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一

は
じ
め
に

岡
本
か
の
子
（
一
八
八
九
〜
一
九
三
九
）
の
文
学
を
め
ぐ
っ
て
は
、
か
ね
て

学
位
請
求
を
し
た
研
究
書
や
短
歌
鑑
賞
等
を
著
し
て
来
た（1
）た
め
、
こ
こ
で
は
、

現
今
ま
で
に
論
じ
き
れ
て
は
来
な
か
っ
た
短
篇
三
作
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
に
形
象

さ
れ
て
い
る
〝
魅
入
ら
れ
た
人
々
〞
像
に
つ
き
考
察
を
し
て
お
き
た
い
。

思
う
に
、
か
の
子
文
学
の
魅
力
は
ひ
た
む
き

0

0

0

0

に
な
っ
て
何
事
か
に
没
入
す
る

情
熱
者
が
多
々
登
場
す
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
生
き
方
の
諸

相
に
は
、
論
者
の
念
願
す
る
人
生
へ
の
問
い
も
底
流
し
て
い
る
。
―
―
代
表
的

な
作
品
と
し
て
は
、「
花
は
勁
し
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
十
二
・
六
）
の
女
性
前
衛

華
道
家
や
「
金
魚
撩
乱
」（『
中
央
公
論
』
昭
十
二
・
十
）
の
新
種
の
金
魚
作
り

に
生
涯
を
賭
す
る
男
、「
老
妓
抄
」（『
中
央
公
論
』
昭
十
三
・
十
一
）
の
ま
だ
駆

け
出
し
の
発
明
家
を
援
助
し
よ
う
と
試
み
る
老
芸
妓
な
ど
の
姿
が
想
起
さ
れ

る
。
そ
れ
ら
情
熱
的
な
人
々
の
描
出
の
内
実
を
、
こ
れ
ま
で
仏
教
性
の
内
在
も

加
味
し
な
が
ら
解
読
し
続
け
て
来
た
次
第
だ
が
、
死
を
一
年
後
に
控
え
た
か
の

子
の
短
篇
「
蔦
の
門
」（『
む
ら
さ
き
』
昭
十
三
・
一
）、「
快
走
」（『
令
女
界
』

昭
十
三
・
十
二
）、「
娘
」（『
婦
人
公
論
』
昭
十
四
・
一
）
も
、
そ
う
し
た
作
風

の
う
ち
に
点
綴
さ
れ
得
る
佳
作
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
「
魅
入
ら
れ
」
ぶ
り
が
、
こ
れ
ら
の
作
品

群
に
は
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
な
が
ら
「
蔦
の
門
」「
快
走
」
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
各
作
を
メ
イ
ン
と
し
た
論
考
が
書
か
れ
て
来
な
か
っ

た（2
）。
一
方
「
娘
」
は
近
年
に
な
っ
て
二
本
の
作
品
論
（
後
掲
）
が
発
表
さ
れ
た

が
、
考
察
を
さ
ら
に
展
開
す
べ
き
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
次
節

か
ら
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
小
説
を
発
表
順
に
と
り
挙
げ
、
各
々
に
込
め
ら
れ
た

魅
力
の
あ
り
か
を
探
っ
て
行
く
こ
と
と
し
た
い
。

二
「
蔦
の
門
」

「
蔦
の
門
」
は
、
語
り
手
「
私
」
の
住
む
家
の
表
門
に
生
え
拡
が
っ
た
蔦
の
説

明
か
ら
始
ま
る
。
転
居
す
る
ご
と
に
何
故
か
蔦
と
縁
の
あ
る
「
私
」
は
そ
の
姿

に
愛
着
を
覚
え
、
家
人
た
ち
と
同
様
「
表
門
を
蔦
の
成
長
の
棚
床
に
閉
ぢ
与

へ
」、
い
つ
も
「
小
さ
い
潜
門
」
か
ら
出
入
り
を
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
。

