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森
鴎
外
の
文
学
に
現
れ
た
女
た
ち

小

松

原

千

里

森
鴎
外
の
文
学
は
面
白
い
か
'
と
な
り
ま
す
と
､
例
え
ば
､
軟
石
な
ど
に
比
べ
ま
す
と
'
ま
あ
面
白
-
な
い
､
と
い
う
の
が
､
私
の
若

い
頃
の
'
読
書
体
験
を
振
り
返
っ
て
見
て
の
印
象
で
あ
り
ま
す
｡
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
を
､
い
ろ
い
ろ
と
考
え
た
わ
け
で
す
が
'

軟
石
の
文
学
を
面
白
-
し
て
い
る

一
つ
の
大
き
な
要
素
は
､
そ
の
文
学
の
世
界
に
現
れ
て
-
る
女
性
た
ち
の
あ
り
よ
う
で
は
な
い
か
､
と

思
わ
れ
ま
す
｡
例
え
ば

『
三
四
郎
』
と
い
う
作
品
は
御
存
知
で
し
ょ
う
が
､
そ
の
作
品
に
美
弥
子
と
い
う
女
性
が
出
て
き
ま
す
が
､
こ
の

女
性
は
昔
な
が
ら
の
日
本
の
女
と
い
う
タ
イ
プ
と
は
全
-
違

っ
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
女
性
で
､
田
舎
か
ら
東
京
と
い
う
大
都
会
に
初
め
て

出
て
き
た
三
四
郎
に
と
っ
て
何
か
謎
め
い
た
存
在
と
し
て
現
れ
､
そ
う
い
う
存
在
と
し
て
絶
え
ず
三
四
郎
を
悩
ま
せ
る
｡
彼
女
は
､
情
に

流
さ
れ
ず
､
当
時
の
家
族
制
度
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
に
も
束
縛
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ず
'
と
い
う
よ
り
も
す
で
に
そ
う
い
う
制

度
の
外
部
に
い
て
､
少
な
-
と
も
自
分
の
意
志
で
も
っ
て
自
分
の
未
来
を
決
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
自
分
へ
の
三
四
郎
の
L<
か

な
恋
心
を
知
り
な
が
ら
､
そ
し
て
自
分
も
好
意
の
よ
う
な
も
の
を
三
四
郎
に
示
し
な
が
ら
､
そ
れ
で
い
て
決
し
て

T
線
を
越
え
さ
せ
ず
､

自
分
も
越
え
よ
う
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
｡
彼
女
は
教
会
に
も
通

っ
て
い
て
-

当
時
の
新
し
い
女
性
は
概
し
て
教
会
に
通

っ
て
い
る
の
で

す
が
-

そ
し
て
最
後
に
は

｢
わ
れ
は
我
が
答
を
知
る
｡
我
が
罪
は
常
に
我
が
前
に
あ
り
｣
と
い
う
聖
書
の
中
の
言
葉
を
咳
い
て
'

三

画

郎
か
ら
去

っ
て
ゆ
-
｡
そ
し
て
三
四
郎
の
前
に
再
び
現
れ
た
と
き
に
は

一
枚
の
絵
に
､
絵
の
中
の
女
に
な
っ
て
い
る
｡
彼
女
は
三
四
郎
に

と
っ
て
は
最
後
ま
で
謎
の
存
在
で
あ
り
ま
す
｡
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軟
石
の
文
学
の
面
白
さ
は
､
主
人
公
が
､
お
お
む
ね
そ
れ
は
男
性
な
の
で
す
が
､
絶
え
ず
こ
う
い
う
謎
の
存
在
に
向
か
い
合

っ
て
い
る
t

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
｡
謎
と
は
､

つ
ま
り
は
女
と
い
う
存
在
で
す
｡
そ
し
て
そ
う
い
う
存
在
に
向
か
い
合

っ
て
初
め
て
'
主
人
公

は
自
分
の
自
我
と
い
う
も
の
を
､
そ
の
醜
さ
を
意
識
す
る
に
至
り
ま
す
｡
自
分
と
は
何
か
と
い
う
問
が
は
じ
ま
り
ま
す
｡

つ
ま
り
軟
石
の

文
学
に
は
他
者
が
い
る
､
と
い
う
こ
と
で
す
｡
そ
う
い
う
他
者
と
し
て
の
女
と
の
葛
藤
､
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な

っ
て
'
例
え
ば

『彼
岸

過
迄
』
と
か

『道
草
』
と
い
う
よ
う
な
'
す
ぐ
れ
た
自
我
の
文
学
が
生
み
出
さ
れ
た
と
言
え
ま
す
｡
激
石
は
女
性
を
他
者
と
し
て
見

つ
め

て
い
た
t
と
い
う
点
に
淑
石
の
文
学
の
新
し
さ
と
真
面
目
さ
と
が
あ

っ
た
と
言
え
る
わ
け
で
'
こ
れ
は
単
に
男
女
の
関
係
を
､
色
事
と
し

て
見
て
､
情
痴
の
世
界
を
描
-
と
い
っ
た
文
学
の
あ
り
よ
う

-
こ
れ
は
こ
れ
で
極
め
て
優
れ
た
文
学
が
あ
る
わ
け
で
す
が
-

と
は
全

然
適

っ
た
世
界
で
あ

っ
て
､
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
文
化
を
本
質
的
な
意
味
に
お
い
て
体
験
し
得
た
淑
石
に
お
い
て
よ
う
や
-
近
代
文
学
が
創
造

さ
れ
た
､
と
言
え
る
所
以
で
す
O

こ
れ
に
対
し
て
､
醸
外
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
､
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
'
例
え
ば

『舞
姫
』
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
｡
こ
の
作

品
は
'
摩
外
の
ド
イ
ツ
留
学
は

一
八
八
四
年

(明
治
十
七
年
)
か
ら

一
八
八
八
年
ま
で
､
鴎
外
二
十
二
才
か
ら
二
十
六
才
ま
で
で
す
が
'

こ
の
作
品
は
豊
太
郎
と
い
う
青
年
と
エ
リ
ス
と
い
う
ド
イ
ツ
人
の
女
性
と
の
恋
愛
と
別
離
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
で
す
｡
相
手
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
女
性
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
､
こ
の
恋
愛
は
文
字
通
り
個
人
と
個
人
と
の
愛
で
あ
っ
て
､
そ
の
た
め
に
こ
の
愛
は
､
こ
の
愛
と
別
離

は
'

7
人
の
青
年
の
魂
の
経
験
に
ま
で
高
ま
っ
て
い
る
｡
そ
う
い
う
描
き
方
を
し
て
い
て
､
し
た
が
っ
て
､
近
代
小
説
と
い
う
観
点
か
ら

も
宝
玉
の
名
編
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
し
か
し

『舞
姫
』
は
ド
イ
ツ
を
舞
台
に
し
た
､
ド
イ
ツ
で
の
体
験
を
措
い
た
も
の
で
す
｡

口
本
に
お
い
て
は
ど
う
か
'
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
'
そ
の
後
の
鴎
外
の
作
品
に
は
'
そ
れ
ぞ
れ
問
題
の
作
品
は
あ
り
ま
す
が
､

『舞
姫
』
ほ
ど
の
も
の
は
見
出
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
｡
所
謂
､
小
説
と
い
う
も
の
の
も

つ
面
白
さ
が
な
い
｡
な
る
ほ
ど

『青
年
』'

と
か

『灰
壇
』
と
か
の
問
題
作
は
あ
る
.
『
ヰ
タ

･
セ
ク
ス
7
-
ス
』
と
い
う
よ
う
な
自
分
の
性
欲
の
歴
史
を
綴

っ
た
作
品
も
あ
る
.
所
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詞
､
恋
愛
な
る
も
の
を
､
愛
な
き
ゆ
え
に
性
欲
と
い
う
も
の
に
還
元
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
､
こ
れ
は
そ
う
い
う
作
品
で
あ
る
と
も

言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
.
い
ず
れ
も
鴎
外
研
究
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
'
そ
れ
な
り
の
面
白
さ
'
そ
れ
な
り
の
問
題
性
は
あ
り
ま
す
が
､

一
読
者
か
ら
見
て
こ
れ
ら
は
､
い
わ
ば

｢魂
の
経
験
｣

と
し
て
書
か
れ
て
は
い
な
い
｡
作
品
と
し
て
純
化
し
て
い
な
い
｡
人
物
た
ち
の
描

写
は
概
ね
､
抽
象
的
な
精
気
の
な
い
措
か
れ
方
で
､
勿
論
､
鴎
外
自
身
も
そ
の
こ
と
を
よ
-
知

っ
て
い
る
o
よ
-
知
り
な
が
ら
そ
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
､
と
い
っ
た
趣
が
あ
る
.
I

