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一
　
は
じ
め
に

岡
本
か
の
子
の
歌
風
は
、
大
き
く
前
後
期
に
分
け
ら
れ
る
。『
明
星
』
参
加
に
始

ま
り
、
結
婚
後
の
精
神
的
危
機
に
直
面
し
た
大
正
前
半
ま
で
が
前
期
で
、
仏
教
信
仰

に
よ
る
生
命
認
識
を
得
た
大
正
後
半
か
ら
歿
年
ま
で
が
後
期
と
み
な
さ
れ
る
。
両
期

に
は
作
者
の
実
生
活
を
背
景
と
し
た
自
意
識
や
世
界
観
の
異
相
が
見
出
せ
る
が
、
そ

れ
ら
に
は
共
通
し
て
、
個
我
に
生
じ
た
感
興
や
情
緒
を
直
截
に
詠
出
し
よ
う
と
す
る

作
歌
態
度
が
見
出
せ
る
。
換
言
す
る
と
、
己
の
心
象
を
高
い
純
度
に
ま
で
昇
華
さ
せ

て
「
作
っ
た
」
歌
よ
り
、
文
化
的
に
血
脈
化
さ
れ
た
三
十
一
文
字
の
調
べ
を
自
ず
と

「
歌
っ
た
」
よ
う
な
短
歌
が
多
い
。
つ
ま
り
か
の
子
は
生
得
的
な
才
質
を
も
っ
て
、

詩
心
を
あ
り
の
ま
ま
に
流
露
さ
せ
る
タ
イ
プ
の
歌
人
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
直
叙
的
で
あ
り
、
そ
の
分
あ
る
種
の
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
を

体
し
た
か
の
子
の
短
歌
に
は
、
与
謝
野
晶
子
等
に
み
ら
れ
る
詩
的
イ
メ
ー
ジ
の
広
が

り
を
感
じ
さ
せ
な
い
生
硬
な
作
も
多
く
、
完
成
度
の
面
で
言
う
と
出
来
不
出
来
が
は

っ
き
り
し
て
い
る
。
歌
人
・
か
の
子
の
研
究
史
上
の
評
価
が
、
小
説
に
比
べ
て
低
い

の
も
首
肯
さ
れ
る
由
縁
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
文
学
的
経
歴
を
一
貫
し
て
作
ら
れ

続
け
た
短
歌
は
、
人
間
・
か
の
子
の
個
性
を
盛
る
器
と
し
て
生
涯
あ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。
各
時
期
に
詠
ま
れ
た
歌
の
姿
か
ら
象
徴
的
に
表
出
さ
れ
る
作
者
の
自
意
識
の

振
幅
を
把
捉
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
複
雑
な
内
面
を
持
つ
と
さ
れ
る
岡
本
か
の
子
の
人

間
性
を
追
尋
し
、
内
存
す
る
詩
性
を
探
究
す
る
上
で
有
効
な
指
標
と
も
な
ろ
う
。
そ

う
し
た
意
味
で
短
歌
は
、
か
の
子
文
学
の
心
象
風
景
の
推
移
を
探
る
の
に
も
っ
と
も

適
し
た
表
現
分
野
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

上
述
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
拙
稿
で
は
前
期
に
あ
た
る
第
一
、
第
二
歌
集
『
か
ろ

き
ね
た
み
』（
青
鞜
社
、
大
元
・
十
二
）、『
愛
の
な
や
み
』（
東
雲
堂
、
大
正
七
・
二
）
に

み
ら
れ
る
詠
み
手
の
内
面
表
出
に
着
目
し
た
。
二
つ
の
歌
集
に
は
ど
の
よ
う
な
表
現

上
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
か
を
考
察
し
、
そ
の
試
み
か
ら
各
々
の
歌
の
心
象
に
込
め
ら

れ
た
自
意
識
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
こ
こ
で
の
目
的
と
す
る
。

二
　
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
の
「
君
」
像

『
か
ろ
き
ね
た
み
』
に
つ
い
て
は
、
尾
崎
左
永
子q

に
夫
・
岡
本
一
平
と
当
時
恋
人

で
あ
っ
た
早
大
生
・
堀
切
茂
雄
の
面
影
を
投
影
し
た
二
人
の
「
美
し
」
き
「
君
」
の

イ
メ
ー
ジ
が
「
二
重
写
し
」
と
な
っ
て
混
在
し
て
い
る
と
の
見
解
が
あ
る
。
ま
た

『
か
ろ
き
ね
た
み
』
に
「
大
胆
さ
と
艶
」
の
表
現
を
み
て
い
た
米
川
千
嘉
子w

に
も
、

彼
ら
「
美
し
き
君
」
と
の
「
間
に
生
ま
れ
る
情
感
の
艶
や
か
な
陰
翳
を
刻
ん
」
だ
歌

集
と
の
評
言
が
あ
る
。
た
し
か
に
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
は
、
女
性
（
詠
み
手
）
が
先

述
の
男
性
二
人
を
連
想
さ
せ
る
「
美
し
」
き
「
君
」
に
向
け
た
「
情
感
」
が
主
流
と

な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
と
、
こ
の
「
情
感
」
に

は
、
詠
み
手
に
よ
っ
て
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
「
君
」
像
の
内
存
が
認
め
ら
れ
る
。

『
か
ろ
き
ね
た
み
』
全
七
十
首
に
は
、
日
常
の
感
慨
や
自
然
へ
の
観
照
が
叙
情
的

岡
本
か
の
子
前
期
短
歌
の
内
面
表
出

―
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
か
ら
『
愛
の
な
や
み
』
へ

―
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に
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
詠
み
手
の
恋
情
を
題
材
と
し
た
歌
が
も
っ
と
も
多
い
。
管
見

で
は
少
な
く
と
も
半
数
を
超
え
る
三
十
八
首
が
恋
を
め
ぐ
る
感
情
を
基
と
し
て
い

た
。
そ
れ
ら
「
相
聞
」
歌
の
中
で
頻
出
す
る
語
は
「
君
」
で
、
そ
の
数
も
十
四
と
多

い
。
次
い
で
「
男
」
が
五
度
用
い
ら
れ
、
ほ
か
に
「
こ
の
ひ
と
」「
か
は
ゆ
き
人
」

と
い
っ
た
恋
人
を
指
す
語
を
含
め
る
と
、
恋
の
対
象
を
明
示
し
た
歌
は
全
体
の
三
割

強
を
占
め
る
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
の
主
調
は
「
君
」
＝
恋
人

を
対
象
と
す
る
「
情
感
」
表
現
に
あ
る
と
い
い
得
る
。
以
下
に
引
く
巻
頭
歌
は
、
詠

み
手
が
恋
愛
の
相
手
に
何
を
望
ん
で
い
た
の
か
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

力
な
ど
望
ま
で
弱
く
美
し
く
生
れ
し
ま
ゝ
の
男
に
て
あ
れ

右
の
歌
で
は
、
男
性
の
属
性
と
当
時
常
識
視
さ
れ
て
い
た
精
神
や
肉
体
の
「
質
実

剛
健
」
的
な
「
力
」
で
は
な
く
、「
弱
く
美
し
」
い
と
い
っ
た
、
む
し
ろ
軟
弱
と
み

な
さ
れ
る
よ
う
な
性
質
を
「
男
」
に
望
む
態
度
が
言
挙
げ
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
い