「
私
」
の
家
で
は
、
か
ね
て
五
十
歳
過
ぎ
の
家
事
手
伝
い
（「
老
婢
」）
の
ま
き

0

0

岡
本
か
の
子
「
蔦
の
門
」「
快
走
」「
娘
」
考

―
―
魅
入
ら
れ
た
人
々
（
二
）―
―

外

村

彰
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（
以
下
「
ま
き
」
と
記
す
）
が
働
い
て
い
る
。
彼
女
は
正
直
だ
が
頑
固
一
徹
ゆ
え

に
親
戚
縁
者
と
「
仲
違
ひ
」
し
、
二
度
の
破
婚
ま
で
経
験
し
て
「
子
供
一
人
な

い
薄
倖
な
身
の
上
」
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
家
の
「
蔦
の
芽
に
ど
う
や

ら
和
や
か
な
一
面
を
引
き
出
さ
れ
」
た
こ
と
で
、
孤
独
で
依
怙
地
で
す
ら
あ
っ

た
性
質
が
、
母
性
の
自
覚
を
伴
い
な
が
ら
和
ん
で
ゆ
く
。

こ
こ
に
「
蔦
の
芽
を
ち
よ
ぎ
」
る
い
た
ず
ら
を
す
る
「
こ
の
先
の
町
の
葉
茶

屋
の
少
女
ひ
ろ
子
」
が
登
場
し
て
来
る
。
小
生
意
気
な
ひ
ろ
子
に
「
ま
き
」
は

手
を
焼
く
の
だ
が
、
外
に
あ
っ
て
は
元
気
な
ひ
ろ
子
も
、
両
親
を
早
く
に
亡
く

し
、
気
兼
ね
を
し
な
が
ら
伯
母
夫
婦
と
同
居
し
て
い
た
。「
ま
き
」
が
遠
方
の
ひ

ろ
子
の
店
ま
で
買
い
物
に
行
く
の
は
、「
私
」
が
観
じ
た
よ
う
に
「
孤
独
」
が

「
孤
独
を
牽
く
」
か
ら
で
あ
っ
た
。

や
が
て
二
人
は
、
親
子
然
と
し
た
親
愛
の
情
を
通
わ
せ
て
ゆ
く
。
そ
う
し
て

「
ま
き
」
は
、
伯
母
夫
婦
が
ひ
ろ
子
を
養
女
な
り
「
女
給
」
に
し
よ
う
と
し
た
の

を
阻
み
、
自
ら
学
費
を
支
払
い
「
赤
十
字
」
で
学
ば
せ
る
。
そ
の
頃
に
は
二
人

も
「
孤
独
と
孤
独
」
の
そ
れ
で
な
く
、「
深
く
立
入
つ
て
身
の
上
を
頼
り
合
ふ
」

真
の
母お
や
娘こ

の
よ
う
な
仲
と
な
っ
て
い
た
。

私
の
家
の
蔦
の
門
が
何
遍
か
四
季
交
換
の
姿
を
見
せ
つ
ゝ
あ
る
間
に
、
二

人
は
そ
れ
ほ
ど
深
く
立
入
つ
て
身
の
上
を
頼
り
合
ふ
二
人
に
な
つ
て
ゐ

た
。
孤
独
は
孤
独
と
牽
き
合
ふ
と
同
時
に
、
孤
独
と
孤
独
は
、
最
早
や
孤

独
と
孤
独
と
で
な
く
な
つ
て
来
た
。
ま
き

0

0

に
は
落
着
い
た
母
性
的
の
分
別

が
備
は
つ
て
、
姿
形
さ
へ
優
し
く
整
ふ
し
、
ひ
ろ
子
に
は
ま
た
、
し
ほ
ら

し
く
健
気
な
娘
の
性
根
が
現
は
れ
て
来
た
。

二
人
は
、
母
親
ら
し
い
深
慮
を
身
に
付
け
た
優
し
い
女
性
、
素
直
で
健
気
な

娘
へ
と
蟬
脱
し
て
ゆ
く
。
お
互
い
の
関
わ
り
を
介
し
て
「
ま
き
」
と
ひ
ろ
子

は
、
当
初
の
姿
か
ら
い
わ
ば
良
俗
的
な
母
娘
像
に
転
身
し
て
い
っ
た
わ
け
で

あ
っ
た
。

老
齢