『青
年
』
に
は
､
自
分
自
身
を
念
頭
に
お
い
て
'
醸
村
な
る
人
物
の
名
が
出
て
き
ま
す
が
'

主
人
公
を
し
て
'
｢
こ
ん
な
人
間
に
は
お
ぞ
ま
し
く
て
'
会
う
気
も
し
な
い
｣
と
言
わ
し
め
て
い
る
-

0

何
故
そ
う
い
う
書
き
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
｡
そ
の
こ
と
自
体
､
大
き
な
問
題
で
は
あ
り
ま
す
｡
当
時
､
明
治
と
い
う

時
代
で
す
が
､
日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
学
ん
で
'
所
謂
近
代
化
に
向
か
っ
て
､
無
闇
や
た
ら
に
つ
っ
走

っ
て
い
た
わ
け
で
す
｡
文
学
に
お

し
､
醗
外
に
よ
れ
ば
､
こ
の
種
の
文
学
の
方
向
は
,
懐
疑
が
修
業
で
虚
無
札
勘

禦

あ
り
､
特
に
性
欲
の
方
面
を
措
-
の
が
､
新
し
い

,-

の
で
､
し
た
が

っ
て
何
か
積
極
的
な
こ
と
を
言
え
ば
､
時
代
遅
れ
で
､
性
欲
以
外
の
こ
と
を
書
け
ば
､
馬
鹿
者
か
嘘

つ
き
だ
､
と
い
う
こ

と
に
な
る
ー

｡
廃
外
自
身
は
'
そ
う
い
う
時
代
の
風
潮
に
同
調
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
｡
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
近
代
､
あ
る
い
は
近
代

的
自
我
と
い
う
も
の
が
'
当
時
の
明
治
の
時
代
に
お
い
て
実
現
可
能
か
ど
う
か
､
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
彼
は
､
極
め
て
懐
疑
的
で
あ
っ

た
か
ら
だ
､
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

廉
外
白
身
は

l
つ
の
態
度
を
最
後
ま
で
崩
す
こ
と
は
な
か
っ
た
､
と
言
え
ま
す
｡
そ
れ
は
ど
う
い
う
態
度
か
と
言
え
ば
'
｢
自
分
は
自

分
の
杯
で
飲
む
｣
と
い
う
態
度
で
す
｡
こ
の
言
葉
は

『杯
』
と
小
品
の
中
で
'

一
人
の
金
髪
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
少
女
に
言
わ
し
め
て
い
る

言
葉
で
す
.
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
t
と
い
う
こ
と
を
'
鴎
外
自
身
の
生
き
方
'
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
'

離
外
の
作
品
に
現
れ
た
女
性
像
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
わ
け
で
す
｡



『雁
』
明
治
四
十
円
年

(
一
九

二

)
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
o
鴎
外
四
十
九
歳
の
と
き
の
作
品
で
す
｡
こ
の
作
品
は
鴎
外
の
作
品

の
中
で
も
最
も
よ
-
読
ま
れ
て
い
て
､
昔
は
映
画
に
も
な

っ
た
ほ
ど
で
す
｡
こ
の
作
品
に
､
お
玉
と
い
う
女
性
が
出
て
く
る
O
そ
し
て
岡

田
と
い
う
､
や
が
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
留
学
す
る
知
的

エ
リ
ー
ト
が
出
て
-
る
｡
作
品
は
こ
の
二
人
の
淡
い
交
渉
の
あ
り
よ
う
を
､
お
玉
で

も
な
-
､
岡
田
自
身
で
も
な
-
'
岡
田
の
友
人
が
語
る
､
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
措
か
れ
て
い
き
ま
す
｡

岡
田
は
毎
日
夕
食
後
に
散
歩
に
出
ま
す
｡
大
低
は
決
ま
っ
た
道
を
通
る
.
そ
の
決
ま
っ
た
道
の

一
つ
に

｢無
縁
坂
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る

道
が
あ
る
-

｡

あ
る
日
そ
の
坂
道
に
面
す
る
と
あ
る
寂
し
い
し
も
た
屋
に
'

一
人
の
湯
あ
が
り
の
女
が
入

っ
て
ゆ
-
の
に
出
会
い
ま
す
｡
｢鼻
の
高
い
､

細
長
い
､
や
や
寂
し
い
顔
｣
の
女
で
す
｡
そ
し
て
次
の
日
そ
の
家
の
前
を
通
る
と
､
そ
の
女
の
こ
と
が
ふ
と
思
い
出
さ
れ
る
｡

た
て

か
ず
ら

｢
堅

に

竹
を
打
ち
付
け
て
､
槙
に
二
段
ば
か
り
､
細
-
削

っ
た
木
を
渡
し
て
､
そ
れ
を

葛

で

巻
い
た
肘
掛
窓
が
あ
る
｡
そ
の
窓
の
障
子

お

も

と

が

T
尺
ば
か
り
明
い
て
い
て
'
卵
の
殻
を
伏
せ
た

万

年

青

の

鉢
が
見
え
て
い
る
｡
｣

苦
の
わ
れ
わ
れ
の
国
の
､
主
と
し
て
都
会
に
あ
る
典
型
的
な
し
も
た
屋
､

つ
ま
り
住
宅
t
と
言
う
よ
り
も
町
家
と
言

っ
た
方
が
い
い
｡

岡
田
は
幾
分
か
の
注
意
を
払

っ
て
､
そ
の
家
の
仔
ま
い
を
見
な
か
ら
'
丁
度
そ
の
家
の
そ
の
真
ん
前
ま
で
-
る
｡
と
､
｢
以
外
に
も
万
年

青
の
鉢
の
上
の
'
今
ま
で
鼠
色
の
闇
に
鎖
さ
れ
た
背
景
｣
に
白
い
顔
が
浮
か
ん
で
い
て
岡
田
に
微
笑
み
か
け
て
い
る
｡

こ
の
情
景
は
極
め
て
象
徴
的
に
､
岡
田
と
お
玉
と
の
位
置
関
係
を
表
し
て
い
ま
す
｡
岡
田
は
､
そ
の
し
も
た
屋
の
前
の
明
る
い
坂
道
を

通

っ
て
ゆ
き
ま
す
｡
彼
は
'
言
わ
ば
明
る
い
世
界
の
住
人
で
す
｡
日
本
の
近
代
化
の
た
め
に
､
新
し
い
社
会
の
た
め
に
新
し
い
学
問
や
､

新
し
い
知
識
を
修
得
し
て
ゆ
く
知
的
エ
-
ー
ト
で
す
｡
彼
の
通
る
道
は
未
来

へ
と
向
か
っ
て
い
ま
す
｡
し
か
し
お
玉
の
棲
ん
で
い
る
世
界

は
ど
う
で
し
ょ
う
か
｡
そ
れ
は
相
変
わ
ら
ず

｢鼠
色
の
闇
に
鎖
さ
れ
た
｣
世
界
で
あ
る
｡
｢無
縁
坂
｣
と
い
う
道
の
名
称
も
ま
た
極
め
て

象
徴
的
に
､
こ
の
二
人
の
'
こ
の
二
つ
の
世
界
の
関
係
を
表
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
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岡
田
は
や
が
て
こ
の

｢窓
の
女
｣
に
会
釈
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
､
し
か
し
岡
田
の
方
か
ら
は
そ
れ
以
上
の
関
係
を
持
と
う
と
は
し

な
い
｡
物
語
の
語
り
手
が
こ
の

｢窓
の
女
｣
の
素
性
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
ま
す
O
お
玉
は
'
末
造
と
い
う
､
当
初
は
学
生
相
手
の
金
貸

し
を
し
て
い
た
が
､
次
第
に
小
金
を
蓄
え
'
後
に
本
物
の
高
利
貸
し
を
業
と
す
る
に
至

っ
た
男
の
お
妾
さ
ん
で
あ
る
｡
子
供
を
残
し
て
妻

に
死
な
れ
た
男
と
い
う
ふ
れ
込
み
の
た
め
に
'
末
造
の
世
話
に
な
る
こ
と
に
し
た
｡
年
老
い
た
父
親
を
小
奇
麗
な
家
で
安
楽
に
過
ご
さ
せ