わ
ゆ
る
男
ら
し
さ
と
い
っ
た
虚
飾
を
排
し
、
人
間
同
士
と
し
て
ま
ず
恋
人
と
向
か
い

合
い
た
い
と
い
う
願
望
が
表
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
生
れ
し
ま
ゝ
」
の
男

は
、
幼
児
の
属
性
と
も
い
え
る
素
直
さ
、
親
の
庇
護
を
求
め
る
い
た
い
け
な
存
在
に

も
通
ず
る
。
詠
み
手
に
も
「
生
れ
し
ま
ゝ
」
の
己
で
「
男
」
と
対
等
で
い
る
心
づ
も

り
が
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
が
、
傷
つ
き
や
す
い
弱
さ
や
美
し
さ
を
「
男
」
の
属
性
に

求
め
よ
う
と
す
る
性
向
は
、
次
の
よ
う
な
歌
々
の
意
識
の
動
き
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。

唇
を
打
ち
ふ
る
は
し
て
黙も

だ

し
た
る
か
は
ゆ
き
人
を
か
き
抱
か
ま
し

美
し
く
た
の
ま
れ
が
た
く
ゆ
れ
や
す
き
君
を
み
つ
め
て
あ
る
お
も
し
ろ
さ

め
づ
ら
し
く
弱
き
姿
と
君
な
り
て
病
み
た
ま
ふ
こ
そ
う
れ
し
か
り
け
れ

一
度
は
わ
が
た
め
泣
き
し
男
な
り
こ
の
我
儘
も
ゆ
る
し
置
か
ま
し

こ
の
人
の
か
ば
か
り
折
れ
て
し
ほ
ら
し
く
か
り
に
も
見
ゆ
る
こ
と
の
う
れ
し
さ

こ
れ
ら
の
歌
に
描
か
れ
る
恋
人
像
は
、
や
は
り
「
男
ら
し
さ
」、
と
く
に
頼
も
し

さ
か
ら
は
遠
い
「
弱
」
さ
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
『
か
ろ
き
ね
た
み
』

の
発
行
所
で
あ
る
青
鞜
社
（
か
の
子
も
社
員
参
加
）
が
主
張
し
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
思
想

の
投
影
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
阿
木
津
英
は
、
か
の
子
の

「
無
邪
気
な
強
い
生
命
力
が
、
男
に
対
す
る
意
識
の
う
え
で
自
然
に
優
越
者
の
位
置

に
」
あ
る
こ
と
、「
男
へ
の
ま
な
ざ
し
に
余
裕
が
あ
る
」
と
こ
ろ
を
、『
青
鞜
』
時
代

の
か
の
子
短
歌
か
ら
見
出
し
て
い
るe

。

恋
人
に
対
す
る
「
優
越
者
の
位
置
」
か
ら
、
詠
み
手
が
「
君
」
の
弱
さ
を
愛
し
く

感
じ
て
包
容
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
い
か
に
も
『
青
鞜
』
好
み
の
趣
向
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
発
表
媒
体
の
青
鞜
社
あ
っ
て
の
歌
作
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
い
え
ば
前

出
歌
の
「
君
」
は
、
呼
び
か
け
ら
れ
る
対
象
と
い
う
よ
り
も
、
す
で
に
自
己
の
「
恋
」

の
想
念
内
で
観
念
化
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
望
ま
し
い
「
君
」
像
と
し
て
恋
の
相
手

が
詠
み
手
に
内
面
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
巻
頭
歌
と
も
ど
も
歌
集
の
内
容
を
統

べ
て
い
る
の
は
、
弱
く
美
し
い
者
と
し
て
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
「
君
」
像
へ
の
詠

み
手
の
包
容
的
・
保
護
者
的
な
立
場
、
す
な
わ
ち
「
君
」
に
対
す
る
余
裕
的
態
度
だ

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
忍
従
と
は
対
蹠
的
な
「
優
越
者
」
の
視
座
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
歌

も
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

い
と
し
さ
と
憎
さ
と
な
か
ば
相
寄
り
し
お
か
し
き
恋
に
う
む
時
も
な
し

菊
な
ど
を
む
し
る
が
ご
と
く
素
直
な
る
君
を
故
な
く
ま
た
も
泣
か
せ
ぬ

第
一
首
の
「
い
と
し
さ
と
憎
さ
」
を
「
お
か
し
き
恋
」
と
み
な
す
見
方
に
は
、
第

二
首
の
、
美
し
く
弱
い
「
君
」
に
菊
の
花
弁
を
「
む
し
る
」
か
の
よ
う
に
振
舞
う
嗜
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虐
性
す
ら
包
含
さ
れ
て
い
る
。
な
お
田
口
道
昭r

が
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
の
内
容
は

「『
明
星
』
派
の
恋
愛
賛
美
と
は
一
線
を
画
す
る
」
と
評
し
た
よ
う
に
、
愛
し
さ
の
あ

ま
り
脆
い
「
君
」
を
「
泣
か
せ
」
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
与
謝
野
（
鳳
）
晶
子
の
『
み
だ

れ
髪
』（
東
京
新
詩
社
、
明
三
十
四
・
八
）
に
み
ら
れ
る
「
君
」
を
対
象
と
し
た
恋
愛

賛
美
の
歌
群
と
は
異
な
っ
た
相
貌
を
示
す
。

ち
な
み
に
今
野
寿
美t

は
『
み
だ
れ
髪
』
の
「
わ
れ
」「
わ
」「
わ
が
」
の
語
が
「
ほ

ぼ
二
割
」
の
高
い
比
率
で
存
す
る
こ
と
か
ら
、
同
歌
集
に
「
鉄
幹
の
推
進
す
る
新
派

の
作
法
を
担
う
意
味
で
、
強
力
に
押
し
出
さ
れ
た
『
わ
れ
』
の
か
た
ち
」
を
み
て
い

た
。
そ
れ
か
ら
安
森
敏
隆y

は
、『
み
だ
れ
髪
』
に
も
頻
出
す
る
「
君
」
の
語
を
、
同

書
に
出
て
く
る
「『
わ
れ
』（
あ
る
い
は
『
子
』）」
の
「
対
概
念
」
と
し
て
措
定
さ
れ

た
「
恋
す
る
相
手
」
に
あ
て
は
め
て
い
る
。
そ
う
し
て
『
み
だ
れ
髪
』
か
ら
「
ま
ず

圧
倒
さ
れ
る
」
特
長
と
し
て
、
作
者
の
「『
わ
れ
』
を
中
心
と
し
た
自
我
の
主
張
と

独
断
の
歌
」
の
多
さ
を
挙
げ
た
。
さ
ら
に
は
「
わ
れ
」
と
「
君
」
を
「
仲
立
ち
す
る

も
の
と
し
て
の
『
神
』
が
う
た
わ
れ
て
い
る
」
と
こ
ろ
に
も
注
目
し
て
い
る
。

『
み
だ
れ
髪
』
に
は
周
知
の
よ
う
に
晶
子
が
意
識
的
に
詠
出
し
た
「
わ
れ
」
の
強

烈
な
自
称
が
顕
著
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
に
出
て
く
る

「
わ
れ
（
我
）」
は
三
回
、「
我
が
（
わ
が
）」
は
五
回
で
、
そ
こ
か
ら
晶
子
の
歌
に
み

ら
れ
た
自
我
礼
賛
的
な
姿
勢
は
求
め
が
た
い
。
こ
の
た
め
「
君
」
の
「
対
概
念
」
と

し
て
の
「
わ
れ
」
は
影
が
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
相
違
は
、『
か
ろ
き
ね
た

