
《
表
現
よ
み
解
説
シ
リ
ー
ズ
》

表
現
よ
み
と
は
何
か
（
第
６
章
）

―
―

朗
読
で
楽
し
む
文
学
の
世
界

―
―渡

辺

知

明

第
２
部

表
現
よ
み
の
実
践

第
２
章

人
物
の
コ
ト
バ
の
よ
み
方

１

人
物
の
コ
ト
バ
を
ど
う
よ
む
か

朗
読
を
す
る
人
た
ち
の
多
く
は
、
文
学
作
品
を
よ
む
と
き
に
も
、
ふ
つ
う
の
文
章
と
同
じ
よ
う
に
よ
ん
で
い

ま
す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
「
会
話
」
と
「
地
の
文
」
と
が
区
別
の
つ
か
な
い
よ
う
な
よ
み
方
で
す
し
、
俳
優
は

「
地
の
文
」
は
朗
読
調
で
「
会
話
」
は
ま
る
で
舞
台
の
セ
リ
フ
の
そ
の
ま
ま
で
す
。
し
か
し
、
本
来
、
文
学
作

品
の
文
章
は
作
者
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
「
会
話
」
だ
け
と
り
た
て
て
戯
曲
の
よ
う
に
演
出
す

べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
表
現
よ
み
で
問
題
に
す
る
の
は
、
統
一
し
た
作
品
を
、
ど
う
し
た
ら
立
体
的
に
よ
め

る
か
と
い
う
点
で
す
。

表
現
よ
み
の
ポ
イ
ン
ト
が
「
地
の
文
」
の
よ
み
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
の
べ
て
き
ま

し
た
。
小
説
の
文
章
は
「
地
の
文
」
と
「
会
話
」
と
い
っ
た
単
純
な
組
立
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
は
ち

が
っ
た
角
度
か
ら
文
章
の
構
造
を
よ
み
分
け
て
表
現
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

で
は
、
小
説
を
立
体
的
に
よ
む
た
め
に
は
何
を
問
題
に
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

基
本
は
「
語
り
手
の
コ
ト
バ
」
と
「
人
物
の
コ
ト
バ
」
と
の
よ
み
分
け
で
す
。
「
語
り
手
」
は
作
中
の
人
物



に
対
し
て
も
、
読
者
に
対
し
て
も
、
客
観
的
な
立
場
を
と
る
の
が
ふ
つ
う
で
す
か
ら
、
「
語
り
手
の
コ
ト
バ
」

の
よ
み
は
、
距
離
を
と
っ
た
客
観
的
な
表
現
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
人
物
の
コ
ト
バ
」
は
、
よ
み

手
を
人
物
と
一
体
化
さ
せ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
人
物
に
「
は
い
る
」
よ
み
で
す
。
「
は
い
る
・

な
り
き
る
・
の
り
う
つ
る
」
と
い
う
表
現
よ
み
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
人
物
の
コ
ト
バ
の
よ
み
に
つ
い
て
い
え
ま

す
。
作
品
の
立
体
的
な
よ
み
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
人
物
の
コ
ト
バ
の
よ
み
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。

小
説
の
文
章
は
、
作
者
が
語
り
手
と
な
っ
て
「
語
り
手
の
コ
ト
バ
」
で
展
開
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
語
り
手

の
コ
ト
バ
だ
け
で
書
か
れ
た
作
品
は
説
明
文
の
よ
う
な
冷
た
い
感
じ
に
な
り
ま
す
。
登
場
人
物
が
生
き
生
き
と

表
現
さ
れ
た
作
品
は
、
作
品
全
体
が
生
き
生
き
と
し
て
い
ま
す
。
作
者
が
語
り
手
の
立
場
か
ら
だ
け
で
な
く
、

作
中
人
物
の
コ
ト
バ
に
入
り
こ
ん
で
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
作
中
の
「
人
物
の
コ
ト
バ
」
の

よ
み
方
が
表
現
よ
み
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
人
物
の
コ
ト
バ
の
よ
み
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
た
方
法

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
内
容
と
文
脈
と
の
関
連
で
よ
み
方
は
定
ま
り
ま
す
。

ふ
つ
う
「
人
物
の
コ
ト
バ
」
と
い
う
と
、
「
会
話
」
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
「
会
話
」

ば
か
り
で
な
く
、
「
地
の
文
」
の
中
に
も
、
人
物
の
心
や
心
情
に
近
づ
く
表
現
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、

わ
た
し
た
ち
は
「
会
話
」
ば
か
り
で
な
く
、
作
品
の
全
体
か
ら
人
物
の
心
情
や
性
格
を
よ
み
と
れ
る
の
で
す
。

小
説
の
文
章
で
人
物
を
表
現
す
る
方
法
は
い
ろ
い
ろ
あ
リ
ま
す
が
、
人
物
の
コ
ト
バ
の
表
現
に
は
い
く
つ
か

決
ま
っ
た
型
が
あ
り
ま
す
。
代
表
的
な
の
は
、
小
説
が
叙
事
詩
の
表
現
か
ら
受
け
つ
い
だ
方
法
で
す
。
語
り
手

が
人
物
の
行
動
や
動
作
な
ど
を
外
側
か
ら
叙
述
し
て
説
明
す
る
も
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
外
部
視
点
」
に
よ
る

表現よみとは何か(第2章)
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描
き
方
で
す
。
と
き
に
は
、
人
物
の
容
貌
や
服
装
な
ど
を
描
写
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
人
物
の
内
面
的
な

心
理
を
描
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
物
の
内
面
は
も
っ
ぱ
ら
、
そ
の
人
物
自
身
の
行
動
や
会
話
か
ら
想
像
さ

せ
ま
す
。

し
か
し
、
人
物
を
全
面
的
に
描
き
出
す
に
は
、
外
側
ば
か
り
で
な
く
内
面
も
描
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
近
代

の
小
説
に
お
い
て
は
、
会
話
以
外
で
人
物
の
内
面
を
表
現
す
る
方
法
が
い
ろ
い
ろ
工
夫
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
二

十
世
紀
に
入
っ
て
「
意
識
の
流
れ
」
と
い
う
人
物
の
内
的
意
識
を
追
っ
て
書
く
方
法
、
ま
た
人
物
を
外
か
ら
叙

述
し
た
文
体
と
内
面
を
語
る
文
体
と
組
み
合
わ
せ
た
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
の
技
法
な
ど
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
人
間
を
総
合
的
に
表
現
す
る
た
め
の
方
法
で
し
た
。

小
説
独
自
の
文
章
構
造
は
「
語
り
手
の
コ
ト
バ
」
と
「
人
物
の
コ
ト
バ
」
と
い
う
基
本
的
構
成
で
成
り
立
つ