て
や
ろ
う
と
'
自
分
の
運
命
を
諦
め
た
わ
け
で
す
｡
言
う
な
れ
ば
古
来
か
ら
の
典
型
的
な
貧
し
さ
の
中
の
貧
し
い
日
本
の
女
で
す
｡

｢あ
き
ら
め
は
こ
の
女
の
最
も
多
く
経
験
し
て
い
る
心
的
作
用
で
､
か
れ
の
精
神
は
こ
の
方
向
へ
な
ら
､
池
を
さ
し
た
機
関
の
よ
う
に
､

滑
か
に
動
-
習
慣
に
な

っ
て
い
る
｣
と
書
か
れ
て
い
ま
す
｡
し
か
し
お
玉
は
､
や
が
て
当
の
末
造
に
妻
子
が
あ
り
､
お
ま
け
に
彼
が
高
利

貸
し
で
あ
る
こ
と
が
判
り
'
実
は
自
分
が
編
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
ま
す
｡
さ
す
が
に
お
玉
は
悔
し
-
､
ま
た
途
方
に
-
れ
て
､
そ
の

自
分
の
悔
し
い
思
い
を
せ
め
て
父
親
に
打
ち
明
け
て
'
共
に
苦
し
ん
で
も
ら
お
う
と
す
る
｡
が
'

｢父
親
を
尋
ね
て
､
そ
の
平
穏
な
生
活
を
目
の
当
た
り
に
み
て
は
'
ど
う
も
老
人
の
手
に
し
て
い
る
杯
の
裡
に

一
滴
の
毒
を
注
ぐ
に
忍

び
な
い
O
そ
し
て
切
な
い
思
い
を
し
て
も
'
そ
の
思
い
を
我
が
胸

一
つ
に
畳
ん
で
お
こ
う
と
決
心
し
た
｡
そ
し
て
こ
の
決
心
と
同
時
に
'

こ
れ
ま
で
人
に
た
よ
る
し
か
知
ら
な
か
っ
た
お
玉
が
'
始
て
独
立
し
た
よ
う
な
心
持
ち
に
な
っ
た
｡｣

こ
の
小
説
は
､
こ
の
よ
う
に
､
自
分
の
苦
し
み
を
自
分

一
人
で
引
き
受
け
る
こ
と
で
'
次
第
に
自
律
へ
と
目
覚
め
て
ゆ
く
お
玉
が
､
よ

う
や
く
､
岡
田
へ
の
想
い
を
､
諦
め
る
の
で
は
な
く
'
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
'
そ
し
て
挫
折
す
る
､
と
い
う
物
語
で
す
｡
語
り
手
の
岡

田
の
友
人
は
'
お
玉
の
気
持
ち
を
､
後
に
な

っ
て
お
玉
自
身
か
ら
聞
い
た
と
言

っ
て
い
ま
す
が
､
お
玉
自
身
の
そ
の
後
の
境
遇
に
つ
い
て

は
何
も
語
っ
て
は
い
ま
せ
ん
｡
お
そ
ら
-
お
玉
は

｢鼠
色
の
闇
の
中
で
L
t
傷
つ
き
な
が
ら
そ
の
後
も
過
ご
し
た
の
で
し
ょ
う
｡
恐
ら
-

そ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
｡

同
じ
年
に
醗
外
は

『百
物
語
』
と
い
う
話
を
書
い
て
い
ま
す
｡
こ
の

｢百
物
語
｣
と
い
う
言
葉
は
御
存
知
の
人
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
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す
が
'
例
え
ば
'
北
斎
の
版
画
に

｢
百
物
語
｣
と
題
し
た
も
の
が
あ
り
'
そ
こ
に
は
画
面
の
中
央
に
大
き
く
幽
霊
が
措
か
れ
て
い
ま
す
｡

ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
､
幾
人
か
が
､
夏
の
夜
に
集
ま

っ
て
'
そ
の
集
ま
っ
た
人
の
数
だ
け
蝋
燭
を
立
て
る
o
そ
し
て

1
人
づ

つ
幽
霊
の
話
を
し
て
ゆ
-
｡

1
つ
話
が
終
わ
る
と
､
蝋
燭
を
消
し
て
ゆ
-
｡
最
後
に
蝋
燭
は

l
本
だ
け
残
る
o
そ
し
て
最
後
の
人
が
話
を

し
ま
す
o
そ
し
て
そ
の
話
が
終
わ
る
と
'
最
後
の
蝋
燭
を
消
す
-
･･･す
る
と
本
当
の
幽
霊
が
現
れ
る
､
と
い
う
も
の
で
す
o
昔
は
本
当
の

夜
が
あ

っ
た
わ
け
で
す
｡
昔
の
'
本
当
の
闇
が
あ

っ
た
頃
の
こ
れ
は
催
し
で
す
｡
そ
し
て
昔
の
そ
う
い
う
闇
の
中
に
は
本
当
に
幽
霊
が
現

れ
た
の
で
す
｡
し
か
し
そ
う
い
う
本
当
の
夜
も
'
本
当
の
闇
も
今
で
は
､
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
す
で
に
鴎
外
の
時
代
に
も
失
わ
れ

て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡

と
こ
ろ
が
鴎
外
は
､
あ
る
日
こ
の
催
し
に
誘
わ
れ
て
､
の
こ
の
こ
と
出
か
け
て
ゆ
き
ま
す
O
そ
の
と
き
の
こ
と
を
麻
外
は
こ
こ
で

一
編

の
小
説
に
書
い
て
い
る
の
で
す
｡

さ
て
鴎
外
が
そ
の
場
所
に
行

っ
て
見
る
と
'
人
々
は
世
間
話
な
ど
を
ひ
そ
ひ
そ
と
し
て
い
る
だ
け
で
､
当
の
催
し
物
の
こ
と
は

l
向
に

話
題
に
し
よ
う
と
し
な
い
｡
場
の
申分
囲
気
は
盛
り
上
が
ら
ず
､
何
だ
か
よ
そ
よ
そ
し
く
､
何
だ
か
寂
し
げ
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
が
返

っ

し
か
ま
や

て
こ
の
催
し
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
｡
こ
の
催
し
の
主
催
者
は
と
言
え
ば
､
飾

磨

屋

と
い
う
三
十
才
位
の
男
と
あ
り
ま
す
｡
巨

万
の
財
を
相
続
し
て
あ
ら
ゆ
る
豪
遊
を
重
ね
て
'
そ
れ
が
新
聞
種
に
も
な

っ
て
い
る
'
そ
ん
な
男
で
す
｡
ど
ん
な
様
子
の
男
か
と
言
え
ば
'

蒼
白
い
顔
の
､
地
味
な
着
物
を
着
て
'
髪
も
切

っ
て
か
ら
大
分
日
の
た
っ
た
よ
う
な
､
痩
せ
た
見
栄
え
の
し
な
い
男
な
の
で
す
｡
そ
の
男

が
､
少
し
前
屈
み
に
な

っ
て
､
誰
と
話
を
す
る
わ
け
で
も
な
く
､
じ
っ
と
前
方
を
見

つ
め
て
坐

っ
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
少
し
後
ろ
に
二

十
歳
に
な
る
か
な
ら
な
い
位
の
､
丸
顔
の
可
愛
ら
し
い
女
が
坐

っ
て
い
る
｡
ほ
と
ん
ど
異
様
と
言

っ
て
い
い
位
の
地
味
な
着
物
を
こ
の
女

は
着
て
い
る
｡
こ
の
女
が
そ
の
美
し
さ
の
ゆ
え
に
東
京
中
で
も
誰
知
ら
ぬ
者
の
な
い
芸
者
'
あ
の
太
郎
だ
と
い
う
｡

鴎
外
は
こ
の
二
人
に
興
味
を
覚
え
て
'
二
人
を
じ

っ
と
凝
視
し
て
い
る
｡
し
か
し
程
な
-
彼
は
肝
心
の
催
し
の
始
ま
る
前
に
帰

っ
て
ゆ
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き
ま
す
｡
実
を
言
え
ば
'
こ
の

『百
物
語
』
に
出
る
幽
霊
と
は
､
こ
の
飾
磨
屋
勝
兵
衛
そ
の
人
の
こ
と
で
あ
る
､
ま
た
自
分
自
身
の
こ
と

で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
醸
外
は
巧
妙
に
言

っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
'
し
か
し
彼
は
'
勝
兵
衛
そ
の
人
よ
り
も
､
む
し
ろ
の
勝
兵
衛
の
そ