み
』
の
詠
み
手
の
自
意
識
が
美
し
い
「
君
」
の
弱
さ
へ
の
優
越
を
表
現
す
る
の
と
あ

わ
せ
て
、「
君
」
が
主
観
に
内
面
化
さ
れ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、

自
ず
と
自
称
の
「
わ
れ
」
を
「
韜
晦
」
さ
せ
る
状
況
を
招
来
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
さ
ら
に
は
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
に
「
神
」
の
語
が
な
い
の
も
、「
神
」
な
る
観

念
の
介
在
を
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
、「
君
」
が
詠
み
手
に
内
在
化
し
て
い
る
か
ら
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

要
す
る
に
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
に
は
、「
わ
れ
」
＝
主
体
の
自
称
よ
り
も
「
君
」

が
「
生
れ
し
ま
ゝ
」
に
弱
く
美
し
く
あ
る
こ
と
を
求
め
、
そ
う
し
た
「
君
」
を
自
意

識
内
に
包
摂
し
て
は
「
お
か
し
き
恋
」
と
み
な
す
感
興
が
多
く
描
か
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
か
ろ
き
ね
た
み
』
の
代
表
歌
と
し
て
は
、
次
の
二
首
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

山
に
来
て
二
十
日
経
ぬ
れ
ど
あ
た
た
か
く
我
を
ば
抱
く
一
樹
だ
に
な
し

多
摩
川
の
清
く
冷
た
く
や
は
ら
か
き
水
の
こ
こ
ろ
を
誰
に
語
ら
む

第
一
首
は
「
旧
作
の
う
ち
よ
り
」
と
の
内
題
が
あ
り
、
孤
独
感
の
う
ち
に
恋
人
の

出
現
を
待
望
す
る
歌
意
で
あ
る
。「
一
樹
」
は
来
た
る
べ
き
「
男
」
の
暗
喩
で
あ
り
、

現
実
の
恋
人
へ
の
挑
発
的
な
誘
い
と
も
受
け
取
れ
る
。
第
二
首
の
「
水
の
こ
こ
ろ
」

は
活
喩
で
あ
る
が
、
多
摩
川
畔
が
作
者
の
幼
少
期
を
過
ご
し
た
場
所
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
こ
の
「
こ
こ
ろ
」
は
詠
み
手
に
内
存
す
る
「
生
れ
し
ま
ゝ
」
の
心
、
ひ
い
て

は
清
冽
な
生
命
感
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
歌
が
後
出
の
「
人
妻
を
」

「
偉
な
る
」
の
歌
と
同
じ
内
題
「
み
づ
の
こ
こ
ろ
」
の
連
作
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
誰
」

に
も
期
待
し
て
待
つ
恋
の
対
象
が
含
意
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
両
歌
の
「
一

樹
」「
誰
」
か
ら
恋
人
の
比
喩
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
以
下
に
引
く
巻
末
二
首
の
男
性
像
は
、
そ
れ
ま
で
と
は
趣
を
異
に
す
る
か

も
し
れ
な
い
。

人
妻
を
う
ば
は
む
ほ
ど
の
強
さ
を
ば
持
て
る
男
の
あ
ら
ば
奪と

ら
れ
む

偉
お
ほ
い
な
る
力
の
ご
と
く
避
け
が
た
き
美
し
さ
も
て
君
せ
ま
り
来
ぬ

第
一
首
の
「
強
さ
」
は
、
巻
頭
歌
の
「
力
」
を
連
想
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
恋
情
の

ひ
た
む
き
さ
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、「
あ
ら
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
男
」

は
仮
定
の
存
在
で
あ
る
。
た
だ
し
「
奪
ら
れ
む
」
に
は
、
現
実
に
そ
う
し
た
恋
人
が
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現
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
意
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
新
た
な
恋
へ
の
期
待

は
、
第
二
首
の
「
偉
な
る
力
」
に
も
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
力
」
は
、

そ
れ
ま
で
と
同
じ
イ
メ
ー
ジ
下
に
あ
る
「
君
」
の
「
避
け
が
た
き
」
美
し
さ
に
よ
っ

て
自
ら
の
意
欲
を
映
発
さ
れ
る
心
境
の
比
喩
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
は
新
し

い
恋
の
意
力
を
、「
君
」
の
美
し
さ
に
あ
ら
た
め
て
実
感
す
る
と
こ
ろ
で
『
か
ろ
き

ね
た
み
』
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
「
君
」
が
「
せ
ま
り
」
来
る

の
は
詠
み
手
の
主
観
か
ら
発
し
た
情
動
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。

右
記
し
た
よ
う
に
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
は
弱
く
美
し
い
「
君
」
を
対
等
以
上
の
立

場
か
ら
想
念
の
内
に
と
り
込
み
、
理
想
的
な
恋
人
と
し
て
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
せ
て
描

い
た
と
こ
ろ
に
主
調
が
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
た
し
か
に
、
従
来
の
儒
教
的
道
徳
が

支
配
的
な
男
女
の
恋
愛
事
情
か
ら
す
れ
ば
い
か
に
も
大
胆
な
内
容
が
叙
さ
れ
て
い
る

が
、
お
そ
ら
く
現
実
の
恋
の
相
手
に
求
め
た
「
弱
く
美
し
」
い
男
性
像
は
、
そ
の
ま

ま
作
者
好
み
の
男
性
像
で
あ
っ
た
と
推
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
孤
独
感
や
恋
の
感
傷

を
示
す
「
淋
（
寂
）
し
」
が
七
回
と
全
体
の
一
割
、「
涙
」
が
三
回
、「
泣
く
（
歔
欷
）」

が
三
回
と
、
あ
わ
せ
て
一
割
弱
あ
る
こ
と
か
ら
、
詠
み
手
が
自
己
の
感
情
の
不
如
意

に
悩
む
一
面
も
存
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
か
ろ
き
ね
た
み
』
に
は
恋
を
優
越
者
の

視
点
か
ら
眺
め
る
態
度
と
共
に
、
自
己
の
淋
し
さ
、
悲
し
さ
な
ど
心
の
陰
翳
を
凝
視

す
る
「
情
感
」
も
込
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
う
し
た
恋
愛
が
内
包
す
る
悩
み
を
表
わ
す
叙
述
は
、『
か
ろ
き
ね
た
み
』

で
は
副
次
的
な
要
素
と
い
っ
て
よ
い
。
む
し
ろ
こ
の
種
の
情
感
は
、
第
二
歌
集
『
愛

の
な
や
み
』
の
恋
愛
歌
の
諸
相
に
お
い
て
色
濃
い
も
の
が
あ
る
。
尾
崎
左
永
子
が

『
か
ろ
き
ね
た
み
』
で
の
か
の
子
が
「
ま
だ
本
当
の
意
味
で
の
『
結
婚
』
あ
る
い
は

『
男
と
女
』
の
結
び
つ
き
、
相
剋
、
融
合
、
愛
憎
な
ど
の
実
体
に
つ
い
て
十
分
に
把

握
し
て
は
い
な
か
っ
たu

」
と
考
察
し
た
よ
う
に
、『
愛
の
な
や
み
』
と
比
べ
る
と

『
か
ろ
き
ね
た
み
』
に
み
ら
れ
る
恋
の
態
度
に
は
、
魂
を
揺
す
ぶ
ら
れ
る
よ
う
な
切

迫
感
と
際
会
し
て
い
る
要
素
は
希
薄
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
次
節
で
は
こ
う
し