も
の
で
す
。
こ
の
構
造
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
説
を
一
般
の
文
章
と
区
別
し
て
よ
む
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。２

人
物
の
コ
ト
バ
の
四
つ
の
種
類

小
説
を
よ
ん
で
い
る
と
、
「
お
や
っ
、
こ
の
あ
た
り
の
表
現
は
人
物
が
生
き
生
き
し
て
い
る
」
と
感
じ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
人
物
の
内
面
が
表
現
さ
れ
た
コ
ト
バ
が
必
ず
あ
り
ま
す
。

人
物
の
コ
ト
バ
の
表
現
は
大
き
く
四
種
類
に
区
分
で
き
ま
す
。
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（
１
）
登
場
人
物
の
会
話
―
―
人
物
の
コ
ト
バ
が
「

」
、
―
―
、
〈

〉
な
ど
の
引
用
記
号
で
く
く
ら
れ
て
、

直
接
と
り
入
れ
ら
れ
る
場
合
で
す
。
外
国
語
で
い
う
「
直
接
話
法
」
の
表
現
で
す
。

（
２
）
「
…
…
と
思
う
」
「
…
…
と
考
え
た
」
と
い
う
形
の
コ
ト
バ
―
―
外
国
語
で
い
う
「
間
接
話
法
」
で
す
。

引
用
の
記
号
を
使
わ
ず
に
、
語
り
手
に
よ
る
引
用
の
形
を
と
り
ま
す
。

（
３
）
地
の
文
で
の
語
り
手
と
人
物
の
コ
ト
バ
と
の
混
合
―
―
「
地
の
文
」
の
「
語
り
手
の
コ
ト
バ
」
に
「
人

物
の
コ
ト
バ
」
が
引
用
の
形
を
と
ら
ず
に
入
り
混
じ
っ
て
い
ま
す
。

（
４
）
登
場
人
物
の
つ
ぶ
や
き
文
体
の
コ
ト
バ
―
―
「
地
の
文
」
の
中
に
比
較
的
長
く
、
連
続
的
に
「
人
物
の

コ
ト
バ
」
が
組
み
込
ま
れ
る
場
合
で
す
。
文
単
位
や
段
落
単
位
の
大
き
な
も
の
で
す
。

（
１
）

人
物
の
会
話
の
よ
み
方

人
物
の
会
話
に
「

」
（
カ
ギ
）
、
―
―
（
ダ
ッ
シ
ュ
）
、
〈

〉
（
や
ま
カ
ッ
コ
）
な
ど
の
記
号
を
つ
け

て
引
用
す
る
表
現
は
も
っ
と
も
多
く
使
わ
れ
ま
す
。
引
用
符
の
中
の
コ
ト
バ
は
作
中
人
物
の
コ
ト
バ
で
す
。
し

か
し
、
実
在
の
人
物
の
コ
ト
バ
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
作
品
を
書
い
た
の
は
作

者
で
す
か
ら
、
会
話
を
ふ
く
む
作
品
全
体
に
つ
い
て
最
終
的
な
責
任
を
も
っ
て
い
ま
す
。

「
地
の
文
」
と
「
会
話
」
を
区
別
し
て
よ
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
そ
う
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

表現よみとは何か(第2章)
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ん
。
会
話
が
よ
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
作
品
の
よ
み
が
楽
し
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
表
現
よ
み
の
上
達
段
階

か
ら
見
る
と
、
地
の
文
と
会
話
の
よ
み
の
区
別
は
第
一
歩
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
会
話
を
会
話
ら
し
い
口
調
で
よ
む

の
は
案
外
や
さ
し
い
も
の
で
す
。
む
し
ろ
大
切
な
の
は
一
つ
一
つ
の
会
話
の
意
味
を
理
解
し
て
、
そ
の
文
脈
に

ふ
さ
わ
し
く
表
現
す
る
こ
と
で
す
。

「
会
話
」
は
文
中
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
独
立
し
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
会
話
だ
け
を
取
り
出
し

て
舞
台
劇
で
の
セ
リ
フ
の
よ
う
に
よ
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
小
説
の
文
章
は
戯
曲
と
は
ち
が
い
ま
す
。
会
話
を

す
る
人
物
の
背
後
に
は
「
語
り
手
」
が
い
て
、
さ
ら
に
、
そ
の
背
後
に
作
者
も
ひ
か
え
て
い
ま
す
か
ら
、
つ
ぎ

の
図
の
よ
う
な
三
層
の
構
造
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

大
久
保
忠
利
は
、
会
話
の
は
た
ら
き
を
検
討
す
る
方
法
を
二
つ
の
角
度
か
ら
示
し
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
会

話
の
向
け
ら
れ
る
相
手
の
問
題
で
、
も
う
一
つ
は
、
会
話
の
内
容
の
検
討
の
問
題
で
す
。

第
一
に
、
会
話
の
向
け
ら
れ
る
相
手
の
ち
が
い
は
次
の
三
種
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
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ま
ず
、
こ
の
区
別
を
意
識
す
る
だ
け
で
も
会
話
の
よ
み
方
が
変
わ
り
ま
す
。
た
と
え
同
じ
コ
ト
バ
の
会
話
で

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
い
て
よ
み
方
は
変
わ
り
ま
す
。
つ
づ
け
て
二
度
く
り
か
え
さ
れ
た
と
き
で
も
そ
う

で
す
。

作
者
は
ひ
と
つ
の
会
話
を
書
く
と
き
に
、
そ
の
内
容
ば
か
り
で
な
く
、
人
物
の
声
の
響
き
や
調
子
ま
で
意
識

し
て
い
ま
す
。
黙
読
を
す
る
と
き
に
は
、
会
話
の
内
容
は
理
解
し
て
も
、
人
物
の
声
の
響
き
や
調
子
ま
で
は
な

か
な
か
つ
か
め
ま
せ
ん
。
作
者
の
想
像
し
た
声
に
近
づ
い
て
こ
そ
本
当
の
文
学
の
よ
み
に
な
る
の
で
す
。

会
話
の
よ
み
を
工
夫
す
る
に
は
、
下
よ
み
の
と
き
に
こ
の
三
項
目
で
一
つ
一
つ
の
会
話
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と

よ
い
で
し
ょ
う
。
一
つ
の
会
話
を
何
と
お
り
か
の
解
釈
で
よ
ん
で
比
較
す
る
の
も
よ
い
勉
強
に
な
り
ま
す
。
練

習
の
段
階
で
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
会
話
に
記
号
づ
け
し
ま
す
が
、
慣
れ
て
く
る
と
い
ち
い
ち
確
認
し
な
く
て