ば
に
坐

っ
て
い
る
女
に
注
目
し
､
そ
の
女
の
こ
と
を
こ
う
言

っ
て
い
る
｡

せ
い
そ
く

｢僕
の
考
は

一
転
し
て
太
郎
の
上
に
及
ん
だ
｡
あ
れ
は

一
体
ど
ん
な
女
だ
ろ
う
O
破
産
の
噂
が
､
殆
ど
別
の
世
界
に

栖

息

し

て
い
る
と

L
ご

言

っ
て
好
い
僕
な
ん
ぞ
の
耳
に
這
入
る
位
で
あ
る
か
ら
､
怜
倒
ら
し
い
あ
の
女
が
そ
れ
に
気
付
か
ず
に
い
る
筈
は
な
い
｡
な
ぜ
死
期
の
近

い
病
人
の
体
を
風
が
離
れ
る
よ
う
に
'
あ
の
女
は
離
れ
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
れ
に
今
の
飾
磨
屋
の
性
質
は
ど
う
だ
.
傍
観
者
で
は
な
い
か
｡

傍
観
者
は
女
の
好
ん
で
選
ぶ
相
手
で
は
な
い
｡
な
ぜ
と
い
う
に
､
生
活
だ
の
生
活
の
喜
び
だ
の
と
い
う
も
の
は
､
傍
観
者
の
傍
で
は
求
め

ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
-
-
｣

｢そ
ん
な
ら

一
体
ど
う
し
た
と
云
う
の
だ
ろ
う
｡
ぼ
く
の
頭
に
は
'
又
病
人
と
看
護
婦
と
云
う
印
象
が
浮
か
ん
で
来
た
｡
女
の
生
涯
に
と

っ

て
､
報
酬
を
予
期
し
な
い
看
護
婦
に
な
る
と
い
う
こ
と
'
し
か
も
そ
の
看
護
を
自
己
の
生
活
の
唯

一
の
内
容
と
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
程
､

大
い
な
る
犠
牲
は
ま
た
と
あ
る
ま
い
｡
〔-
-
〕
そ
れ
も
夫
婦
の
鎖
に
繋
が
れ
て
い
て
す
る
と
云
う
な
ら
'
別
問
題
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
場

合
に
そ
れ
は
な
い
｡
又
恋
愛
の
欲
望
の
鞭
で
む
ち
打
た
れ
て
す
る
と
云
う
の
な
ら
､
そ
れ
も
別
問
題
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
場
合
に
果
た
し
て

そ
れ
が
あ
ろ
う
か
'
少
な
く
と
も
疑
い
を
挟
む
余
地
が
あ
る
｡
そ
う
し
て
見
る
と
､
財
産
で
も
な
く
､
生
活
の
喜
び
で
も
な
-
､
義
務
で

も
な
-
､
恋
愛
で
も
な
い
と
し
て
考
え
て
'
僕
は
あ
の
女
の
犠
牲
の
い
よ
い
よ
大
き
-
な
る
の
に
驚
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ

る
｡
｣

醸
外
は
飾
磨
屋
を
傍
観
者
と
言
い
､
自
分
自
身
と
重
ね
合
わ
し
て
い
る
の
で
す
が
t
L
か
し
鴎
外
は
こ
の
女
を
あ
る
種
の
感
動
を
も

っ

て
描
写
し
て
い
る
｡

さ
ら
に
大
正
一二
年
'
醸
外
は
ま
た
'
五
十
二
歳
の
時

『安
井
夫
人
』
と
い
う
作
品
を
書
い
て
い
る
｡
こ
の
作
品
は
'
安
井
息
軒
夫
人
､
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佐
代
子
の

一
生
を
書
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
｡
夫
で
あ
る
息
軒
安
井
仲
平
と
は
ど
う
い
う
人
物
か
と
言
え
ば
､
彼
は
少
年
の
時
に
病
癖

あ
は
た

を
し
て
､
顔
は

痘

痕

に

覆
わ
れ
へ
の
み
な
ら
ず
右
目
の
潰
れ
た
醜
い
小
男
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
彼
は
江
戸
へ
出
て
学
に
励
ん
だ
｡
郷
里
の

ぶ
おと
こ

人
々
は

｢仲
平
さ
ん
は
え
ら
-
な
り
な
さ
る
だ
ろ
う
｣
と
言

っ
て
い
る
｡
と
は
い
う
も
の
の
'
｢仲
平
さ
ん
は
不

男

だ

｣
と
必
ず
陰
口
を

言

っ
て
い
る
｡
仲
平
さ
ん
が
二
十
九
才
で
江
戸
か
ら
帰

っ
て
き
て
も
､
当
然
嫁
の
き
て
は
な
-
'
父
親
も
諦
め
て
い
た
｡
所
が
､
縁
戚
に

佐
代
と
い
う
娘
が
い
て
'
自
ら
進
ん
で
嫁
に
き
た
｡

･刀_v
カ

｢冶
洲
翁
も
意
外
だ
と
思

っ
た
｡
し
か
し

1
番
意
外
だ
と
思

っ
た
の
は
婿
殿
の
仲
平
で
あ
っ
た
C
〔-
･-
〕
近
所
の
若
い
男
達
は
怪
讃

そ
ね

す
る
と
共
に

嫉

ん

だ
｡
そ
し
て
口
々
に

『岡
の
小
町
が
猿
の
所
へ
往
-
』
と
噂
し
た
｡｣

そ
れ
か
ら
お
佐
代
さ
ん
の

一
生
が
語
ら
れ
て
い
き
ま
す
｡
人
に
榔
旅
さ
れ
る
世
間

一
般
の
お
嫁
さ
ん
と
は
違

っ
て
､
彼
女
は
や
が
て
仲

平
が
学
問
所
の
明
教
堂
を
開
い
た
時
な
ど
'
客
や
門
人
た
ち
に
対
し
て
き
っ
ぱ
り
と
し
た
態
度
を
取
る
｡
後
に
仲
平
は
江
戸
に
の
ぼ
り
､

息
軒
先
生
に
な
る
が
､
夫
の
身
分
が
ど
う
な
ろ
う
と
､
彼
女
は
質
素
な
生
活
を
変
え
る
こ
と
な
-
､
な
り
ふ
り
構
わ
ず
働
い
て
い
る
｡
そ

し
て
子
供
が
男
女
二
人
で
き
た
が
､
や
が
て
死
ぬ
｡
そ
し
て
､
お
佐
代
さ
ん
白
身
も
ま
た
'
齢
五
十
で
死
ん
で
ゆ
-
｡
夫
息
軒
先
生
が
六

十
四
歳
の
時
で
あ
る
O
鴎
外
は
言
わ
ば

7
人
の
目
立
た
な
い
女
の

一
生
を
淡
々
と
し
て
語

っ
て
い
る
の
で
す
が
'
最
後
に
鴎
外
は
こ
う
言
っ

て
い
る
｡

｢
お
佐
代
さ
ん
は
ど
う
云
う
女
で
あ
っ
た
か
｡
美
し
い
肌
に
粗
服
を
纏

っ
て
､
質
素
な
仲
平
に
仕
え
つ
つ
T
生
を
終
わ
っ
た

〔

-
･･･

〕

お
佐
代
さ
ん
は
夫
に
仕
え
て
労
苦
を
辞
せ
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
そ
の
報
酬
に
は
何
事
を
も
要
求
し
な
か

っ
た
｡
-
-
｣

｢
お
佐
代
さ
ん
が
奮
序
を
解
せ
ぬ
程
お
ろ
か
で
あ

っ
た
と
は
､
誰
も
信
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
ま
た
物
質
的
に
も
､
精
神
的
に
も
'

てんた
ん

何
物
を
も
希
求
せ
ぬ
程

惜

胆

で

あ
っ
た
と
は
､
誰
も
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
お
佐
代
さ
ん
に
は
確
か
に
尋
常
で
な
い
望
み
が
あ
っ
て
､

そ
の
望
み
の
前
に
は

一
切
の
物
が
塵
芥
の
如
-
卑
し
-
な

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
0
｣
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｢
お
佐
代
さ
ん
は
何
を
望
ん
だ
か
｡
世
間
の
賢
い
人
は
夫
の
栄
達
を
望
ん
だ
の
だ
と
言

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
｡
こ
れ
を
書
-
私
も
そ
れ

を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
〔-
-
〕
し
か
し
お
佐
代
さ
ん
が
労
苦
と
忍
耐
と
を
夫
に
提
供
し
て
､
ま
だ
報
酬
を
得
ぬ
う
ち
に
亡
-