た
視
点
か
ら
『
愛
の
な
や
み
』
に
表
れ
て
い
る
内
面
表
出
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し

て
ゆ
き
た
い
。

二
　
『
愛
の
な
や
み
』
の
「
か
の
子
よ
」
へ

『
愛
の
な
や
み
』
の
「
は
し
が
き
」
で
作
者
は
、
愛
を
「
求
む
る
情
」
が
「
か
ぎ

り
も
な
く
は
げ
し
」
く
「
絶
え
ず
そ
の
な
や
み
に
傷
」
つ
い
て
お
り
、「
お
の
づ
か

ら
な
る
を
ん
な

、
、
、

の
な
げ
き
」
を
読
者
は
聞
く
で
あ
ろ
う
と
書
い
て
い
た
。
刊
行
時
に

渡
辺
幸
雄i

が
「
愛
の
恍
惚
裡
に
沈
溺
」
し
な
が
ら
も
「
静
か
な
性
格
」
を
み
せ
る
作

者
像
の
「
肉
体
全
部
の
感
動
か
ら
生
ま
れ
」
た
歌
集
と
評
価
し
た
よ
う
に
、『
愛
の

な
や
み
』
は
作
者
の
恋
を
め
ぐ
る
自
照
が
吐
露
さ
れ
た
歌
集o

と
し
て
読
ま
れ
て
き
た

よ
う
で
あ
る
。

『
愛
の
な
や
み
』
は
上
下
巻
の
構
成
な
が
ら
、
下
巻
（
一
五
八
首
）
は
『
か
ろ
き

ね
た
み
』
刊
行
直
後
の
大
正
二
年
か
ら
『
青
鞜
』
誌
に
約
一
年
に
わ
た
り
掲
載
さ
れ

た
歌
を
主
と
す
る
。
上
巻
（
三
七
九
首
）
は
、
そ
の
一
年
半
後
に
あ
た
る
大
正
四
年

八
月
か
ら
、
同
六
年
十
月
ま
で
『
水
甕
』
な
ど
に
発
表
さ
れ
た
。
じ
っ
さ
い
か
の
子

は
『
愛
の
な
や
み
』
収
載
歌
を
作
っ
て
い
た
時
期
に
、
夫
あ
る
身
で
の
堀
切
茂
雄
と

の
い
わ
ゆ
る
「
自
由
恋
愛
」
や
実
妹
と
茂
雄
と
の
密
通
の
露
見
、
ま
た
兄
・
晶
川
と

母
そ
し
て
茂
雄
の
死
な
ど
を
経
験
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
創
作
の
背
景
と
し
て
看
過

し
が
た
い
要
素
と
思
わ
れ
る!0

。
上
巻
に
は
遠
く
離
れ
て
暮
ら
す
恋
人
を
い
と
お
し
む

歌
や
、
そ
の
死
を
追
悼
す
る
歌
が
多
く
排
列
さ
れ
て
お
り
、
下
巻
に
恋
愛
の
悩
み
と

孤
独
感
の
強
い
表
出
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、
作
者
の
実
体
験
と
の
相
関
性
を
容
易

に
想
起
さ
せ
る
。

『
愛
の
な
や
み
』
の
恋
愛
歌
に
お
け
る
自
意
識
の
変
化
は
、
下
巻
の
次
の
歌
に
象

徴
的
に
述
べ
ら
れ
て
あ
る
。
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な
や
ま
し
き
恋
と
は
な
り
ぬ
う
ら
め
し
さ
ね
た
ま
し
さ
な
ど
い
つ
か
交
り
て

前
節
で
も
引
い
た
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
の
「
い
と
し
さ
と
憎
さ
と
な
か
ば
相
寄
り

し
お
か
し
き
恋
に
う
む
時
も
な
し
」
と
の
「
優
越
者
の
位
置
」
に
よ
る
「
お
か
し
き

恋
」
の
感
興
は
、
こ
こ
で
「
な
や
ま
し
き
恋
」
の
懊
悩
へ
と
変
質
し
て
い
る
。
か
つ

て
「
い
と
し
さ
と
憎
さ
」
を
観
じ
た
余
裕
あ
る
心
象
は
、「
う
ら
め
し
さ
ね
た
ま
し

さ
」
に
心
身
を
焦
が
す
よ
う
な
苦
し
み
を
招
来
す
る
抑
圧
感
へ
と
「
い
つ
か
」
転
じ

て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
か
ろ
き
ね
た
み
』
に
は
弱
く
美
し
い
「
君
」
像

が
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
描
出
さ
れ
て
い
た
。
で
は
『
愛
の
な
や
み
』
の
場
合
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
同
集
で
は
「
君
」
の
語
は
、
上
巻
に
九
十
六
回
、
下
巻
に
五
十
三
回
と
、

そ
れ
ぞ
れ
歌
数
の
四
分
の
一
と
三
割
強
の
頻
度
を
示
し
て
い
る
。
や
は
り
「
君
」
は

『
愛
の
な
や
み
』
に
お
い
て
も
多
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
上
巻
の

い
や
さ
ら
に
離か

る
ゝ
は
淋
し
傍
に
君
美
し
う
あ
る
も
な
や
ま
し

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、「
美
し
」
い
「
君
」
へ
の
恋
情
は
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
で
の

優
越
者
的
な
態
度
と
は
異
な
り
、
自
己
を
「
な
や
ま
し
」
く
さ
せ
る
存
在
と
な
っ
て

詠
み
手
に
意
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
「
君
」
の
不
在
が
「
淋
し
」
さ
を
募
ら
せ
、

ま
し
て
「
美
し
う
あ
る
」「
君
」
は
苦
悩
の
根
源
に
あ
る
。
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
を

生
じ
さ
せ
て
い
る
詠
み
手
か
ら
は
、『
か
ろ
き
ね
た
み
』
に
描
か
れ
て
い
た
「
君
」

を
主
観
に
内
面
化
さ
せ
る
余
裕
が
う
か
が
え
な
い
。
す
な
わ
ち
「
君
」
は
「
淋
し
」

さ
と
「
な
や
ま
し
」
さ
に
詠
み
手
を
引
き
裂
く
よ
う
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
「
君
」
像
の
変
容
は
、『
か
ろ
き
ね
た
み
』
で
は
一
割
程
度
で
あ
っ

た
「
わ
れ
（
我
・
吾
）」「
わ
が
」
の
増
加
と
も
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
愛
の

な
や
み
』
上
巻
で
九
十
（
二
三
・
七
％
）、
下
巻
で
は
三
十
、「
お
の
れ
（
己
）」
三
つ

を
含
め
て
二
割
強
と
、
自
称
の
語
の
比
率
が
明
ら
か
に
高
い
頻
度
を
示
す
事
実
は
、

現
実
の
恋
愛
体
験
を
通
し
て
他
者
と
し
て
の
「
君
」
と
「
わ
れ
」
の
自
意
識
が
「
対

概
念
」
と
し
て
拮
抗
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
『
愛
の
な

や
み
』
に
唯
一
用
い
ら
れ
た
上
巻
の
、

い
た
づ
ら
に
ね
た
む

、
、
、

は
つ
ら
し
美
し
う
優
し
う
わ
れ
に
恋
は
し
め
よ
神

に
み
ら
れ
る
「
神
」
は
、
も
は
や
優
位
的
な
立
場
に
は
な
い
「
わ
れ
」
が
求
め
る
恋

の
介
在
者
と
し
て
想
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
わ
れ
」
の
恋
情
は
、
疑
心
暗
鬼
が