も
、
と
っ
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
み
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

第
二
に
検
討
す
る
の
は
、
会
話
の
内
容
を
ウ
ラ
づ
け
る
六
つ
の
項
目
で
す
。
「
問
い
か
け
コ
ト
バ
」
で
示
さ

れ
て
い
ま
す
か
ら
、
会
話
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
に
な
り
ま
す
。

表現よみとは何か(第2章)
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○
そ
の
会
話
が
ダ
レ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
？

ａ

相
手
に
話
し
か
け
て
い
る
コ
ト
バ

ｂ
（
形
は
相
手
に
で
も
）
自
分
に
言
っ
て
い
る
コ
ト
バ

ｃ

声
に
し
な
い
ひ
と
り
ご
と

グ
ル
ー
プ
学
習
の
と
き
に
は
、
こ
の
二
種
類
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
で
会
話
を
検
討
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

（
２
）

「
…
…
と
思
う
」
「
…
…
と
考
え
た
」
の
よ
み
方

語
り
手
が
作
品
の
展
開
の
テ
ン
ポ
を
速
め
て
事
件
を
説
明
す
る
と
き
に
使
わ
れ
る
形
で
す
。
語
り
手
の
説
明

的
な
文
体
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
、
会
話
の
直
接
の
引
用
と
は
ち
が
っ
て
「
人
物
の
コ
ト
バ
」
の
生
な
ま

し
さ
は
弱
ま
っ
て
印
象
は
う
す
く
な
り
ま
す
。

こ
の
形
は
必
ず
「
○
○
は
…
…
と
思
っ
た
（
と
考
え
た
）
」
と
い
う
コ
ト
バ
に
は
さ
ま
れ
て
い
る
の
で
、
見

分
け
る
の
は
か
ん
た
ん
で
す
。
は
さ
ま
れ
た
部
分
は
「
間
接
話
法
」
に
似
て
い
ま
す
。
こ
の
人
物
の
コ
ト
バ
に

「

」
を
つ
け
て
み
る
と
、
直
接
話
法
と
同
じ
よ
う
な
文
体
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
ま
ま
で
は
人
物
の

- 8 -

○
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
会
話
の
内
容
を
検
討
す
る
項
目

Ａ

話
者
―
だ
れ
が
だ
れ
に
言
っ
て
い
ま
す
か
？

Ｂ

気
持
―
ど
ん
な
気
持
（
感
情
）
で
言
っ
て
い
ま
す
か
？

Ｃ

目
的
―
言
っ
て
い
る
目
的
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
？

Ｄ

態
度
―
ど
ん
な
身
体
つ
き
、
顔
つ
き
で
言
っ
て
る
で
し
ょ
う
か
？

Ｅ

受
け
手
―
そ
う
言
わ
れ
て
い
る
人
の
気
持
ち
を
心
に
浮
べ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
！

Ｆ

結
果
―
対
話
者
た
ち
の
間
に
、
ど
ん
な
空
気
が
生
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？



語
っ
た
コ
ト
バ
と
し
て
お
か
し
い
し
、
文
法
的
に
も
不
自
然
で
す
。
そ
の
よ
う
な
く
い
ち
が
い
は
、
と
く
に
登

場
人
物
の
名
前
の
よ
び
方
や
指
示
語
の
表
現
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

こ
の
型
が
多
い
の
は
、
夏
目
漱
石
『
そ
れ
か
ら
』
で
す
。
こ
の
作
品
で
は
全
編
を
通
じ
て
主
人
公
「
代
助
」

の
内
面
が
こ
の
文
体
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
部
を
引
用
し
て
、
人
物
の
内
面
の
コ
ト
バ
を
〈

〉
で
示

し
ま
し
ょ
う
。
原
文
の
か
な
づ
か
い
は
現
代
の
も
の
に
変
え
ま
し
た
。
表
現
よ
み
の
た
め
に
記
号
づ
け
も
し
ま

し
た
の
で
、
必
ず
声
を
出
し
な
が
ら
よ
ん
で
く
だ
さ
い
。

「
人
物
の
コ
ト
バ
」
の
終
わ
り
は
「
…
…
と
…
…
し
た
」
と
い
う
形
で
結
ば
れ
ま
す
。
「
語
り
手
（
＝
作
者
）
」

は
、
人
物
（
＝
代
助
）
に
つ
い
て
客
観
的
に
叙
述
し
て
い
ま
す
か
ら
、
〈

〉
の
外
側
の
文
は
客
観
的
な
よ
み

に
な
り
ま
す
。
解
説
的
な
よ
み
の
調
子
で
す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
よ
う
な
朗
読
調
で
よ
ん
で
も
、
そ
う
お
か
し

く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
、
〈

〉
内
は
人
物
（
＝
代
助
）
の
ひ
と
り
ご
と
の
文
体
な
の
で
、
人
物

に
近
づ
い
た
よ
み
方
を
し
ま
す
。

表現よみとは何か(第2章)
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代
助
は
盃
へ
唇
を
付
け
な
が
ら
、
〈
是
か
ら
先
は
も
う
云
う
必
要
が
な
い
〉
と/

感
じ
た
。
〈
元
来
が

/

平
岡
を
自
分
の
様
に
考
え
直
さ
せ
る
為
の
弁
論
で
も
な
し
、
又
平
岡
か
ら
意
見
さ
れ
に
来
た
訪
問
で
も

な
い
。
二
人
は/

い
つ
迄
立
っ
て
も
、
二
人
と
し
て
離
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
命
を
有
っ
て
い
る

ん
だ
〉
と
、
始
め
か
ら
心
付
い
て
い
る
か
ら
、
〈
議
論
は
能
い
加
減
に
引
き
上
げ
て
、
三
千
代
の
仲
間

入
り
の
出
来
る
様
な
、
普
通
の
社
交
の
題
目
に
談
話
を
持
っ
て
こ
よ
う
〉
と
試
み
た
。
（
六
）

「
人
物
の
コ
ト
バ
」
は
、
よ
み
手
が
自
分
自
身
の
こ
と
を
語
る
よ
う
な
つ
も
り
で
よ
み
ま
す
。
文
の
は
じ
ま

り
を
語
り
手
の
コ
ト
バ
の
つ
も
り
で
よ
み
す
す
む
う
ち
に
、
「
…
…
と
し
た
」
を
境
に
「
人
物
の
コ
ト
バ
」
か

ら
「
語
り
手
の
コ
ト
バ
」
へ
と
す
ば
や
く
転
換
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
に
引
か
れ
た
コ
ト
バ
が
人
物
の
会
話