と
な
っ
た
「
ま
き
」
は
「
私
」
の
家
で
隠
居
然
と
し
て
暮
ら
す
。
し
か

し
蔦
の
芽
ぶ
き
の
季
節
に
な
る
と
「
ひ
ろ
子
と
の
縁
の
繫
が
り
始
ま
り
を
今
も

な
ほ
若
蔦
の
勢
よ
き
芽
立
ち
に
楽
し
く
顧
る
為
め
」
に
、
表
門
の
掃
除
は
行

う
。
幼
児
に
わ
ざ
と
蔦
の
芽
を
摘
ま
せ
る
心
の
余
裕
も
持
ち
な
が
ら
。
―
―
日

中
戦
争
が
始
ま
り
、「
看
護
婦
」
ひ
ろ
子
は
日
本
を
立
っ
た
。「
た
い
し
た
も
の

だ
」
と
述
懐
す
る
「
ま
き
」。

さ
て
「
私
」
が
「
余
程
縁
の
あ
る
」
も
の
と
感
じ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
短

篇
で
の
蔦
、
そ
し
て
門
は
、
登
場
人
物
た
ち
を
繫
ぐ
〝
玉
の
緒
〞
を
生
じ
さ
せ

る
、
人
々
の
心
を
互
い
に
開
か
せ
る
〝
扉
〞
の
暗
喩
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
た
と
え
ば
か
の
子
の
短
篇
「
み
ち
の
く
」（
初
出
題
「
四
郎
馬
鹿
」

『
雄
弁
』
昭
十
三
・
九
）
に
は
、
知
的
障
碍
を
持
っ
て
お
り
、
の
ち
行
方
知
れ
ず

に
な
る
四
郎
少
年
と
、
自
身
に
思
慕
を
寄
せ
て
く
れ
た
彼
の
帰
り
を
永
遠
に
待

つ
心
持
に
な
っ
て
生
涯
独
身
を
貫
く
お
蘭
と
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
は

四
郎
の
一
本
気
な
愛
情
が
曳
い
て
い
っ
た
「
玉
の
緒
」
と
い
う
、
二
人
の
不
思

議
な
〝
縁
え
に
し
〞
を
指
す
表
現
が
み
ら
れ
た（3
）。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
奇
縁
を
あ

る
い
は
象
徴
も
し
て
い
た
も
の
が
、
自
由
に
伸
長
す
る
蔦
を
生
え
拡
げ
さ
せ
て

「
蔦
の
門
」
の
縁
を
と
り
も
っ
た
「
私
」
の
屋
敷
の
門
で
あ
っ
た
と
考
察
さ
れ
て

も
来
る
の
で
あ
る
。

依
怙
地
で
僻
み
や
す
い
性
質
を
も
っ
て
暮
ら
し
て
来
た
孤
独
な
「
ま
き
」

も
、
自
然
に
素
直
な
心
で
蔦
を
愛
惜
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
次
第
に

「
エ
ゴ
の
殻
」
を
脱
し
て
「
和
や
か
な
」
気
持
で
愛
情
を
発
露
す
る
女
性
に
変

わ
っ
て
い
っ
た
。
一
方
、
利
発
で
悪
戯
好
き
で
「
ま
き
」
の
「
敵
役
」
の
少

女
・
ひ
ろ
子
は
「
み
な
し
児
」
で
、
義
理
の
父
母
の
元
に
住
む
た
め
「
ま
き
」

か
ら
は
「
か
ら
い
ぢ
け
切
つ
て
」
い
る
と
同
情
さ
れ
て
い
た
。
仲
の
よ
く
な
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か
っ
た
は
ず
の
両
者
も
「
孤
独
は
孤
独
を
牽
く
」
よ
う
に
互
い
へ
の
共
感
が
い