昂
じ
た
あ
て
ど
な
い
妬
心
と
な
り
、
理
性
的
に
操
作
し
が
た
い
状
況
に
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
神
」
は
「
わ
れ
」
の
恋
心
が
「
美
し
う
優
し
う
」
な
る
よ
う

に
と
祈
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
当
時
郷
里
に
戻
り
病
気
療
養
中
で
あ
っ
た
堀
切
茂

雄
が
こ
こ
で
「
ね
た
」
ま
れ
て
い
る
相
手
（「
君
」
の
主
な
モ
デ
ル
）
と
想
定
さ
れ
る

が
、
彼
へ
の
い
た
わ
り
を
持
と
う
と
し
て
も
我
執
の
勝
っ
て
し
ま
う
心
を
「
つ
ら
し
」

と
詠
嘆
す
る
心
境
が
、
救
済
者
と
し
て
の
「
神
」
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
窮

み
に
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
一
首
の
な
か
で
「
君
」「
男
」
と
「
わ
れ
（
我
・
吾
）」「
お
の
れ
」「
わ
が
」

が
「
対
概
念
」
的
に
出
て
く
る
例
が
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
で
は
三
首
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、『
愛
の
な
や
み
』
に
お
い
て
は
上
巻
で
二
十
一
首
、
下
巻
で
十
首
と
目
立
つ

と
こ
ろ
も
注
目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
上
巻
の
、

君
行
き
ぬ
あ
ゝ
我
ま
へ
に
何
物
も
あ
ら
ざ
る
世
と
は
な
り
に
け
る
か
な

の
歌
に
は
、
不
在
の
「
君
」
が
「
我
」
の
心
を
い
か
に
占
め
て
い
た
か
を
証
だ
て
て

い
る
。
恋
人
で
あ
っ
た
茂
雄
が
岡
本
か
の
子
の
深
い
愛
情
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
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こ
の
一
首
か
ら
想
像
で
き
よ
う
が
、
歌
と
し
て
は
直
叙
的
に
過
ぎ
る
。
そ
れ
だ
け
現

実
の
恋
の
悩
み
を
歌
う
こ
と
で
カ
タ
ル
シ
ス
を
得
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
見
受
け
ら
れ

る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
感
傷
的
な
歌
々
の
味
わ
い
は
、
読
者
の
想
像
力
を
喚
起
さ
せ

る
奥
行
き
の
広
が
り
と
い
う
点
で
物
足
り
な
さ
も
残
る
。

じ
っ
さ
い
『
愛
の
な
や
み
』
に
は
作
者
の
い
う
「
お
の
づ
か
ら
な
る
を
ん
な

、
、
、

の
な

げ
き
」
を
流
露
さ
せ
た
直
叙
歌
が
非
常
に
多
い
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
「
淋
し
（
寂

し
、
さ
び
し
）」
の
語
が
四
十
二
回
、「
な
げ
き
」「
な
げ
く
」
が
十
三
回
と
全
体
の
一

割
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
「
涙
」「
泣
く
」
と
い
っ
た
表
現
の
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。『
か
ろ
き
ね
た
み
』
で
は
「
涙
」「
泣
く
（
歔
欷
）」
が
計
六
回
と
全
体
の
一

割
弱
で
あ
っ
た
が
、『
愛
の
な
や
み
』
の
場
合
、
上
巻
で
「
涙
」
二
十
四
、「
泣
く
」

四
十
、「
さ
し
ぐ
む
」
八
、「
歔
欷
」
二
、
関
連
語
「
う
る
ほ
ふ
」「
ぬ
れ
し
」
各
一

回
と
、
計
七
十
六
回
を
数
え
る
。
下
巻
で
も
「
涙
」
十
五
、「
泣
く
」
二
十
、「
さ
し

ぐ
む
」
四
、「
歔
欷
」
一
回
で
計
四
十
回
に
上
っ
た
。
上
下
巻
を
合
わ
せ
る
と
全
体

の
二
割
強
と
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
の
倍
以
上
の
比
率
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
歌
群
か
ら

上
巻
の
三
首
を
引
く
。

な
に
ご
と
か
秘
め
し
こ
こ
ろ
を
打
ち
出
で
ゝ
か
な
し
き
ま
ゆ
よ
わ
れ
に
泣
け
か
し

語
ら
ず
も
よ
し
た
ゞ

を
つ
と
ふ
涙
だ
に
拭
ひ
て
く
る
る
人
の
あ
れ
か
し

晶
の
珠
数
か
け
し
ま
ゝ
な
る
手
も
解
か
で
人
恋
し
さ
の
胸
い
だ
き
た
り

第
一
首
で
詠
み
手
は
、
小
さ
な
繭
の
さ
ま
に
感
情
移
入
し
、「
か
な
し
き
ま
ゆ
」

を
心
の
表
象
と
し
て
い
る
。
白
い
繭
の
奥
か
ら
「
こ
こ
ろ
を
打
ち
出
」
さ
せ
よ
う
と

し
、
擬
人
的
に
「
泣
け
」
と
命
じ
る
の
は
、
や
は
り
自
意
識
の
投
影
に
よ
る
。
お
そ

ら
く
自
分
も
人
に
訴
え
が
た
い
心
痛
を
、
繭
の
か
た
ち
の
よ
う
に
隠
し
て
い
る
と
省

み
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
第
二
首
の
「
人
」
に
は
す
で
に
世
を
去
っ
て
い
た
堀
切
の
幻

も
重
ね
ら
れ
よ
う
か
。
第
三
首
で
は
菩
提
を
弔
う
た
め
数
珠
を
手
に
し
な
が
ら
も
な

お
諦
め
き
れ
ぬ
「
人
恋
し
さ
」
の
情
熱
が
心
を
乱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

悲
し
み
は
、
愛
す
る
人
を
喪
っ
た
者
の
抱
く
普
遍
的
な
心
情
で
も
あ
ろ
う
。

『
愛
の
な
や
み
』
下
巻
は
肉
親
の
死
や
恋
人
の
裏
切
り
、
さ
ら
に
は
「
産
後
の
逆

血
」
の
発
作
に
よ
る
精
神
錯
乱
に
陥
る
ま
で
の
、
か
の
子
の
生
涯
で
も
最
大
の
危
機

に
向
き
合
っ
た
時
期
に
詠
ま
れ
た
。
た
と
え
ば
以
下
の
四
首
に
は
、
頼
る
も
の
の
な

い
孤
独
な
心
情
が
切
々
と
歌
わ
れ
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
。