そ
の
ま
ま
だ
と
す
る
と
、
ず
い
ぶ
ん
固
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
固
さ
は
人
物
の
コ
ト
バ
が
語
り
手
の
考
え
を

通
過
す
る
と
き
に
解
釈
が
加
わ
っ
た
た
め
で
す
。

『
そ
れ
か
ら
』
の
人
物
の
内
面
描
写
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
方
法
で
す
。
主
人
公
・
代
助
の
人
物
像
が
知
的
で

理
屈
っ
ぽ
い
感
じ
を
与
え
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
人
物
の
コ
ト
バ
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
展
開
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
人
物
の
考
え
の
内
容
も
知
的
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
漱
石
の
作
品

の
内
容
の
方
面
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
表
現
よ
み
の
場
合
に
重
要
な
の
は
、

主
人
公
の
性
格
や
思
想
を
描
き
出
し
て
い
る
根
拠
を
一
つ
一
つ
の
文
章
の
表
現
で
と
ら
え
る
こ
と
で
す
。
そ
こ

か
ら
深
い
よ
み
が
生
ま
れ
ま
す
。

あ
な
た
も
ぜ
ひ
『
そ
れ
か
ら
』
全
編
を
分
析
し
な
が
ら
よ
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
は
、
む
ず
か
し
い
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
文
の
よ
う
に
エ
ン
ピ
ツ
で
〈

〉
の
印
し
を
つ
け
な
が
ら
よ
ん
で
ゆ
け
ば
よ
い
の
で

す
。
小
説
の
文
章
構
造
を
分
析
す
る
よ
い
訓
練
に
な
り
ま
す
。

（
３
）

語
り
手
の
コ
ト
バ
と
混
合
し
た
人
物
の
コ
ト
バ
の
よ
み
方

こ
の
文
体
は
小
説
の
文
章
の
魅
力
が
も
っ
と
も
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
す
。
人
物
の
内
面
に
深
く
は
い
り
こ
ん
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で
い
る
の
で
、
前
の
二
つ
よ
り
も
複
雑
な
形
に
な
り
ま
す
。
そ
の
か
わ
り
、
小
説
の
文
章
の
魅
力
が
も
っ
と
も

発
揮
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
２
）
で
は
、
ひ
と
つ
な
が
り
の
文
章
が
人
物
の
つ
ぶ
や
き
の
よ
う
な
形
で
書
か
れ
て
、

そ
の
終
り
に
「
と
…
…
し
た
」
と
受
け
る
コ
ト
バ
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
ち
ら
に
は
は
っ
き
り
し
た

手
が
か
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
物
の
コ
ト
バ
は
語
り
手
の
コ
ト
バ
と
混
じ
り
あ
っ
て
と
け
こ
ん
で
い
ま
す
。
地

の
文
の
な
か
に
人
物
自
身
の
コ
ト
バ
が
、
単
語
や
句
、
と
き
に
は
文
と
し
て
と
り
入
れ
ら
れ
ま
す
。
と
り
入
れ

た
語
や
句
や
文
は
、
そ
の
人
物
自
身
の
価
値
判
断
や
人
物
自
身
の
感
覚
や
心
理
や
感
情
を
示
し
て
い
ま
す
。
バ

フ
チ
ン
の
い
う
ア
ク
セ
ン
ト
の
表
現
で
す
。

こ
の
文
体
が
使
わ
れ
る
の
は
、
語
り
手
が
作
品
の
展
開
に
つ
い
て
説
明
し
た
り
、
人
物
の
考
え
を
叙
述
す
る

部
分
で
す
。
人
物
の
内
面
と
直
接
に
は
関
係
な
く
、
語
り
手
が
説
明
す
る
文
脈
で
す
。
そ
こ
に
ポ
ツ
ン
と
人
物

の
直
接
の
心
情
が
浮
き
出
た
よ
う
に
う
め
こ
ま
れ
ま
す
。

表現よみとは何か(第2章)
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代
助
は/

此
前
平
岡
の
訪
問
を
受
け
て
か
ら
、
〈
心
待
ち
に
〉
後
か
ら
三
千
代
の
来
る
の
を
待
っ
て
い

た
。
け
れ
ど
も
、
平
岡
の
言
葉
は
遂
に/
事
実
と
し
て
現
れ
て
来
な
か
っ
た
。
〈
特
別
の
事
情
が
あ
っ
て
、

三
千
代
が
わ
ざ
と
来
な
い
の
か
、
又
は
平
岡
が
始
め
か
ら
御
世
辞
を
使
っ
た
の
か
〉
、
疑
問
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
た
め
、
代
助
は
心
の
何
処
か
に
〈
空
虚
〉
を
感
じ
て
い
た
。
然
し/

彼
は
此
〈
空
虚
な
感
じ
〉
を
、

〈
一
つ
の
経
験
〉
と
し
て
日
常
生
活
中
に
見
出
し
た
迄
で
、
〈
其
原
因
を
ど
う
す
る
の
、
斯
う
す
る
の
〉

と
云
う
気
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
〈
此
経
験
〉
自
身
の
奥
を
覗
き
込
む
と
、
〈
そ
れ
以
上
に
暗
い
影
が

ち
ら
つ
い
て
い
る
〉
様
に
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
一
〇
）

こ
の
方
法
は
『
そ
れ
か
ら
』
で
も
、
そ
う
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
〈

〉
で
示
す
の
が

人
物
の
コ
ト
バ
を
意
味
す
る
語
や
句
で
す
。
そ
こ
に
、
主
人
公
・
代
助
の
直
接
の
心
情
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
部
分
も
「
語
り
手
」
が
語
る
形
で
す
が
、
〈

〉
の
部
分
で
人
物
の
心
に
は
い
り
ま
す
。
そ
の
単
語
や

句
の
部
分
で
は
、
人
物
（
＝
代
助
）
が
ふ
い
に
口
を
は
さ
ん
だ
よ
う
な
生
な
ま
し
い
効
果
が
生
れ
て
、
作
品
の

調
子
を
立
体
化
し
て
い
ま
す
。
語
り
手
の
文
の
中
で
〈

〉
の
部
分
が
人
物
を
浮
き
ぼ
り
に
し
て
、
ア
ク
セ
ン

ト
を
つ
け
て
い
る
の
で
す
。

表
現
よ
み
の
場
合
、
こ
の
〈

〉
の
コ
ト
バ
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
お
い
て
よ
み
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
部
分
の

単
語
の
音
程
を
あ
げ
た
り
音
を
強
め
て
よ
む
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
語
句
が
人
物
の
コ
ト
バ
で
あ
る
こ

と
を
意
識
し
て
、
し
か
も
自
然
に
よ
み
ま
す
。
そ
こ
だ
け
を
わ
ざ
と
強
調
し
て
よ
ん
だ
ら
お
か
し
な
こ
と
に
な