や
増
す
こ
と
と
な
っ
て
行
く
の
で
あ
っ
た
。

以
上
述
べ
た
ご
と
く
「
蔦
の
門
」
は
、
蔦
を
介
し
て
深
ま
っ
て
ゆ
く
人
間

の
、
仏
教
的
に
い
え
ば
「
因
縁
」
の
不
思
議
さ
を
描
こ
う
と
し
た
小
説
だ
と
考

察
さ
れ
る
。
寛
大
な
人
柄
に
落
ち
着
い
た
老
齢
の
「
ま
き
」
は
、
ひ
ろ
子
と
の

「
縁
の
繫
が
り
始
ま
り
」
を
「
楽
し
く
顧
る
」
心
懐
を
大
切
に
し
な
が
ら
過
ご

す
。
義
理
の
親
子
の
よ
う
に
な
っ
た
二
人
を
見
守
り
な
が
ら
、
西
行
の
「
命
な

り
け
り
小
夜
の
中
山
」
の
歌
を
想
起
す
る
「
私
」
そ
の
人
も
ま
た
（「
自
然
の
做

す
ま
ゝ
を
寛
容
す
る
嗜
癖
の
家
族
」
と
同
様
に
）、「
蔦
の
門
」
を
し
つ
ら
え
て

両
者
の
縁
を
演
出
し
て
は
、
彼
ら
の
姿
に
心
か
ら
〝
魅
入
ら
れ
〞
も
し
て
い
た

存
在
で
あ
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
か
よ
う
な
〝
縁
〞
の
機
微
を
知
る
に
つ
け
、
人
間
の
心
の
あ
り

よ
う
と
い
う
も
の
が
、
ほ
ん
の
さ
さ
い
な
機
縁
に
よ
っ
て
ま
た
と
な
く
深
化
す

る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
も
す
る
。「
蔦
の
門
に
は
偶
然
に
加
ふ
る
に
多
少
必
然
の
理

由
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
「
私
」
は
当
初
自
問
を
し
て
い
た
が
、
閉
ざ
さ
れ

た
門
扉
か
ら
派
生
し
て
は
伸
長
し
て
ゆ
く
玉
の
緒
は
、
見
え
な
い
「
必
然
」
の

牽
引
力
と
も
な
っ
て
、
頑
な
に
僻
ま
せ
ら
れ
て
い
た
誰
彼
の
心
の
殻
を
和
ら

げ
、
人
々
を
し
て
本
来
あ
る
べ
き
心
根
の
姿
に
ま
で
昇
華
さ
せ
て
く
れ
て
い
た

わ
け
な
の
で
あ
る
。

三
「
快
走
」

「
快
走
」
は
壮
快
な
読
後
感
を
残
す
。
初
出
誌
『
令
女
界
』
か
ら
察
す
る
に
、

当
時
の
女
学
生
を
読
者
に
想
定
し
て
書
か
れ
た
短
篇
で
、
そ
の
春
女
学
校
を
卒

業
し
た
、
元
陸
上
選
手
の
道
子
が
主
人
公（4
）と
な
っ
て
い
る
。

昭
和
十
三
年
末
と
い
え
ば
、
日
中
戦
争
の
最
中
で
「
銃
後
」
の
覚
悟
、
忍
従

を
美
徳
と
す
る
生
活
態
度
が
女
性
に
求
め
ら
れ
て
い
た
時
代
で
も
あ
る
。
冒
頭

か
ら
道
子
が
「
国
策
」
に
沿
う
べ
く
家
族
用
の
「
着
物
の
縫
ひ
直
し
や
新
調
」

に
追
わ
れ
る
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
普
段
か
ら
強
い
ら
れ
た
禁
欲