い
た
ま
し
く
泣
き
く
づ
折
る
る
心
を
ば
い
か
に
さ
と
し
て
寝
ん
冬
の
夜
を

か
ひ
撫
で
て
我
さ
へ
は
や
も
さ
し
ぐ
み
ぬ
ま
こ
と
わ
り
な
き
汝
が
弱
さ
か
な

我
と
我
が
病
み
ほ
け
し
身
の
い
と
し
さ
を
い
た
は
ら
ん
と
て
臙
脂

べ

に

な
ど
さ
し
ぬ

す
べ
て
身
も
心
も
投
げ
て
す
が
ら
ん
と
願
へ
ど
も
救
ふ
も
の
ゝ
来
ら
ず

第
一
首
は
「
い
た
ま
し
く
」
泣
く
「
心
」
を
「
さ
と
」
そ
う
と
悩
み
な
が
ら
、
感

情
と
理
性
の
均
衡
を
と
ろ
う
と
す
る
自
意
識
の
動
き
が
表
れ
て
い
る
。
第
二
首
の

「
汝
」
は
恋
愛
の
相
手
の
よ
う
だ
が
、
先
に
「
さ
し
ぐ
む
」
の
は
自
己
の
弱
さ
で
あ

り
、
そ
れ
を
「
か
ひ
撫
で
」
よ
う
と
し
て
「
は
や
も
」
涙
を
流
す
「
我
」
と
い
う
様

相
が
う
か
が
え
る
。
第
三
首
は
、
病
む
心
身
へ
の
「
い
と
し
さ
」
か
ら
「
臙
脂
」
を

さ
そ
う
と
の
、
客
観
的
な
自
身
へ
の
労
り
が
見
出
せ
る
。
こ
う
し
た
自
己
へ
の
慰
め

を
描
く
傾
向
は
、
第
四
首
の
よ
う
な
、「
救
ふ
も
の
」
へ
の
期
待
が
果
た
さ
れ
ぬ
た

め
の
渇
望
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
詠
み
手
の
心
懐
は
、
周
囲
に
い
る
人

か
ら
「
救
」
い
を
得
ら
れ
な
い
、
暗
然
と
し
た
孤
独
の
な
か
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の

で
あ
る
。

さ
て
、
下
巻
の
最
後
に
配
さ
れ
た
「
な
げ
き
」
連
作
は
、
か
の
子
が
精
神
を
病
み

入
院
す
る
直
前
の
、『
青
鞜
』
大
正
二
年
十
一
月
号
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は

「
わ
れ
」
で
も
「
君
」
で
も
な
い
、
傍
点
で
強
調
さ
れ
た
「
か
の
子
」
と
い
う
語
が

こ
の
連
作
に
の
み
使
わ
れ
て
い
る!1

。
最
初
の
、
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か
の
子

、
、
、

よ
汝な

が
枇
杷
び

は

の
実
の
ご
と
明
る
き
瞳め

こ
の
ご
ろ
や
せ
て
何
か
な
げ
け
る

に
は
主
観
を
離
れ
た
別
の
存
在
に
よ
る
「
か
の
子
よ
」
と
の
呼
び
か
け
が
叙
さ
れ
る
。

心
内
に
あ
り
な
が
ら
「
な
げ
」
く
「
か
の
子
」
の
悲
し
み
を
心
配
し
た
他
者
に
よ
る

言
問
い
の
歌
で
あ
る
。

か
の
子

、
、
、

よ
汝
が
小
鳥
の
ご
と
き
さ
へ
ず
り
の
絶
え
て
い
や
さ
ら
淋
し
き
秋
か
な
　

前
掲
歌
で
語
り
か
け
て
い
る
存
在
は
、
愛
ら
し
い
「
か
の
子
」
の
「
さ
へ
ず
り
」

を
聞
か
な
く
な
っ
た
こ
と
で
「
淋
し
き
秋
」
を
感
じ
て
お
り
、
惻
隠
の
情
を
「
か
の

子
」
に
向
け
て
発
し
て
い
る
。

か
の
子
か
の
子

、
、
、
、
、
、

は
や
泣
き
や
め
て
淋
し
げ
に
添
ひ
臥ふ

す
雛ひ
な

に
子
守
歌
せ
よ
　
　
　

こ
の
歌
に
お
い
て
は
、
先
に
「
小
鳥
」
に
擬
せ
ら
れ
た
「
か
の
子
」
を
連
呼
し
、

自
分
の
悲
し
み
に
ば
か
り
こ
だ
わ
ら
ず
「
雛
」
す
な
わ
ち
傍
で
眠
る
赤
子
を
労
わ
れ

と
命
じ
て
い
る
。
ち
な
み
に
作
者
に
は
す
で
に
「
傍
ら
に
身
も
世
も
あ
ら
ず
泣
き
さ

け
ぶ
人
あ
る
ご
と
き
わ
が
心
か
な
」（『
ス
バ
ル
』
明
四
十
三
・
五
）
と
い
う
歌
が
あ
っ

た
。「
わ
が
心
」
の
傍
に
御
し
が
た
い
別
の
「
人
」
を
観
取
す
る
と
こ
ろ
は
か
の
子

の
稟
質
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
も
と
よ
り
自
意
識
の
分
裂
は
、
人
間
の
普
遍
的
な

感
情
の
機
微
に
通
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

や
ふ
や
く
に
な
だ
め
こ
ゝ
ま
で
つ
れ
て
来
ぬ
か
の
子
よ
ま
た
も
ふ
り
か
へ
ら
ざ
れ

幾
度
か
我
と
我
が
身
を
な
だ
む
れ
ど
聞
き
わ
け
も
な
く
な
げ
き
沈
め
リ

右
の
第
一
首
で
「
か
の
子
」
を
「
な
だ
め
」
る
存
在
が
、
連
作
の
五
首
め
に
あ
た

る
第
二
首
で
も
う
ひ
と
り
の
「
我
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
れ
ら

「
な
げ
き
」
連
作
は
、
自
己
の
弱
さ
を
い
っ
ぽ
う
で
客
観
視
し
、
深
く
そ
の
悩
み
を

愛
惜
す
る
自
己
観
照
の
歌
と
い
え
よ
う
。
岡
本
一
平!2

は
、「
自
分
自
ら
に
向
つ
て
歌

ひ
か
け
る
以
外
、
慰
む
術
が
無
か
つ
た
」
と
し
「
か
の
女
に
こ
の
術
が
無
か
つ
た
ら
、

恐
ら
く
か
の
女
は
、
当
時
に
死
ん
で
ゐ
る
か
狂
気
し
た
ら
う
」
と
作
詠
時
の
か
の
子

の
心
情
に
つ
き
証
言
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
精
神
の
窮
境
に
あ
る
自
ら
を
救
う

最
後
の
手
立
て
と
し
て
「
か
の
子
よ
」
の
声
は
、
対
概
念
を
超
え
た
「
救
ふ
も
の
」

と
し
て
心
内
か
ら
形
象
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

尾
崎
左
永
子!3

は
、
こ
の
連
作
に
作
者
の
自
己
陶
酔
的
な
体
臭
を
感
受
し
な
が
ら
も

「
今
ま
で
の
作
品
と
や
や
異
な
っ
た
洗
練
を
感
じ
る
」
と
し
、「
そ
の
世
界
は
一
つ
の

『
個
』
の
世
界
、
閉
鎖
さ
れ
た
心
の
世
界
に
浸
り
切
る
『
没
入
型
』」
の
世
界
を
構
成

し
た
と
す
る
。
し
か
し
尾
崎
の
い
う
「
没
入
型
」
の
世
界
か
ら
は
「
閉
鎖
さ
れ
た
心
」

に
止
ま
ら
な
い
、
さ
ら
に
奥
行
き
の
あ
る
心
象
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い