り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
文
体
は
作
者
の
計
算
と
い
う
よ
り
直
観
で
作
り
あ
げ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
人
物
の
行

動
や
性
格
や
心
理
を
深
く
考
え
て
文
章
を
書
き
つ
ぐ
と
き
、
そ
の
人
物
の
心
の
コ
ト
バ
に
入
り
こ
む
の
で
し
ょ

う
。
そ
れ
ほ
ど
、
作
者
は
人
物
の
内
面
に
想
像
を
は
た
ら
か
せ
て
い
る
の
で
す
。
作
者
に
は
人
物
の
心
に
入
る

能
力
が
必
要
で
す
。
そ
ん
な
境
地
に
近
づ
く
一
つ
の
手
が
か
り
が
文
章
の
構
造
分
析
で
す
。
作
者
が
人
物
の
心

の
中
に
ど
れ
だ
け
入
り
こ
ん
だ
か
文
章
の
表
現
で
裏
づ
け
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
が
よ
み
に
も
生
き
る
の
で
す
。
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（
４
）

語
り
手
の
コ
ト
バ
を
分
断
す
る
人
物
の
コ
ト
バ
の
よ
み
方

こ
れ
は
人
物
の
つ
ぶ
や
き
を
ま
っ
た
く
独
立
さ
せ
た
文
の
か
た
ち
で
、
段
落
や
章
と
し
て
語
り
手
の
文
脈
に

と
り
い
れ
る
方
法
で
す
。
『
そ
れ
か
ら
』
に
は
こ
の
書
き
方
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
日
本
の
小
説
が
こ
の
文
体
を

と
り
入
れ
た
の
は
新
し
い
時
期
で
す
。
日
本
の
作
家
で
こ
れ
を
さ
か
ん
に
使
っ
た
の
は
太
宰
治
で
す
。
こ
の
文

体
が
あ
る
た
め
に
太
宰
治
の
小
説
で
は
人
物
の
あ
の
微
妙
な
心
の
動
き
が
表
現
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
文
体
の
例
を
太
宰
治
『
女
の
決
闘
』
か
ら
引
用
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
作
品
は
、
段
落
単
位
で
い
く
つ
か

の
文
体
に
役
割
の
分
担
を
さ
せ
て
、
文
体
と
文
体
と
の
対
話
（
＝
討
論
）
の
形
式
で
書
か
れ
た
作
品
で
す
。
こ

れ
も
〈

〉
内
に
入
れ
て
人
物
の
コ
ト
バ
を
示
し
ま
し
ょ
う
。

こ
の
型
で
は
か
な
り
長
く
人
物
の
コ
ト
バ
が
続
く
の
が
特
徴
で
す
。
例
文
で
は
、
前
半
三
分
の
二
の
〈

〉

内
が
人
物
（
＝
男
）
の
つ
ぶ
や
き
の
コ
ト
バ
で
、
終
わ
り
の
部
分
が
語
り
手
の
コ
ト
バ
で
す
。
人
物
の
つ
ぶ
や

き
は
語
り
手
の
評
価
か
ら
独
立
し
て
、
ま
っ
た
く
自
由
な
意
識
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
れ
に

表現よみとは何か(第2章)
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〈
あ
あ
、
決
闘
や
め
ろ
。
拳
銃
か
ら
り
と
投
げ
だ
し
て
二
人
で
笑
え
。
止
し
た
ら
、
な
ん
で
も
な
い
こ

と
だ
。
さ
さ
や
か
な
ト
ラ
ブ
ル
の
思
い
出
と
し
て
残
る
だ
け
の
こ
と
だ
。
誰
に
も
知
ら
れ
ず
に
す
む
の

だ
。
私
は
二
人
を
愛
し
て
い
る
。
お
ん
な
じ
よ
う
に
愛
し
て
い
る
。
可
愛
い
。
怪
我
し
て
は
、
い
け
な

い
。
や
め
て
欲
し
い
〉
と
も
い
う
の
だ
が
、
さ
て
、
こ
の
男
に
は
幹
の
陰
か
ら
身
を
躍
ら
せ
て
二
人
の

間
に
飛
び
込
む
ほ
ど
の
決
断
も
つ
か
ぬ
の
で
す
。

対
し
て
、
終
わ
り
に
使
わ
れ
て
い
る
語
り
手
の
文
体
は
、
こ
の
人
物
を
批
評
的
に
と
ら
え
る
役
割
を
果
た
し
て

い
ま
す
。

こ
の
部
分
を
表
現
よ
み
す
る
場
合
、
前
半
は
人
物
の
内
面
の
コ
ト
バ
な
の
で
自
分
が
人
物
に
同
化
し
て
心
を

動
か
す
よ
み
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
半
は
人
物
の
考
え
へ
の
コ
メ
ン
ト
な
の
で
、
解
説
者
の
よ
う

な
客
観
的
よ
み
に
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ま
で
の
三
つ
の
文
体
と
は
ち
が
っ
て
、
こ
の
文
体
は
い
く
つ
か
の
文
か
段
落
単
位
で
転
換
し
て
い
ま
す
。

そ
の
文
体
の
見
分
け
は
、
ま
ず
「
語
り
手
の
コ
ト
バ
」
と
「
人
物
の
コ
ト
バ
」
に
分
か
れ
、
さ
ら
に
「
語
り
手

の
コ
ト
バ
」
は
随
筆
的
な
性
格
と
評
論
的
な
性
格
と
に
分
か
れ
ま
す
。
ま
た
、
「
人
物
の
コ
ト
バ
」
で
は
、
つ

ぶ
や
き
文
体
の
ほ
か
に
手
紙
や
日
記
の
文
体
な
ど
を
と
り
入
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
表
現
よ
み
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
特
徴
を
意
識
し
て
よ
み
分
け
ま
す
。

つ
ぶ
や
き
文
体
は
、
人
物
の
心
の
内
面
を
直
接
に
表
現
す
る
の
に
適
し
た
文
体
で
、
叙
情
詩
の
表
現
に
近
い

の
が
特
徴
で
す
。
人
物
の
心
の
微
妙
な
細
か
い
表
現
が
可
能
な
の
で
、
朗
読
調
や
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
よ
う
な
客

観
的
な
よ
み
で
は
よ
み
こ
な
せ
ま
せ
ん
。
表
現
よ
み
で
こ
そ
再
現
可
能
な
文
体
で
す
。

『
女
の
決
闘
』
は
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
の
文
体
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
見
本
と
な
る
作
品
な
の
で
、
分

析
的
関
心
を
も
っ
て
全
体
を
よ
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
小
説
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
が
、
い
か
に
自
由
な
書
き