な
っ
た
の
だ
と
云
う
な
ら
､
私
は
不
敏
に
し
て
そ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
O
-
･･･｣

｢お
佐
代
さ
ん
は
必
ず
や
未
来
に
何
も
の
か
望
ん
で
い
た
だ
ろ
う
0
そ
し
て
院
目
す
る
ま
で
､
美
し
い
目
の
視
線
は
'
遠
い
'
遠
い
所

に
注
が
れ
て
い
て
､
或
い
は
自
分
の
死
を
不
幸
だ
と
感
ず
る
余
裕
を
も
有
せ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
そ
の
対
象
を
ば
､
或
い
は

何
物
と
も
'
し
か
と
弁
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡｣

こ
う
い
う
お
佐
代
さ
ん
と
'
『百
物
語
』
の
中
の
芸
者
の
太
郎
の
生
き
方
と
の
間
に
は
'
あ
る
種
の
共
通
性
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て

下
さ
い
｡
そ
れ
は
ど
う
い
う
生
き
方
か
と
言
い
ま
す
と
'
殆
ど
'
無
目
的
に
､
何
の
打
算
も
な
-
'
他
者
の
た
め
に
自
分
の
人
生
を
生
き

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
｡
他
者
の
た
め
に
自
分
の
人
生
を
犠
牲
に
す
る
､
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
ま
た
特
に
そ
こ
に
愛
が
あ

る
か
ら
､
と
か
､
そ
の
よ
う
に
社
会
の
制
度
か
ら
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
ら
､
と
い
う
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
｡
自
分
の
意
志
で
そ
う
し
て
い

る
わ
け
で
す
｡
特
に
女
を
主
人
公
に
し
た
作
品
だ
け
で
は
な
く
'
男
を
主
人
公
に
し
た
他
の
作
品
に
お
い
て
も
女
が
顔
を
出
し
て
-
る
と

き
､
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
'
そ
う
い
う
女
を
描
-
生
き
生
き
と
し
た
筆
致
が
感
ぜ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡

すぎ
のは
ら

も
う

一
つ
だ
け
例
を
あ
げ
ま
す
と
､
『
相

原

品

』
と
い
う
文
章
が
あ
る
｡
こ
れ
は

l
九

一
四
年
鴎
外
五
十
四
歳
の
と
き
の
作
品
で
あ
る
O

伊
達
綱
宗
と
い
う
人
物
が
い
ま
し
た
｡
万
治
元
年
､
伊
達
家
の
家
督
を
継
ぐ
｡
そ
の
三
年
前
に
初
子
と
い
う
女
と
婚
礼
し
て
い
ま
す
｡
こ

の
時
､
綱
宗
も
初
子
も
と
も
に
十
六
才
｡
万
治
二
年
'
綱
宗
二
十
歳
の
時
､
亀
千
代
生
れ
る
｡

万
冶
三
年
三
月
､
幕
府
よ
り
堀
凌
い
の
命
が
下
る
｡
と
こ
ろ
が
同
年
七
月
､
幕
府
よ
り
突
如
逼
塞
を
命
じ
ら
れ
る
｡
こ
の
綱
宗
が
'
吉

原
の
馴
染
み
の
芸
者
の
も
と
に
通
い
つ
め
､
品
行
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
､
と
い
う
の
が
幕
府
の
言
う
分
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
｡

時
を
同
じ
-
し
て
'
品
と
い
う
女
が
こ
の
綱
宗
の
も
と
に
来
る
｡
側
室
と
し
て
で
あ
る
｡

つ
ま
り
お
妾
さ
ん
と
し
て
で
あ
る
｡
品
が
そ
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の
と
き
の
吉
原
の
芸
者
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
､
い
ろ
い
ろ
と
問
題
も
あ
り
､
醗
外
は
そ
う
で
は
な
く
'
相
原
な
に
が
し
の
由

緒
正
し
さ
家
の
出
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
と
も
あ
れ
こ
の
作
品
は
､
作
品
と
し
て
の
体
裁
を
な
し
て
は
お
ら
ず
'
言
わ
ば
デ
ッ
サ
ン
の
ご

と
き
も
の
で
あ
る
｡
離
外
は
完
成
さ
せ
得
な
か
っ
た
作
品
の
意
図
を
述
べ
て
い
ま
す
が
'
廉
外
の
描
き
た
か
っ
た
の
は
t

T
に
綱
宗
と
い

う
､
二
十
歳
の
若
さ
で
逼
塞
を
命
じ
ら
れ
た
人
物
､
気
骨
も
あ
り
､
才
気
に
満
ち
､
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
生
涯
に
わ
た
っ
て
'
公
の
活
動

を
禁
じ
ら
れ
'
た
め
に
終
生
傍
観
者
を
強
い
ら
れ
た
人
物
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
｡

綱
宗
の
逼
塞
の
後
､
例
の
伊
達
騒
動
と
い
う
も
の
が
起
こ
る
｡
自
分
の
逼
塞
後
､
二
歳
で
家
督
を
継
い
だ
息
子
亀
千
代
を
め
ぐ
る
お
家

騒
動
で
あ
る
｡
(
こ
の
お
家
騒
動
は
有
名
で
山
本
周
五
郎
の

『縦
の
木
は
残

っ
た
』
と
い
う
小
説
は
こ
の
お
家
騒
動
を
主
題
に
し
た
も
の

で
あ
る
｡)

わ
が
子
亀
千
代
へ
の
度
重
な
る
置
毒
事
件
を
も
綱
宗
は
傍
観
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
O
鶴
外
は
､
そ
う
い
う
人
物
を
お
そ
ら

-
自
分
と
重
ね
合
わ
し
て
描
き
た
か
っ
た
の
で
す
｡

つ
ぎ
に
初
子
と
品
と
の
関
係
を
｡
と
く
に
品
と
い
う
女
を
措
き
た
か
っ
た
わ
け
で
あ

る
｡
こ
う
言

っ
て
い
ま
す
｡

｢品
は
初

一
念
を
翻
さ
ず
に
､
と
う
と
う
二
十
で
情
交
を
結
ん
だ
綱
宗
が
七
十
二
の
翁
に
な

っ
て
没
す
る
ま
で
､
忠
実
に
仕
え
て
'
綱
宗

が
没
し
た
と
き
尼
に
な
っ
て
､
浄
休
院
と
呼
ば
れ
､
仙
台
に
い
っ
て
享
保
元
年
に
七
十
八
歳
で
死
ん
だ
｡
｣

廉
外
は
こ
う
い
う
女
を
措
-
と
き
に
と
-
に
精
彩
が
あ
り
ま
す
｡
鴎
外
は
近
代
化
に
向
か

っ
て
歩
み
始
め
た
明
治
の
､
つ
ま
り
彼
と
同

時
代
の
社
会
の
中
に
あ

っ
て
は
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
タ
イ
プ
の
自
律
し
た
人
間
を
'
む
し
ろ

｢近
代
化
｣
な
ど
と
叫
ば
れ
る
以
前
の
､

近
代
以
前
の
封
建
制
匿
の
社
会
の
中
に
見
出
し
た
｡

つ
ま
り
は
､
い
わ
ば
あ
の

｢鼠
色
の
闇
｣
の
中
に
見
出
し
た
と
言
え
る
わ
け
で
す
｡

こ
の
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
｡
女
性
の
人
権
だ
と
か
解
放
な
ど
の
声
の
全
然
な
か
っ
た
時
代
に
そ
う
い
う
女

の
生
き
方
を
見
出
し
た
の
で
す
｡
そ
し
て
そ
れ
な
ら
ば
こ
そ
､
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
よ
り
根
本
的
に

｢自
律
｣
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
読
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み
と
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
｡

安
井
夫
人
は
､
近
代
的
な
意
味
に
お
い
て
夫
婦
の
間
の
愛
な
る
も
の
を
求
め
た
で
し
ょ
う
か
｡
彼
女
が
息
軒
に
嫁
ぐ
と
き
､
あ
る
い
は

芸
者
太
郎
が
飾
磨
屋
と
'
ま
た
品
が
綱
宗
と
そ
の
生
涯
を
共
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
､
愛
の
た
め
だ
と
は
言
え
な
い
｡
無
論
､
愛
が
な
か
っ

た
と
も
言
え
な
い
｡
し
か
し
こ
う
い
う
女
た
ち
の
心
を
動
か
し
た
も
の
は
､
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
-
､
も