か
。た

と
え
ば
石
川
啄
木
『
悲
し
き
玩
具
』（
東
雲
堂
、
明
治
四
十
五
・
六
）
の
「『
石
川

は
ふ
び
ん
な
奴
だ
。』
／
と
き
に
か
う
自
分
で
言
ひ
て
、
／
か
な
し
み
て
み
る
。」
に

脈
路
を
求
め
る
と
、
上
田
博!4

の
「『
石
川
』
の
背
後
に
無
名
の
、
多
数
の
、
多
種
多

様
な
庶
民
の
く
ら
し
が
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、『
石
川
』
は
『
ス
ズ
キ
』
で
あ
り
、

『
タ
カ
ギ
』
で
あ
り
、
そ
う
し
て
『
石
川
』
は
無
名
性
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
る
」
と
い

う
解
釈
は
示
唆
に
富
む
。
お
そ
ら
く
「
石
川
」
同
様
「
か
の
子
」
も
ま
た
、
上
田
の

い
う
「
無
名
性
の
シ
ン
ボ
ル
」
た
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
な
げ

き
」
連
作
に
み
る
「
か
の
子
」
へ
の
い
た
わ
り
の
内
面
表
出
は
、
そ
の
ま
ま
「
個
」

や
女
性
性
を
超
え
た
「
無
名
性
」
へ
と
昇
華
さ
れ
得
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
に
は
個
に
閉
ざ
さ
れ
な
い
自
己
客
観
を
介
し
た
、
普
遍
的
な
読
者
と
の
共
時
的
イ

メ
ー
ジ
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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『
愛
の
な
や
み
』
下
巻
の
歌
は
、
上
巻
に
比
し
て
自
ら
の
心
の
深
奥
へ
と
沈
潜
し

て
ゆ
こ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
。
嘆
き
に
沈
も
う
と
す
る
己
が
心
を
回
復
さ
せ
る
こ

と
に
疲
れ
、
救
い
を
求
め
る
心
も
内
向
し
て
い
る
。
作
者
の
心
内
に
は
、
自
己
を
庇

護
者
然
と
な
っ
て
労
り
励
ま
そ
う
と
す
る
別
の
自
己
が
潜
ん
で
い
た
。
と
く
に
「
な

げ
き
」
連
作
に
み
ら
れ
る
、
個
の
「
な
や
み
」
を
客
観
視
し
な
が
ら
包
容
し
よ
う
と

す
る
内
的
他
者
は
、
孤
独
な
感
情
に
沈
潜
す
る
自
己
を
「
救
ふ
も
の
」
に
擬
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、『
か
ろ
き
ね
た
み
』
で
「
君
」
を
内

面
化
さ
せ
た
詠
み
手
の
自
意
識
は
、『
愛
の
な
や
み
』
に
至
っ
て
「
わ
れ
」
を
も
包

摂
し
た
「
救
ふ
も
の
」
を
演
ず
る
、
一
種
の
自
己
劇
化
を
な
す
ま
で
に
至
っ
た
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

四
　
お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
岡
本
か
の
子
の
前
期
歌
集
『
か
ろ
き
ね
た
み
』『
愛
の
な
や
み
』

の
表
現
上
の
特
徴
か
ら
は
、
内
面
表
出
の
主
調
に
異
な
っ
た
傾
向
が
見
出
せ
た
。

『
か
ろ
き
ね
た
み
』
の
「
君
」
像
に
は
優
越
的
立
場
に
よ
る
弱
く
美
し
い
「
男
」
の

内
面
化
が
含
意
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
「
お
か
し
き
恋
」
に
興
趣
を
覚
え
る
主

体
の
韜
晦
と
い
う
姿
勢
も
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
『
愛
の
な
や
み
』
で
は
、「
君
」

は
詠
み
手
の
心
内
に
と
り
込
ま
れ
る
存
在
と
は
な
り
得
ず
、「
な
や
ま
し
き
恋
」
を

体
現
す
る
懊
悩
の
基
と
な
っ
た
。「
君
」
の
対
概
念
と
し
て
の
自
称
「
わ
れ
」
の
頻

出
は
両
者
の
心
理
的
距
離
感
を
示
し
、「
涙
」「
泣
く
」
の
多
用
は
同
歌
集
の
心
象
を

統
べ
る
哀
切
感
の
底
流
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

下
巻
に
は
孤
独
感
の
悲
痛
と
あ
わ
せ
て
「
救
ふ
も
の
」
を
希
求
す
る
心
懐
が
叙
さ

れ
て
い
る
が
、
巻
尾
に
配
さ
れ
た
「
な
げ
き
」
連
作
の
「
か
の
子
よ
」
に
お
い
て
は
、

心
内
に
別
の
自
意
識
が
設
定
さ
れ
、
自
己
の
悲
痛
を
観
照
し
労
わ
ろ
う
と
す
る
「
救

ふ
も
の
」
の
自
己
劇
化
が
認
め
ら
れ
た
。「
な
げ
き
」
連
作
に
ナ
ル
シ
ズ
ム
に
よ
る

自
己
陶
酔
と
の
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
与
え
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
真
摯
な
自
己
愛
の
徹

底
こ
そ
が
、
自
己
の
客
観
視
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
な
げ
き
」
を
効
果

的
に
配
置
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
発
表
年
代
の
古
い
下
巻
が
後
半
に
編
集
さ
れ
た
も

の
と
推
察
さ
れ
る
。

な
お
榊
原
博
子!5

は
『
愛
の
な
や
み
』
を
「
破
倫
の
生
活
」
か
ら
「
宗
教
的
世
界
」

へ
の
「
遍
歴
の
記
録
」
と
み
な
し
、
さ
ら
に
は
「
煩
悩
地
獄
に
沈
湎
し
つ
つ
、
そ
の

ま
ま
弥
陀
の
大
慈
悲
に
摂
取
さ
れ
る
と
い
う
、
親
鸞
の
世
界
に
救
済
の
光
明
を
見
出

し
て
い
く
、
か
の
子
の
姿
」
を
望
見
し
て
い
た
。
か
の
子
は
『
愛
の
な
や
み
』
刊
行

の
一
年
前
か
ら
宗
教
に
救
い
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
の
ち
仏
教
を
信
仰
す
る
よ
う

に
な
る
。
そ
こ
か
ら
後
期
の
歌
風
へ
の
転
化
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
自
我
の
迷
妄

に
悩
む
か
の
子
が
、
自
ら
を
危
機
か
ら
守
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
感
情
の
止
揚
を

必
要
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

人
間
は
そ
の
自
意
識
に
、
常
に
矛
盾
に
迷
う
不
安
な
内
実
を
抱
え
て
い
る
。
他
者

と
の
関
わ
り
は
、
自
己
の
不
安
を
か
え
っ
て
増
幅
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

「
淋
し
」
さ
か
ら
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
の
個
我
は
作
歌
に
お
い
て
弱
く
美
し
い
「
君
」

を
内
面
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
愛
の
な
や
み
』
で
は
そ
れ
ま

で
優
越
を
感
じ
て
い
た
「
君
」
が
原
因
で
「
わ
れ
」
は
愛
ゆ
え
の
苦
悩
と
相
対
す
る

情
況
に
至
っ
た
。
そ
う
し
て
切
迫
し
た
「
淋
し
」
さ
の
窮
み
に
心
の
均
衡
を
保
つ
た

め
「
救
ふ
も
の
」
す
な
わ
ち
「
か
の
子
」
を
労
わ
る
架
空
の
人
格
を
想
定
し
た
。
こ

れ
ら
一
連
の
歌
作
が
、
当
時
の
か
の
子
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
詩
心