方
を
ゆ
る
す
も
の
か
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
つ
ぶ
や
き
文
体
だ
け
で
小
説
が
書
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
可
能
で
す
。
い
い
例
は
太
宰
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治
『
女
生
徒
』
『
お
さ
ん
』
な
ど
、
女
性
の
語
り
形
式
で
書
か
れ
た
作
品
で
す
。
こ
れ
ら
の
作
品
も
つ
ぶ
や
き

文
体
の
見
本
と
し
て
研
究
す
る
価
値
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
語
り
手
が
一
人
称
の
立
場
か
ら
手
紙

や
日
記
に
近
い
表
現
で
人
間
の
内
面
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
文
体
を
よ
み
こ
な
す
た
め
に
は
、

作
家
の
日
記
や
書
簡
集
を
よ
む
練
習
を
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

３

文
章
の
意
識
層

こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
小
説
は
、
作
者
・
語
り
手
・
人
物
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
意
識
層
を
表
現
す
る
文
体
で

書
か
れ
て
い
ま
す
。
表
現
よ
み
は
、
作
品
の
文
章
に
表
現
さ
れ
た
意
識
層
の
変
化
を
と
ら
え
な
が
ら
作
品
を
立

体
的
に
表
現
す
る
も
の
で
す
。

で
は
、
も
う
少
し
深
く
人
物
の
内
面
の
よ
み
の
細
か
い
部
分
の
転
換
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
よ
み

手
の
意
識
は
作
者
が
作
品
を
書
く
と
き
の
意
識
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
作
品
の
な
か
で
作
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
人

物
の
立
場
に
立
ち
ま
す
。
あ
る
と
き
は
作
者
の
立
場
か
ら
、
あ
る
と
き
は
「
語
り
手
」
の
立
場
か
ら
、
さ
ら
に

人
物
の
内
面
に
も
は
い
り
こ
ん
だ
意
識
で
も
書
き
ま
す
。
と
く
に
、
人
物
の
内
面
に
入
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の

人
物
の
感
覚
・
感
情
・
心
理
・
考
え
を
内
面
か
ら
表
現
す
る
コ
ト
バ
も
使
い
ま
す
。

作
品
に
は
こ
の
よ
う
な
作
者
の
意
識
の
レ
ベ
ル
の
変
化
が
文
章
の
構
造
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

よ
み
手
も
意
識
の
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
て
よ
む
の
で
す
。
「
自
分
は
書
か
れ
た
文
字
を
よ
ん
で
い
る
」
と
い
う
意

表現よみとは何か(第2章)
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識
で
よ
ん
だ
の
で
は
平
面
的
な
表
現
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
よ
み
手
は
作
品
の
文
章
構
造
を
よ
み
と
り
つ
つ
、

文
章
に
表
現
さ
れ
た
意
識
の
転
換
と
変
化
と
を
味
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
表
現
よ
み
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ

そ
作
品
に
お
け
る
意
識
の
変
化
に
接
近
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
す
。

で
は
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
『
女
の
一
生
』
を
例
に
し
て
、
作
品
に
お
け
る
意
識
層
の
転
換
を
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

翻
訳
は
杉
捷
夫
の
も
の
を
使
い
ま
す
。
こ
の
翻
訳
は
小
説
の
文
章
の
構
造
が
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
冒
頭

の
場
面
を
引
用
す
る
前
に
、
そ
こ
に
至
る
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

主
人
公
ジ
ャ
ー
ヌ
は
十
七
歳
で
修
道
院
で
の
生
活
を
終
え
ま
す
。
そ
し
て
、
両
親
と
と
も
に
す
ご
す
別
荘
で

の
新
し
い
生
活
へ
の
希
望
に
も
え
な
が
ら
、
あ
い
に
く
の
雨
の
中
を
馬
車
で
出
発
し
ま
す
。
馬
車
は
ま
ず
河
岸

通
り
へ
お
り
て
走
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
い
く
つ
も
の
牧
場
を
横
切
っ
て
、
さ
ら
に
走
り
つ
づ
け
る
の
で
す
。

こ
の
引
用
も
表
現
よ
み
の
た
め
に
記
号
づ
け
し
ま
し
た
の
で
、
声
を
出
し
て
よ
ん
で
く
だ
さ
い
。
記
号
は
す

べ
て
引
用
者
の
つ
け
た
も
の
で
す
。
あ
と
で
丸
数
字
の
文
を
一
文
ご
と
に
解
説
し
ま
す
。

（
１
）

「
語
り
手
」
に
よ
る
全
体
状
況
の
説
明

作
品
の
全
体
は
最
終
的
に
は
作
者
の
思
想
で
ま
と
め
ら
れ
ま
す
が
、
作
品
の
各
部
に
は
語
り
手
と
人
物
の
意

識
の
転
換
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
構
成
は
一
段
落
や
一
文
の
単
位
の
大
き
な
も
の
か
ら
、
細
か
く
は
一
文
中
の
一

単
語
が
意
識
層
を
形
成
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
一
つ
の
文
の
中
に
複
数
の
意
識
層
の
変
化
が
含
ま
れ

る
こ
と
さ
え
め
ず
ら
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
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こ
の
引
用
部
分
の
「
語
り
手
」
の
意
識
転
換
の
段
階
は
大
き
く
三
つ
に
分
か
れ
ま
す
。

①
・
②
の
文
は
、
こ
の
場
面
の
全
体
状
況
の
客
観
的
な
説
明
で
す
。
こ
の
作
品
は
三
人
称
の
「
語
り
手
」
に

よ
っ
て
語
ら
れ
ま
す
が
、
①
の
書
き
だ
し
の
「
み
ん
な
」
は
、
主
人
公
ジ
ャ
ー
ヌ
の
直
接
の
意
識
を
想
像
さ
せ

ま
す
。
語
り
手
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
登
場
人
物
た
ち
を
「
人
々
は
」
と
呼
ぶ
は
ず
で
す
。
そ
れ
な
の
に
「
み

ん
な
」
と
呼
ぶ
の
で
、
語
り
手
が
ジ
ャ
ー
ヌ
の
内
面
に
は
い
っ
た
気
が
す
る
の
で
す
。
十
七
歳
の
ジ
ャ
ー
ヌ
の

表現よみとは何か(第2章)
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①
み
ん
な
は
口
を
き
か
な
か
っ
た
。
②
精
神
も/