的
な
暮
ら
し
を
続
け
る
自
分
に
嫌
気
が
さ
し
、
あ
る
夜
、
ひ
と
り
で
多
摩
川
の

堤
防
ま
で
や
っ
て
来
る
。
そ
こ
で
、
誰
に
も
見
ら
れ
て
い
な
い
の
を
幸
い
と
思

い
切
り
走
り
出
す
。
激
し
い
動
悸
の
う
ち
に
「
ほ
ん
た
う
に
潑
剌
と
活
き
て
ゐ

る
」
実
感
に
身
を
浸
し
た
彼
女
は
、

自
分
は
い
ま
潑
剌
と
生
き
て
は
ゐ
る
が
、
違
つ
た
世
界
に
生
き
て
ゐ
る
と

い
ふ
感
じ
が
し
た
。
人
類
と
は
離
れ
た
、
淋
し
い
が
し
か
も
厳
粛
な
世
界

に
生
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
感
じ
だ
つ
た
。

と
い
っ
た
風
の
「
一
種
悲
壮
な
気
分
」
の
裡
に
、
人
間
界
の
塵
埃
か
ら
飛
翔
な

い
し
没
入
す
る
ご
と
き
ス
ポ
ー
ツ
の
快
楽
に
身
を
浸
し
な
が
ら
、
向
後
は
家
族

に
内
緒
で
、
毎
夜
ひ
と
り
で
走
り
続
け
て
や
ろ
う
と
考
え
る
に
至
る
の
で
あ
っ

た
。道

子
は
身
に
ま
と
っ
て
い
た
着
物
を
堤
防
で
脱
い
で
、
そ
の
下
に
着
て
い
た

「
ア
ン
ダ
ー
シ
ヤ
ツ
に
パ
ン
ツ
」（
運
動
着
）
姿
と
な
る
。
そ
う
し
て
、
頭
に
手

ぬ
ぐ
い
を
締
め
、
足
袋
を
履
い
て
全
力
疾
走
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
窮
屈
な

生
活
を
送
る
現
実
か
ら
遊
離
し
、
ひ
と
と
き
孤
高
の
ラ
ン
ナ
ー
に
な
る
―
―
そ

ん
な
「
自
分
独
特
の
生
き
方
を
発
見
」
で
き
た
彼
女
だ
っ
た
。
し
か
し
銭
湯
と

称
し
て
一
時
間
半
も
戻
ら
な
い
娘
を
、
親
達
が
不
審
が
る
の
も
無
理
は
な
い
。

道
子
の
兄
・
陸
郎
は
母
親
に
妹
の
追
跡
を
依
頼
さ
れ
た
が
、
暢
気
に
過
ぎ
て

首
尾
を
果
た
さ
ず
当
て
に
な
ら
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
さ
す
が
に
母
は
道
子

の
素
行
に
眼
を
光
ら
せ
、
娘
と
昼
間
、
銭
湯
ま
で
入
り
に
行
き
、
そ
の
長
湯
を

叱
る
。
や
が
て
道
子
宛
に
届
い
た
友
人
か
ら
の
手
紙
（「
毎
晩
パ
ン
ツ
姿
も
凛
々
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し
く
月
光
を
浴
び
て
多
摩
川
の
堤
防
の
上
を
疾
駆
す
る
あ
な
た
を
考
へ
た
だ
け

で
も
胸
が
躍
り
ま
す
」
云
々
）
を
勝
手
に
読
み
捨
て
た
両
親
は
、
彼
女
の
秘
し

て
い
た
事
実
を
知
り
、
つ
い
て
は
外
出
し
た
娘
を
二
人
し
て
後
か
ら
追
う
こ
と

に
し
た
。
た
だ
し
、
父
親
は
叱
る
つ
も
り
な
ど
な
く
、
娘
を
追
お
う
と
し
た
理

由
は
「
俺
の
分
身
が
」
月
光
の
も
と
で
ラ
ン
ニ
ン
グ
す
る
姿
を
見
て
み
た
い
、

と
い
う
ば
か
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、

こ
の
寒
い
冬
の
晩
に
、
人
の
目
の
な
い
と
こ
ろ
で
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
す
る
な