の
表
出
に
は
虚
実
を
超
え
て
心
を
打
つ
も
の
が
あ
る
。
そ
の
自
意
識
が
精
神
の
限
界

ま
で
短
歌
の
創
作
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
か
の
子
が
生
得
の
歌
人
で
あ

っ
た
こ
と
を
証
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

注q

『
か
の
子
歌
の
子
』（
集
英
社
、
平
九
・
十
二
・
十
）
一
〇
〇
頁
。
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w

「
岡
本
か
の
子
の
歌
第
七
回
　
二
人
の
美
し
い
男
」（『
短
歌
』
五
〇
巻
八
号
、
平
十

五
・
七
・
一
）
九
八
頁
。

e

「『
個
人
』
へ
の
覚
醒
と
『
女
』
と
の
は
ざ
ま
で

―
短
歌
」（
新
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

批
評
の
会
編
『「
青
鞜
」
を
読
む
』
学
芸
書
林
、
平
十
・
十
一
・
二
十
六
）
一
一
六
頁
。

r

「
岡
本
か
の
子
『
か
ろ
き
ね
た
み
』

―
『
女
の
に
ほ
ひ
』」（
安
森
敏
隆
・
上
田
博

編
『
近
代
短
歌
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、
平
十
・
五
・
三
十
）
一
六
七
頁
。

t

『
24
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
む
与
謝
野
晶
子
』（
本
阿
弥
書
店
、
平
十
七
・
四
・
三
十
）

二
四
頁
。

y

「『
み
だ
れ
髪
』
の
世
界
」（
上
田
博
・
富
村
俊
造
編
『
与
謝
野
晶
子
を
学
ぶ
人
の
た
め

に
』
世
界
思
想
社
、
平
七
・
五
・
二
十
）
八
六
〜
九
〇
頁
。

u

前
掲
『
か
の
子
歌
の
子
』
九
一
頁
。

i

「『
愛
の
な
や
み
』
を
読
み
て
」（『
水
甕
』
五
巻
四
号
、
大
七
・
四
・
一
）
六
三
〜
六

四
頁
。

o

歌
集
未
収
歌
に
は
、
退
院
後
は
じ
め
て
発
表
さ
れ
た
「
い
か
ば
か
り
子
等
や
歎
か

ん
よ
こ
し
ま
の
恋
す
る
母
と
知
り
そ
む
る
こ
ろ
」
と
の
倫
理
に
迷
う
歌
、「
我
夫つ
ま

の
ゆ

る
し
た
ま
ひ
し
こ
の
恋
に
指
な
さ
し
そ
ね
神
と
て
人
と
て
」
の
昂
然
と
し
た
歌
（「
化

粧
づ
か
れ
」『
早
稲
田
文
学
』
大
四
・
九
）
な
ど
が
あ
り
、
作
者
の
「
な
や
み
」
の
振
幅

を
瞥
見
さ
せ
る
。

!0

か
の
子
は
大
正
元
年
秋
に
作
家
志
望
の
早
大
生
・
堀
切
茂
雄
と
恋
愛
。
こ
の
間
夫

は
放
蕩
を
止
め
ず
家
庭
を
顧
み
な
か
っ
た
。
翌
年
二
月
に
堀
切
と
か
の
子
の
妹
の
密

通
が
露
見
。
十
一
月
に
は
兄
の
大
貫
晶
川
が
夭
折
、
翌
年
一
月
に
は
母
ア
イ
が
死
去
。

同
年
に
出
産
し
た
長
女
の
豊
子
が
翌
年
、
大
正
四
年
に
産
ん
だ
次
男
の
健
二
郎
も
半

年
後
に
死
亡
。
二
人
は
生
後
す
ぐ
里
子
と
な
っ
た
が
、
堀
切
と
の
子
と
さ
れ
る
。
な

お
か
の
子
は
兄
の
追
悼
歌
を
発
表
し
て
い
る
が
、
亡
児
へ
の
作
詠
は
確
認
で
き
な
い
。

か
の
子
は
長
女
出
産
後
の
秋
に
「
産
後
の
逆
血
」
の
発
作
で
精
神
に
異
常
を
来
た
し

入
院
、
こ
の
折
ジ
フ
テ
リ
ア
も
併
発
し
て
死
に
瀕
し
た
。
下
巻
の
前
書
に
「
わ
れ
二

年
の
あ
ひ
だ
い
た
く
も
病
み
て
歌
な
か
り
き
」
と
あ
る
よ
う
に
、
翌
春
の
退
院
ま
で

心
身
の
闇
の
日
々
を
過
ご
し
た
。
な
お
茂
雄
は
大
正
三
年
春
か
ら
一
平
の
は
か
ら
い

で
岡
本
家
に
同
居
す
る
が
、
大
正
四
年
夏
に
は
つ
い
に
か
の
子
と
別
れ
、
同
年
暮
に

助
膜
炎
で
入
院
。
郷
里
福
島
で
療
養
し
た
が
、
大
正
五
年
十
月
に
彼
地
で
死
亡
。
以

後
か
の
子
は
一
平
と
共
に
宗
教
に
救
い
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
（
ち
く
ま
文
庫
版
全
集

第
12
巻
の
年
譜
を
参
照
）。

!1

作
者
名
を
歌
に
詠
み
込
む
歌
人
に
は
、
た
と
え
ば
山
崎
方
代
ほ
う
だ
い

（
大
三
〜
昭
六
十
）
が

い
る
。
「
方
代
の
嘘
の
ま
こ
と
を
聞
く
た
め
に
秋
の
夜
な
が
の
燠
が
赤
し
も
」

（『
右
左
口

う

ば

ぐ

ち

』
短
歌
新
聞
社
、
昭
四
十
八
・
十
二
）、「
こ
ろ
が
つ
て
ゐ
る
石
こ
ろ
の
た
ぐ
ひ

に
て
方
代
は
今
日
道
ば
た
に
あ
り
」（『
迦
葉
』（
不
識
書
院
、
昭
六
十
・
十
一
）
等
、
自

己
客
観
が
顕
著
で
あ
る
が
、
自
照
の
傾
向
は
か
の
子
と
は
異
な
る
。

!2

『
か
の
子
の
記
』
小
学
館
、
昭
和
十
七
・
十
一
・
十
五
　
一
七
〇
〜
一
七
一
頁
。

!3

前
掲
『
か
の
子
歌
の
子
』
一
四
二
頁
。

!4

『
石
川
啄
木
　
抒
情
と
思
想
』
三
一
書
房
、
平
成
六
・
三
・
三
十
一
　
二
〇
八
頁
。

!5

「『
愛
の
な
や
み
』
に
つ
い
て
―
歌
人
岡
本
か
の
子
小
考
―
」（『
目
白
学
園
女
子
短

期
大
学
研
究
紀
要
』
七
号
、
昭
四
十
六
・
三
・
十
五
）
二
七
〜
三
四
頁
。

補
註
　
作
品
の
引
用
は
冬
樹
社
版
全
集
に
よ
っ
た
。

（
大
阪
産
業
大
学
・
本
学
講
師
）
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岡
本
か
の
子
前
期
短
歌
の
内
面
表
出