地
面
同
様
ぬ
れ
そ
ぼ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

③
か
あ
さ
ん
は
、
う
し
ろ
に
よ
り
か
か
り
、
頭
を
も
た
せ
て
、
ま
ぶ
た
を
と
じ
た
。
④
男
爵
は
も
の
う

げ
な
目
つ
き
で
、
ぬ
れ
そ
ぼ
っ
た
単
調
な
野
良
の
景
色
を
な
が
め
て
い
た
。
⑤
ロ
ザ
リ
は
、
ひ
ざ
の
上

に
包
を
の
せ
て
、
下
層
社
会
の
も
の
に
特
有
の/

例
の
動
物
的
な
夢
見
心
地
で/

物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い

た
。
⑥
け
れ
ど
も
、
ジ
ャ
ー
ヌ
は
、
こ
の
生
あ
た
た
か
い
豪
雨
の
下
で
、
と
じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
植
物

が
風
に
当
て
ら
れ
た
よ
う
に
、
よ
み
が
え
っ
た
心
地
が
し
て
い
た
。
⑦
彼
女
の
歓
喜
が
、
木
の
葉
の
茂

み
の
よ
う
に/

彼
女
の
心
を
憂
愁
か
ら
保
護
し
て
い
た
。
⑧
話
し
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
彼
女
は
大

声
に
う
た
い
た
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
⑨
馬
車
の
そ
と
へ
手
を
の
ば
し
て
み
た
く
て
た
ま
ら
な
か
っ

た
。
⑩
〈
水
を
た
め
て
飲
ん
で
や
り
た
い
〉
、
そ
う
思
う
の
で
あ
っ
た
。
⑪
馬
の
早
駆
け
に
運
ば
れ
る

の
が
、
荒
涼
た
る
景
色
を
な
が
め
る
の
が
、
〈
こ
の
大
雨
の
ま
ん
な
か
で/

安
全
に
身
を
ま
も
ら
れ
て
い

る
〉
と
感
じ
る
の
が
、
ジ
ャ
ー
ヌ
に
は
楽
し
か
っ
た
。
（
13
ペ
）

意
識
で
よ
み
は
じ
め
ま
す
が
、
②
「
思
わ
れ
た
」
で
語
り
手
の
意
識
に
ひ
き
も
ど
さ
れ
ま
す
。

①
で
「
語
り
手
」
は
客
観
的
に
馬
車
の
中
の
「
み
ん
な
」
（
＝
男
爵
夫
人
・
男
爵
・
ロ
ザ
リ
（
女
中
）
・
ジ
ャ
ー

ヌ
の
四
人
）
の
態
度
を
説
明
し
ま
す
。
②
の
「
思
わ
れ
た
」
は
、
自
発
（
自
然
に
そ
う
い
う
思
い
に
な
る
）
の

表
現
で
す
が
、
「
よ
う
に
」
と
い
う
外
か
ら
想
像
す
る
意
識
と
重
な
っ
て
、
「
語
り
手
」
の
客
観
的
な
判
断
も

感
じ
ら
れ
ま
す
。
「
思
わ
れ
た
」
を
ジ
ャ
ー
ヌ
の
意
識
と
重
ね
て
よ
む
こ
と
も
可
能
で
す
が
、
や
は
り
「
語
り

手
」
の
意
識
か
ら
よ
む
方
が
自
然
で
す
。
「
精
神
」
と
は
特
定
の
人
物
の
心
の
こ
と
な
の
か
、
馬
車
の
人
た
ち

全
体
の
心
な
の
か
ア
イ
マ
イ
で
す
。

（
２
）

「
語
り
手
」
に
よ
る
人
物
紹
介

③
か
ら
⑤
で
は
、
語
り
手
が
人
物
を
紹
介
し
ま
す
。
最
初
に
語
り
手
が
、
夫
人
を
「
か
あ
さ
ん
」
と
呼
ぶ
の

で
、
一
瞬
「
こ
れ
は
ジ
ャ
ー
ヌ
の
コ
ト
バ
な
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
お
ど
ろ
か
さ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
「
か
あ

さ
ん
」
と
は
、
ジ
ャ
ー
ヌ
の
立
場
か
ら
の
母
親
の
呼
び
名
だ
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
④
ま
で
よ
み
つ
ぐ
と
、
父

親
を
「
父
さ
ん
」
で
は
な
く
「
男
爵
」
と
よ
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
語
り
手
の
意
識
に
ひ
き
も
ど
さ
れ
ま
す
。
そ

れ
で
も
、
よ
み
手
の
心
に
は
、
い
っ
た
ん
ジ
ャ
ー
ヌ
の
意
識
に
入
っ
た
印
象
が
消
え
ず
に
残
り
ま
す
。

⑤
で
、
語
り
手
は
女
中
の
ロ
ザ
リ
に
つ
い
て
あ
か
ら
さ
ま
な
批
評
を
く
わ
え
て
い
ま
す
。
女
中
の
態
度
が

「
下
層
社
会
の
も
の
に
特
有
な
例
の
動
物
的
な
夢
見
心
地
」
だ
と
い
う
考
え
は
貴
族
的
な
偏
見
に
満
ち
た
思
想

で
す
。
ど
う
や
ら
作
者
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
が
思
わ
ず
書
い
て
し
ま
っ
た
思
想
の
よ
う
で
す
。
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（
３
）

主
人
公
の
内
面
へ
の
接
触

⑥
か
ら
⑪
で
、
語
り
手
は
主
人
公
ジ
ャ
ー
ヌ
の
意
識
の
内
面
へ
と
接
触
し
ま
す
。
し
か
し
、
意
識
の
主
導
権

は
、
あ
く
ま
で
語
り
手
が
に
ぎ
っ
て
い
ま
す
。
人
物
の
意
識
が
完
全
に
独
立
し
た
「
つ
ぶ
や
き
の
コ
ト
バ
」
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
ジ
ャ
ー
ヌ
の
意
識
の
生
き
生
き
し
た
表
現
に
変
わ
り
ま
す
。

⑥
の
接
続
語
「
け
れ
ど
も
」
で
、
語
り
手
は
観
察
者
の
立
場
か
ら
主
人
公
ジ
ャ
ー
ヌ
の
意
識
の
内
面
へ
の
転

換
を
き
わ
だ
た
せ
ま
す
。
そ
の
あ
と
の
「
生
あ
た
た
か
い
豪
雨
」
「
よ
み
が
え
っ
た
心
地
」
と
い
う
コ
ト
バ
に

は
、
ジ
ャ
ー
ヌ
の
感
覚
を
表
現
す
る
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。

⑦
で
は
、
「
語
り
手
」
が
外
か
ら
「
彼
女
（
ジ
ャ
ー
ヌ
）
」
の
「
歓
喜
」
が
「
彼
女
の
心
を
憂
愁
か
ら
保
護

