間
の
な
か
に
、

幼
き
子
の

「生
長
」
と
い
ぅ
別
の
時
間
が
流
れ
は
じ
め
る
。
そ
の
意
味
で
、
友
人
の
自
殺
、
酒
倉
の
炎
上
と
い
う
二
つ
の
事
件
が
、
少
年
期

の
終
焉
を
告
げ
る
こ
と
に
な
る
の
を
、
私
た
ち
は
こ
の
散
文
詩
の
結
末
に
読
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

私
が
十
六
の
時
、
沖
ノ
端
に
大
火
が
あ
っ
た
。
さ
ぅ
し
て
な
つ
か
し
ぃ
多
く
の
酒
倉
も
、
ぁ
ら
ゆ
る
桶
に
新
ら
し
い
金
い
ろ
の
日
本



酒
を
満
た
し
た
ま
ま
真
蒼
に
炎
上
し
た
。

（中
略
）
無
数
の
小
さ
い
河
魚
は
酔
つ
ぱ
ら
つ
て
浮
き
上
り
、
酒
の
流
れ
に
日
を
つ
け
て
飲

ん
だ
人
は
泥
酔
し
て
僅
に
焼
け
残
つ
た
母
屋
に
転
が
り
込
み
、
金
箔
の
古
ぼ
け
た
大
き
な
仏
壇
の
扉
を
剥
し
た
り
歌
つ
た
り
踊
つ
た
り

し
た
。　
私
は
恰
度
そ
の
と
き
、　
魚
市
場
に
上
荷
て
あ
つ
た
蓋
も
な
い
黒
砂
糖
の
桶
に
腰
を
か
け
て
、　
運
び
出
さ
れ
た
家
財
の
な
か
に

た
ゞ
ひ
と
つ
泥
に
ま
み
れ
表
紙
も
ち
ぎ
れ
て
風
の
ふ
く
ま
ま
に
ヒ
ラ
ヒ
ラ
と
顔
へ
て
ゐ
た
紫
色
の
若
菜
集
を
し
み
じ
み
と
目
Ｌ
涙
を
溜

め
て
何
時
ま
で
も
何
時
ま
で
も
凝
視
て
ゐ
た
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
ゐ
る
。
曾
〓
一―
一壬
一天

―
ジ
）

こ
こ
に
は
す
で
に
、
生
家
の
没
落
の
予
兆
と
近
隣
の
大
人
た
ち
の
愚
行
を
は
っ
き
り
と
捉
え
得
る
、
い
わ
ば

「目
覚
め
て
」
し
ま
っ
た
者

の
か
な
し
み
と
、
そ
れ
で
も
な
お
少
年
の
夢
想
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
せ
つ
な
い
思
い
と
が
交
錯
す
る
さ
ま
が
、
み
ご
と
に
書
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
序
文
末
尾
で
、
実
は
、
彼
の
生
家
が
す
で
に
競
売
に
付
さ
れ
、
家
族
が
そ
の

「思
い
出
の
家
」
よ
り
立
退
く
こ
と
と

な
っ
た
と
い
う
現
実
の
記
述
が
、
こ
の
自
伝
体
の
物
語
を
締
め
く
く
る
時
、
も
は
や
彼
方
で
し
か
な
い
子
供
時
代
と
故
郷
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
、

い
か
に
鮮
烈
に
、
追
憶
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
こ
の
散
文
詩
に
描
き
出
さ
れ
て
い
た
の
か
、
読
者
は
再
び
確
認
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
従
来
韻
律
の
魔
と
思
わ
れ
が
ち
な
自
秋
と
い
う
詩
人
が
、
い
か
に
詩
の
構
成
に
お
い
て
も
細
心
、
絶
妙
で
あ
っ

た
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
異
郷
と
し
て
の
子
供
時
代
―
―
そ
れ
を
追
憶
＝
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
面
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
得
る
と
い
う

「わ
が
生
ひ

た
ち
」
で
完
成
さ
れ
た
白
秋
の

一
つ
の
詩
の
あ
り
方
は
、
遠
く
童
謡
、
歌
謡
集
へ
と
連
な
る
彼
の
ポ
エ
ジ
ー
の
生
成
と
変
貌
と
を
、
今
後
よ

り
詳
細
に
分
析
す
る
た
め
の
鍵
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
や
が
て
は
朔
太
郎
、
犀
星
、
中
勘
助
、
堀
辰
雄
、
立
原
道
造
な
ど
近
代
の
詩
人
た

ち
に
相
通
ず
る
、
子
供
時
代
へ
と
向
か
う

「夢
想
の
詩
学
」
を
考
察
す
る
糸
口
な
の
で
あ
る
。

2  1

『蛍
の
指
輪

北
原
白
秋

集
と
略
す
。

北
原
白
秋
』
（島
崎
藤
村
、
徳
田
秋
声
、
田
山
花
袋
編
、
自
然
と
人
生
叢
書
第
五
編
、
春
陽
堂
、
大
正
七
）
三
四
ペ
ー
ジ
。
　

・

「増
訂
新
版
に
つ
い
て
」
（大
正

一
四
年
六
月
）、
『白
秋
全
集
」
（岩
波
書
店
、
昭
和
六
〇
）
第
二
巻
、
三
〇
三
ベ
ー
ジ
。
以
下
全
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（４
）

（５
）

（６
）
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）

（８
）
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）

（１０
）
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）
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）
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四
月

『文
庫
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第
二
八
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六
号
所
収
の
初
出
テ
ク
ス
ト
に
拠
る
）。

岬
椒
惧
澪
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同
文
参
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こ
と
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・
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田
国
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集
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第
二
〇
巻
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筑
摩
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、
昭
和
三
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三
年

〓

一月
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所
収

（朝
日
新
聞
社
、
昭
和
五

一
）。

″
一
二
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昭
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五
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五
月
。

叩和
五
七
）
、
四
二
ベ
ー
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『う
づ
ま
き
』
（明
治
四
三
年

一
月
―
二
月

『国
民
新
聞
』
初
出
）、
『定
本

。
上
田
敏
全
集
』
第
二
巻

（教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
和

五
四
）、
五
〇
六
ペ
ー
ジ
。

萩
原
朔
太
郎

「北
原
白
秋
の
詩
―
―
詩
集

『思
ひ
出
」
よ
り
」
今
日
本
』
昭
和

一
七
年

一
月
）
。

自
秋

「増
訂
新
版
に
つ
い
て
」
（全
集
第
二
巻
、
三
〇
三
ベ
ー
ジ
）。

◇
訪
れ
た
異
郷
◇
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