っ
と
別
の
も
の
､
少
な
-
と

も
近
代
小
説
の
中
の
登
場
人
物
た
ち
を
支
配
し
て
い
る
行
動
原
理
'
個
性
だ
と
か
､
自
我
だ
と
か
'
開
放
だ
と
か
そ
う
い
う
も
の
と
は
別

の
生
の
原
理
が
働
い
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
｡
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
勿
論
､
封
建
道
徳
の
そ
れ
と
も
全
然
別
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
す
｡

そ
れ
は
何
で
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
言
え
る
こ
と
は
､
こ
れ
ら
の
女
た
ち
は
､
他
の
誰
で
も
な
い
自
分
の
運
命
を
自
分
で
選
び
と
り
､

そ
れ
を
他
の
誰
で
も
な
い
自
分
白
身
の
生
の
内
容
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
｡

つ
ま
り
､
こ
の
女
た
ち
は
､
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

｢杯
｣

で
あ
れ
､
｢自
分
の
杯
｣
で
飲
も
う
と
し
た
と
言
え
ま
す

I

0

醸
外
は
津
和
野
藩
'
亀
井
家
代
々
の
典
医
の
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
.
明
治
五
年
､

一
八
七
二
年
､
十
歳
の
時
に
上
京
し
ま
し
た
.
勿
論
､

新
し
い
時
代
を
迎
え
て
､
そ
う
い
う
由
緒
正
し
い
森
家
の
長
男
と
し
て
'
彼
は
家
の
た
め
に
､
こ
の
家
の
将
来
を
背
負

っ
て
生
き
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
ま
た
､
軍
医
総
監
と
い
う
要
職
に
あ

っ
て
'
明
治
政
府
を
も
支
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
｡
彼
が
ド

イ
ツ
で
の
恋
愛
を
断
念
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
L
t
ま
た

7
度
､
離
婚
を
経
験
し
た
の
も
家
の
た
め
で
あ

っ
た

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
｡

し
か
し
醸
外
は
そ
れ
を
､
家
の
た
め
に
､
あ
る
い
は
国
の
た
め
に
自
分
を
犠
牲
に
し
た
と
は
'
お
そ
ら
-
は
受
け
取
ら
な
か
っ
た
.
良

外
は
そ
れ
を
自
分
の
人
生
と
し
て
受
け
取

っ
た
｡
他
の
誰
よ
り
も
鴎
外
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
的
な
自
我
の
意
識
に
目
覚
め
た
人
で
あ
っ
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た
か
ら
そ
う
な
し
得
た
の
だ
､
と
言
え
る
わ
け
で
す
｡

『普
請
中
』
と
い
う
短
編
が
あ
り
ま
す
｡
主
人
公
は
参
事
官
渡
辺
な
に
が
し
と
言
い
ま
す
が
､
そ
の
主
人
公
が
ド
イ
ツ
で
親
し
-
し
て

い
た
ら
し
い

一
人
の
女
が
い
て
､
そ
の
女
が
こ
の
渡
辺
な
に
が
し
に
会
う
べ
く
､
日
本
を
訪
れ
て
く
る
｡
渡
辺
な
に
が
し
は
そ
の
女
を
､

自
分
の
家
に
で
は
な
-
､
と
あ
る
料
亭
に
招
待
す
る
0
そ
の
料
亭
は
ち
ょ
う
ど
､
普
請
中
ら
し
-
'
何
や
ら
コ
-
コ
ト
と
金
槌
の
音
が
聞

こ
え
て
い
る
｡
こ
の
短
編
は
､
そ
の
料
亭
で
の
そ
の
ド
イ
ツ
の
女
と
の
会
話
を
内
容
と
し
て
い
る
作
品
で
す
が
､
勿
論
主
人
公
は
そ
の
女

と
ド
イ
ツ
語
で
話
し
て
い
る
｡
ド
イ
ツ
語
で
す
か
ら
､
相
手
に
対
し
て
は
す
べ
て

S
ie
あ
る
い
は

d
u
で
話
し
て
い
る
､
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
｡
そ
れ
を
再
現
し
て
い
る
醗
外
の
日
本
語
の
文
体
か
ら
推
量
す
る
と
､
ど
う
や
ら

d
u

で
話
し
て
い
る
ら
し
い
｡
と
す
れ

ば
二
人
の
関
係
は
ド
イ
ツ
で
は
恋
人
同
士
で
あ

っ
た
と
推
量
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
｡
事
実
会
話
の
内
容
は
そ
の
こ
と
を
示
唆
し

て
い
ま
す
｡
そ
し
て

d
u
で
話
し
て
い
る
ら
し
い
こ
の
日
本
語
の
会
話
の
調
子
は
､
他
の
作
品
に
お
け
る
日
本
人
の
女
性
と
の
会
話
と

は
全
然
違

っ
た
雰
囲
気
を
'

つ
ま
り
対
等
の
人
間
関
係
を
表
現
す
る
の
に
役
立

っ
て
い
ま
す
｡
と
同
時
に
そ
の
調
子
が
逆
に
こ
の
男
と
こ

の
女
と
の
間
に

1
定
の
距
離
を
置
-
の
に
役
立

っ
て
い
る
｡

つ
ま
り
銘
外
は
､

つ
ま
り
は
渡
辺
な
に
が
し
は
､
こ
の
女
に
対
し
て
､
ド
イ

ツ
に
い
た
と
き
と
同
じ
言
葉
遣
い
で
喋
り
な
が
ら
､
こ
こ
日
本
で
は
全
然
違

っ
た
関
係
を
つ
-
り
出
し
て
い
る
｡

つ
く
り
出
さ
ず
に
は
い

な
い
結
果
に
な
っ
て
い
る
｡
だ
か
ら
こ
の
会
話
の
中
で
ド
イ
ツ
人
女
性
は
言
う
｡
あ
な
た
は
官
吏
だ
か
ら
､
お
行
儀
が
い
い
ん
で
し
ょ
う

と
｡
そ
れ
に
た
い
し
て
主
人
公
は
こ
う
答
え
る
｡
｢恐
ろ
し
く
好
い
｡
本
当
の
フ
ィ
-
ス
テ
ル
に
な
り
す
ま
し
て
い
る
-
-
｡
｣
｢
フ
ィ
リ

ス
テ
ル
｣
と
は

｢俗
物
｣
と
い
う
意
味
で
す
｡
彼
は
日
本
で
は
､
俗
物
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
わ
け
な
の
で
す
｡
そ
し
て
女
は
こ
う
言
い

ま
す
O
｢
『
キ
ス
し
て
上
げ
て
も
よ
-
っ
て
｡
』
渡
辺
は
わ
ざ
と
ら
し
-
顔
を
撃
め
た
O
『
こ
こ
は
日
本
だ
｡
』
｣
そ
し
て
､
日
本
は
い
ま

｢普
請
中
｣
な
の
だ
t
と
彼
は
言
い
ま
す
｡
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
は
ま
だ
い
か
な
い
と
言

っ
て
い
る
の
で
す
｡
普
請
中
の
日
本
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
'
前
近
代
的
俗
物

1
と
い
う
よ
り
も
前
近
代
的
な
時
代
に
あ
り
な
が
ら
'
近
代
的
を
気
取
る
俗
物
､
と
言
う
方
が
い
い
で
し
ょ
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う
が
-

そ
う
い
う
俗
物
と
'
自
由
を
原
理
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
と
思
わ
れ
て
い
る
国
の
人
間
､
こ
の
両
者
の
間
の
懸
隔
を
彼

は
認
識
し
て
い
る
の
で
す
o
前
に
あ
り
ま
し
た
鴎
外
の

｢傍
観
者
｣
と
い
う
意
識
は
'
こ
こ
の
場
合
は

｢俗
物
｣
と
い
う
言
葉
に
置
き
換

え
ら
れ
て
い
て
'
廉
外
は
言
わ
ば
'
輔
晦
し
て
い
ま
す
が
'
こ
れ
は
､
彼
の
知
性
が
後
者
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
根
ざ
し
て
い
て
､

い
ま
だ

｢普
請
中
｣

の
日
本
の
社
会
の
中
に
そ
の
所
を
得
な
い
こ
と
､
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
の
自
己
意
識
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
｡

し
か
し
ま
た
､
そ
う
い
う
彼
が
'
前
に
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
'
日
本
の
封
建
社
会
の
直
中
に
棲
む
女
の
生
き
方
の
中
に
こ
そ
'
人
間