す
る
」
は
た
ら
き
を
持
つ
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
⑧
の
「
話
は
し
な
い
」
「
う
た
い
た
い
」
と
い

う
表
現
で
ジ
ャ
ー
ヌ
の
意
識
に
は
い
り
ま
す
。
「
た
い
」
と
い
う
助
動
詞
は
、
一
人
称
の
意
志
・
希
望
を
表
わ

す
コ
ト
バ
で
す
。
日
常
の
コ
ト
バ
で
は
「
わ
た
し
は
…
…
し
た
い
」
と
は
い
え
ま
す
が
、
「
彼
は
…
…
し
た
い
」

と
は
い
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
、
小
説
で
は
三
人
称
の
文
中
に
「
た
い
」
を
使
い
ま
す
。
そ
の
と
き
、
語
り

手
は
そ
の
表
現
に
よ
っ
て
人
物
の
内
面
に
同
化
で
き
る
の
で
す
。
ジ
ャ
ー
ヌ
の
内
面
表
現
に
は
、
こ
の
方
法
が

さ
か
ん
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

⑨
「
手
を
の
ば
し
て
み
た
い
」
も
一
人
称
の
願
望
で
す
。
⑩
「
水
を
た
め
て
飲
ん
で
や
り
た
い
」
は
つ
ぶ
や

き
と
し
て
表
現
さ
れ
た
ジ
ャ
ー
ヌ
の
内
面
で
す
。
⑪
「
の
」
（
準
体
助
詞
。
「
も
の
・
こ
と
」
な
ど
体
言
の
代

表現よみとは何か(第2章)
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用
を
す
る
）
で
ま
と
め
た
三
つ
の
句
の
う
ち
、
三
つ
め
が
も
っ
と
も
ジ
ャ
ー
ヌ
の
つ
ぶ
や
き
に
近
い
表
現
で
す
。

ジ
ャ
ー
ヌ
の
コ
ト
バ
は
す
べ
て
語
り
手
の
文
脈
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
終
わ
り
の
「
楽
し
か
っ
た
」

で
再
び
ジ
ャ
ー
ヌ
の
意
識
に
も
ど
る
の
で
、
意
識
が
解
放
さ
れ
た
印
象
を
う
け
ま
す
。

４

作
品
の
組
立
て
を
ど
う
よ
む
か

以
上
ご
ら
ん
の
よ
う
に
、
よ
み
手
の
意
識
は
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
で
、
語
り
手
か
ら
人
物
へ
、
人
物
か
ら
語
り

手
へ
と
は
げ
し
く
転
換
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
要
求
さ
れ
る
の
は
、
も
う
文
法
的
レ
ベ
ル
で
の
コ
ト
バ
の
よ
み

分
け
で
は
な
く
、
よ
り
大
き
な
レ
ベ
ル
で
の
よ
み
の
展
開
で
す
。
作
品
の
内
容
と
文
章
の
構
造
が
一
体
に
な
り
、

作
者
と
よ
み
手
が
一
体
に
な
る
立
体
的
な
よ
み
の
能
力
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。

一
般
に
声
を
出
し
た
よ
み
と
い
う
と
、
ま
ず
基
本
的
な
発
音
や
ア
ク
セ
ン
ト
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
が

問
題
に
さ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
表
現
よ
み
の
基
礎
に
も
そ
れ
は
必
要
で
す
が
、
よ
み
の
レ
ベ
ル
を
そ
こ
か
ら
先

に
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
以
上
の
よ
う
な
表
現
よ
み
の
理
論
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
す
。

樋
口
一
葉
の
作
品
の
朗
読
で
活
躍
し
て
い
る
幸
田
弘
子
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
「
基
礎
的

な
よ
み
な
ら
ば
、
二
、
三
年
も
や
れ
ば
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
よ
み
が
で
き
る
か
の
問

題
は
、
そ
れ
か
ら
先
の
課
題
と
し
て
あ
り
ま
す
。
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
話
し
て
い
ま
し
た
。

で
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
み
に
上
達
で
き
る
の
か
と
い
う
と
き
、
文
章
分
析
の
理
論
が
課
題
に
こ
た
え
て
く
れ
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ま
す
。
よ
み
の
発
展
は
小
説
の
作
品
理
解
と
文
章
の
理
論
的
な
分
析
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
す
。
こ
の
点
は
、
朗

読
の
分
野
で
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
表
現
よ
み
で
は
よ
み
の
基
礎
で
す
。

わ
た
し
た
ち
は
文
章
構
造
の
理
解
に
よ
っ
て
、
文
章
に
表
現
さ
れ
た
語
り
手
と
人
物
た
ち
の
意
識
層
の
変
化

を
意
識
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
人
物
の
コ
ト
バ
を
演
じ
た
り
、
声
色
で
ま
ね
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
物
の
表
現
に
お
い
て
声
色
を
使
う
こ
と
は
い
け
ま
せ
ん
。
表
現
よ
み
は
「
語
り
手
」
「
人
物
」
の
そ
れ
ぞ
れ

を
ち
が
っ
た
声
で
よ
み
わ
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
は
微
妙
な
と
こ
ろ
で
す
が
、
文
章
の
構
造
を

理
解
し
た
意
識
に
よ
っ
て
自
然
に
声
を
変
化
さ
せ
る
の
で
す
。

声
色
と
表
現
よ
み
の
ち
が
い
は
、
浪
曲
と
落
語
と
の
セ
リ
フ
の
ち
が
い
に
似
て
い
ま
す
。
浪
曲
の
セ
リ
フ
は

い
か
に
も
声
色
を
使
っ
て
い
る
調
子
で
語
ら
れ
ま
す
が
、
落
語
の
場
合
は
声
色
を
使
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
声
帯

模
写
の
演
芸
を
聞
く
と
わ
か
り
ま
す
が
、
厳
密
に
は
声
そ
の
も
の
を
変
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

ね
る
人
の
声
や
語
り
口
調
や
話
し
方
の
特
徴
を
う
ま
く
と
ら
え
て
い
る
の
で
、
似
た
声
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
の

で
す
。
む
し
ろ
声
そ
の
も
の
よ
り
、
そ
の
口
調
に
秘
密
が
あ
り
ま
す
。
よ
み
は
口
調
や
声
の
高
さ
な
ど
の
さ
ま

ざ
ま
な
要
素
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
ま
す
。
表
現
よ
み
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
、
立
場
の
転
換
を
意
識
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
声
や
口
調
が
変
わ
る
の
で
す
。
そ
の
自
然
な
よ
み
の
変
化
が
目
標
で
す
。
わ
た
し
の
考
え
る
表
現
よ

み
の
理
想
も
そ
こ
に
あ
り
ま
す

表現よみとは何か(第2章)
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