の
自
律
の
形
を
求
め
た
こ
と
は
'
や
は
り
彼
の
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
培
わ
れ
た
知
性
の
ゆ
え
で
あ

っ
た
､
そ
の
知
性
の
選
択
で
あ
っ
た
､
と

言
え
ま
す
｡
醗
外
は
あ
の
女
た
ち
を
'
旧
来
の
儒
教
道
徳
に
縛
ら
れ
た
人
間
と
し
て
､
あ
る
い
は
他
の
人
間
の
､
あ
る
い
は
時
代
の
犠
牲

に
な
っ
た
人
間
と
し
て
は
描
い
て
は
い
な
い
｡
決
し
て
そ
う
い
う
描
き
方
は
し
て
い
な
い
｡
時
代
の
制
約
の
中
で
､
ま
た
慣
習
の
中
で
'

自
分
で
主
体
的
に
､
生
き
方
を
決
断
し
'
そ
れ
を
選
び
取

っ
た
人
間
と
し
て
彼
は
描
い
て
い
る
わ
け
で
す
｡

つ
ま
り
そ
う
い
う
制
約
の
中

で
も
う

一
度
'
自
分
を
捉
え
な
お
し
た
人
間
と
し
て
'
措
い
て
い
る
わ
け
で
す
｡

即
ち
､
醸
外
も
ま
た
そ
の
時
代
に
あ

っ
て
自
分
の
生
き
方
を
選
択
し
'
捉
え
な
お
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
そ
し
て
そ
の
運
命

を
自
分
の
生
の
内
容
と
し
た
の
だ
と
｡

つ
ま
り
は
鴎
外
は
'
時
代
の
制
約
や
慣
習
の
中
で
生
き
る
女
の
生
き
方
を
描
き
な
が
ら
､
実
は
､

そ
う
い
う
女
の
生
の
中
に
自
分
の
生
き
方
を
見
出
し
た
の
だ
､
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
､
淑
石
が
女
と
い
う
他

者
と
の
葛
藤
の
中
に
､
近
代
的
な
自
我
の
在
り
方
を
模
索
し
､
そ
し
て
そ
の
中
か
ら
生
み
出
し
た
文
学
と
は
'
当
然
､
甚
だ
し
-
異
な
っ

て
お
り
ま
す
｡
鴎
外
は
女
性
を
描
き
な
が
ら
自
分
自
身
を
描
い
て
い
た
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

『雁
』
の
主
人
公
お
玉
の
前
を
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
岡
田
は
再
び
お
玉
の
棲
む
あ
の

｢鼠
色
の
闇
｣
の
中

へ
戻

っ
て
き
た
と
言
え
る
で

し
ょ
う
｡

で
は
､
鴎
外
は
日
本
的
伝
統
的
な
生
活
の
倫
理
へ
と
帰

っ
て
い
っ
た
の
か
､
と
言

え
ば
､
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
.
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例
え
ば
醗
外
は
明
治
四
十
二
年

(
1
九

〇
六
)
四
十
六
歳
の
時
に
オ
ー
ス
ト
リ
ー
の
詩
人
､
-
ル
ケ
の
戯
曲
を

『家
常
茶
飯
』
と
い
う

題
の
も
と
に
訳
し
て
い
ま
す
｡
原
題
は

『
日
常
生
活
』
と
い
う
も
の
で
'

一
九

〇
〇
年
､
リ
ル
ケ
二
十
五
歳
の
時
の
作
品
で
す
｡
こ
の
作

品
に

l
人
の
女
性
が
出
て
-
る
｡
ほ
ん
の
脇
役
で
す
が
ゾ
フ
ィ
ー
と
い
っ
て
'
主
人
公
の
姉
に
あ
た
り
ま
す
.
ゾ
フ
ィ
ー
に
は
'
恋
人
が

い
る
の
で
す
が
'
彼
女
は
そ
の
恋
人
の
結
婚
の
申
し
出
を
断

っ
て
､
自
分
の
老
い
た
母
と

一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
｡
弟
が
い
て
､
結
婚
を

断

っ
た
そ
の
理
由
を
訊
ね
る
と
'
人
間
と
人
間
の
本
当
の
関
係
は
､
結
婚
な
ど
と
い
う
慣
習
の
外
に
こ
そ
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
､

と
言
う
｡
そ
れ
で
い
て
こ
の
姉
は
自
分
の
母
と

一
緒
に
暮
ら
し
て
い
て
､
朝
か
ら
晩
ま
で
母
の
面
倒
を
見
て
い
る
｡
孝
行
娘
だ
'
母
思
い

の
女
だ
､
と
思
わ
れ
か
ね
な
い
O
そ
し
て
事
実
そ
う
思
わ
れ
て
も
い
る
｡
し
か
し
こ
の
姉
は
こ
う
言
い
ま
す
.

私
と
し
て
は
､
も
う
と
っ
-
に
､
母
と
い
う
も
の
か
ら
は
別
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
と
｡
い
わ
ば
'
私
は
私
と
は
縁
の
な

い
人
と
出
会

っ
て
､
そ
し
て
そ
の
人
が
､
私
が
い
な
-
て
は
'
ど
う
も
な
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
'
私
は
そ
の
人
と

一
緒
に
生
活
し
て
い
る

の
で
あ
る
と
｡
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
の
で
す
よ
と
｡

｢夕
べ
に
な
り
､
私
が
窓
の
カ
ー
テ
ン
を
締
め
れ
ば
そ
の
人
の
た
め
に
夜
が
く
る
｡
そ
し
て
朝
が
き
て
'
私
が
窓
の
鎧
戸
を
開
け
る
と
､

そ
の
人
の
た
め
に
朝
が
-
る
｡
私
の
手
が
そ
の
人
に
食
物
や
､
薬
を
運
び
'
私
が
本
を
読
む
と
､
眠
り
が
そ
の
人
の
も
と
に
訪
れ
る
｣
と

あ
り
ま
す
O
麻
外
は
し
か
し
わ
ざ
わ
ざ
原
文
に
な
い
次
の
文
を
訳
文
に
加
え
て
い
ま
す
.
｢
わ
た
し
は
又
そ
の
人
の
助
に
な
る
の
を
自
分

の
仕
事
に
し
て
い
る
の
で
す
｣
と
｡

つ
ま
り
彼
女
は
そ
う
い
う
仕
事
を
自
分
の
生
活
の
内
容
と
し
て
選
ん
だ
わ
け
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
女

な
の
で
す
が
､
付
録
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ

『現
代
思
想
』

1

醗
外
の
時
代
の

｢現
代
思
想
｣
と
は
現
在
か
ら
振
り
返

っ
て
見
て
'
十
九
世

紀
末
思
想
と
言

っ
て
も
い
い
か
と
お
も
い
ま
す
1

と
越
し
て
対
話
形
式
の
文
章
を
書
い
て
､
こ
の
姉
の
思
想
を
解
説
し
て
い
ま
す
O

こ
の
姉
の
母
に
た
い
す
る
態
度
は
､
従
来
の

｢孝
｣
と
は
全
然
違

っ
て
い
る
と
｡
｢孝
｣
と
い
う
よ
う
な
'
既
成
の
道
徳
観
念
は
こ
の
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女
性
の
意
識
か
ら
は
跡
形
も
な
く
消
え
て
し
ま

っ
て
い
る
｡
そ
う
い
う
も
は
や
何
の
価
値
観
も
な
い
次
元
に
､
こ
の
姉
は
自
分
の
生
活
を

意
味
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
｡
ゾ

フ
ィ
ー
は
孝
行
な
母
親
思
い
の
娘
だ
､
と
世
間
か
ら
は
言
わ
れ
る
に
し
て
も
､
彼
女
に
と
っ

て
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
｡
彼
女
は
も
は
や
そ
う
い
う
価
値
観
の
外
に
い
る
の
で
あ
る
と
.
そ
し
て
鴎
外
は
こ
う
い
う
ゾ
フ
ィ
I
の

態
度
を
､
バ
ー
ナ
ー
ド

･
シ
ォ
I
の
戯
曲
の

l
人
物
の
能
心度
に
比
し
て
い
ま
す
｡

そ
れ
は
デ

ッ
ク
と
い
う
人
物
で
あ

っ
て
､
こ
の
デ
ッ
ク
が
牧
師
の
館
を
訊
ね
て
'
牧
師
夫
婦
と
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
'
牧
師
は
余
所

へ
い
っ
て
し
ま
う
｡
｢
そ
こ
へ
敵
兵
が
き
て
牧
師
を
縛
ろ
う
と
す
る
｡
縛
ら
れ
て
行
け
ば
'
見
せ
し
め
に
礎
か
何
か
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の

で
す
｡
敵
兵
は
デ

ッ
ク
を
牧
師
だ
と
思

っ
て
縛
り
に
掛
か
る
｡
デ
ッ
ク
は
牧
師
の
積
も
り
で
平
気
で
縛
ら
れ
て
行
き
ま
す
｡
牧
師
が
デ
ッ

ク
の
為
に
恩
義
で
も
あ
る
人
で
す
か
｡
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
｡
実
は
悠
々
た
る
行
路
の
人
な
の
で
す
｡
デ
ッ
ク
は

『
己
は
牧
師

で
は
な
い
』
と
い
う
の
が
嫌
な
の
で
す
｡
デ

ッ
ク
は
非
常
な
仁
人
と
か
義
士
と
か
に
見
え
る
で
し
ょ
う
｡
併
し
ヂ
ッ
ク
の
思
想
は
わ
れ
わ

れ
の
教
え
ら
れ
て
い
る
仁
だ
の
義
だ
の
と
い
う
の
と
ま
る
で
違

っ
て
い
る
の
で
す
O
｣
こ
の
戯
曲
が
ロ
ン
ド
ン
で
初
め
て
上
演
さ
れ
た
と

き
､
観
客
は
こ
の
デ
ッ
ク
と
い
う
人
物
が
ま
る
で
判
ら
な
か

っ
た
｡
そ
れ
で
ヂ
ッ
ク
を
演
ず
る
俳
優
は
批
評
家
と
相
談
し
て
'
こ
の
デ
ッ

ク
は
実
は
､
密
か
に
牧
師
の
妻
を
愛
し
て
い
た
の
だ
t
と
い
う
こ
と
に
し
た
と
鴎
外
は
報
じ
て
い
ま
す
｡

｢
一
体
孝
で
も
､
又
仁
や
義
で
も
､
そ
の
初
に
出
来
た
時
の
あ
り
さ
ま
は
或
は
現
代
の
作
品
に
現
れ
て
い
る
よ
う
な
物
で
は
な
か

っ
た

の
だ
ろ
う
か
｡
全
く
同

一
で
な
い
ま
で
も
'
ど
れ
丈
か
似
た
処
の
あ
る
物
だ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
そ
れ
が
年
代
を
経
て
'
固
ま

っ

て
し
ま
っ
て
'
古
代
宗
教
の
思
想
が
寺
院
の
錠
に
な
る
よ
う
に
､
今
の
人
の
謂
う
孝
と
か
仁
と
か
義
と
か
に
な

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

と
'
こ
ん
な
ふ
う
な
事
も
思
は
れ
る
で
し
ょ
う
｡
現
代
詩
人
の
中
に
は
随
分
散
度
の
よ
う
な
'
自
家
の
宗
教
を
持

っ
て
い
る
ら
し
い
人
が

あ
る
の
で
す
か
ら
ね
｡
-
ル
ケ
な
ん
ぞ
も
其
方
で
す
よ
｡
こ
う
な
る
と
､

一
面
解
決
の
端
緒
が
見
え
そ
う
に
な
る
と
共
に
'

一
面
問
題
は

よ

愈
々
大
き
く
な
る
で
し
ょ
う
｡
併
し
縦

L
や
そ
ん
な
風
に
根
本
の
観
念
は
生
ま
れ
変
わ

っ
て
来
る
か
も
知
れ
な
い
と
し
て
も
､
宗
教
上
に
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寺
院
の
破
壊
が
大
事
件
で
あ
る
と
同
じ
わ
け
で
'
固
ま

っ
た
道
義
的
観
念
の
破
壊
も
大
事
件
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
｡
そ
れ
で
す
か
ら
'
何

故
お
前
は
家
常
茶
飯
の
よ
う
な
危
険
極
ま
る
作
を
翻
訳
す
る
の
だ
と
云
う
人
も
あ
り
ま
し
ょ
う
-
-
｣

醗
外
自
身
に
お
い
て
も
ま
た
､
こ
こ
で
孝
と
か
､
仁
と
か
､
義
と
か
､
今
ま
で
信
じ
ら
れ
て
い
た
人
間
の
生
き
方
を
規
定
す
る
価
値
は
'

す
で
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
そ
し
て
そ
れ
ら
に
替
わ
る
価
値
は
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
t
と
い
う
認
識

に
立

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
そ
し
て
こ
の
認
識
が
従
来
の
道
徳
観
念
の
破
壊
を
前
提
し
て
い
る
限
り
'
そ
れ
は
危
険
な
の

だ
､
と
言

っ
て
い
る
わ
け
で
す
｡

つ
ま
り
は
鴎
外
は
､
そ
う
い
う
危
険
を
生
き
る
女
を
描
い
た
と
言
え
る
わ
け
で
す
o
そ
し
て
彼
女
た
ち

は
'
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
､
新
し
い
も
の
に
向
か

っ
て
生
き
て
ゆ
-
人
間
の
姿
を
表
し
て
い
ま
す
｡
お
佐
代

さ
ん
の
眼
差
し
は
､
｢遠
い
､
遠
い
所
に
注
が
れ
て
い
て
'
自
分
の
死
を
不
幸
だ
と
感
ず
る
余
裕
｣
も
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
t

と
書
か
れ
て
い
ま
す
｡
-
ル
ケ
の
ゾ
フ
ィ
I
に
つ
い
て
も
無
論
'
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
.
-
ル
ケ
は
､
-
ル
ケ
な
り
に
'
こ
う
い
う
態

度
を

｢未
来
の
神
の
生
誕
を
生
き
る
の
だ
｣
と
言

っ
て
い
ま
す
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
'
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
鴎
外
の
女
た
ち
は
こ
の
ゾ
フ
ィ
ー
と
同
じ
次
元
に
生
き
た
女
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
判
り
ま

す
O
そ
し
て
最
後
に
醗
外
自
身
が
'
明
治
の
世
に
こ
れ
ら
の
女
た
ち
と
同
じ
生
き
方
を
し
た
の
だ
t
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

最
後
に
鴎
外
の
遺
書
を
念
の
た
め
に
読
ん
で
下
さ
い
｡
そ
し
て
こ
こ
に
麻
外
が
､
ど
の
よ
う
に
自
分
の

一
生
を
生
き
抜
い
て
き
た
か
､

と
い
う
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
て
下
さ
い
｡
(
1
九
八
九
､
二
月
三
日
)

『遺
言
状
』

余
は
少
年
の
時
よ
り
'
老
死
に
至
る
ま
で

T
切
秘
密
無
-
交
際
し
た
る
友
は
'
賀
古
鶴
所
君
な
り
O
こ
こ
に
死
に
臨
ん
で
賀
古
君
に

1

筆
を
煩
は
す
｡
死
は

一
切
を
打
ち
切
る
重
大
事
件
な
り
｡
奈
何
な
る
官
権
威
力
と
難
､
こ
こ
に
反
抗
す
る
こ
と
を
得
ず
と
信
ず
｡
余
は
'
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石
見
人
森
林
太
郎
と
し
て
死
せ
ん
と
欲
す
｡
宮
内
省
陸
軍
皆
縁
故
あ
れ
ど
も
生
死
別
る
る
瞬
間
､
あ
ら
ゆ
る
外
形
的
取
扱
ひ
を
辞
す
｡
森

林
太
郎
と
し
て
死
せ
ん
と
す
o
墓
は
森
林
太
郎
の
墓
､
の
外

1
字
も
は
る
可
ら
ず
｡
書
は
中
村
不
折
に
依
託
L
t
宮
内
省
陸
軍
の
栄
典
は

よ
う
か
い

絶
対
に
取
り
や
め
を
請
ふ
｡
手
続
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
べ
し
｡
こ
れ
唯

一
の
友
に
云
ひ
残
す
も
の
に
し
て
､
何
人
の

容

壕

を

も
許
さ
ず
｡

以
上
は

｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
に
現
れ
た
女
性
｣
と
題
す
る
昭
和
六
十
四
年
安
前
期
総
合
コ
ー
ス
に
お
い
て
学
生
諸
君
に
喋
っ
た
も
の
を
若
干
加
筆

し
た
も
の
で
あ
る
｡
鴎
外
に
お
け
る
女
性
像
に
関
し
て
は
斉
藤
茂
吉
の

｢醗
外
の
女
性
｣
か
ら
示
唆
を
受
け
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
-
0
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