ん
て
、
よ
く
〳
〵
屈
託
し
た
か
ら
な
ん
だ
ら
う
。
俺
だ
つ
て
毎
日
遅
く
ま

で
会
社
の
年
末
整
理
に
忙
殺
さ
れ
て
る
と
、
何
か
突
飛
な
こ
と
が
し
た
く

な
る
か
ら
ね
。

と
も
娘
に
向
け
同
情
的
な
発
言
を
し
て
い
た
が
、
何
と
も
こ
の
あ
た
り
の
言
動

は
、
非
国
策
追
随
的
、
か
つ
所
謂
家
父
長
的
厳
格
さ
か
ら
逸
脱
し
た
態
の
そ
れ

だ
と
は
云
え
ま
い
か
。

そ
ん
な
夫
に
あ
き
れ
な
が
ら
も
、
走
る
娘
を
見
や
る
た
め
堤
防
ま
で
同
行
す

る
と
妻
は
答
え
る
の
だ
が
、「
真
剣
な
顏
」
で
交
わ
し
た
応
答
の
様
が
「
急
に
可

笑
し
く
な
つ
て
」
二
人
は
笑
い
あ
う
。
鹿
爪
ら
し
く
ふ
る
ま
お
う
と
す
る
親
達

も
（
道
子
の
兄
と
同
様
）
ど
う
や
ら
暢
気
な
性
格
で
、
多
分
に
微
笑
ま
し
い
。

さ
て
「
こ
の
好
夜
、
一
晩
休
ん
で
肉
体
が
待
ち
兼
ね
た
や
う
に
う
づ
い
て
ゐ
」

た
道
子
が
全
身
に
気
合
を
入
れ
て
の
疾
駆
中
、
父
は
「
青
年
の
や
う
に
」
走
っ

て
来
て
「
白
い
塊
が
飛
ぶ
」
が
ご
と
き
娘
を
遠
望
す
る
。
母
も
休
ま
ず
後
か
ら

追
う
。
そ
う
し
て
久
々
に
全
力
で
走
っ
た
開
放
感
か
ら
「
近
来
に
な
い
喜
び
」

が
も
た
ら
さ
れ
、
娘
を
よ
そ
に
自
分
達
の
「
案
外
ま
だ
若
い
」
脚
力
に
満
足

し
、
そ
れ
を
肴0

に
大
き
な
高
笑
い
を
交
わ
す
の
で
あ
る
。
―
―
血
は
争
え
な
い

と
い
う
べ
き
か
、
娘
の
行
動
を
機
に
「
屈
託
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
「
潑
剌
」
と

し
た
運
動
の
喜
び
を
再
認
識
し
た
両
親
の
痛
快
な
笑
い
が
、
戦
時
下
の
庶
民
の

い
つ
わ
り
な
い
実
情
を
よ
く
伝
え
て
い
た
と
い
う
べ
き
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
深
刻
さ
か
ら
遠
い
短
篇
「
快
走
」
は
、
四
月
に
国
家
総
動
員

法
が
公
布
さ
れ
た
昭
和
十
三
年
の
歳
末
と
い
う
、
国
家
ぐ
る
み
で
堅
忍
持
久
の

気
骨
を
も
っ
て
戦
時
下
を
疾
駆
し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
た
、
規
範
意
識
の
遵
奉

が
求
め
ら
れ
た
時
代
の
、
あ
る
種
真
面
目
ぶ
っ
た
悲
壮
感
を
相
対
化
し
た
小
説

だ
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
相
対
ぶ
り
は
、
世
間
へ
の
う
し
ろ
め
た

さ
を
従
前
の
屈
託
ご
と
か
な
ぐ
り
棄
て
た
道
子
が
、
ひ
た
む
き
な
疾
走
を
通
し

て
得
た
個
人
的
忘
我
へ
の
熱
中
（
仏
教
の
い
わ
ゆ
る
「
三
昧
」
境
に
通
ず
る
）

に
顕
現
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
当
時
の
女

学
生
の
な
か
に
も
、
そ
の
痛
快
さ
に
心
中
で
快
哉
を
上
げ
た
者
が
い
た
こ
と
も

相
応
に
想
起
さ
れ
よ
う
か
。

堤
防
を
「
弾
丸
」
然
と
し
て
「
疾
走
」
す
る
道
子
の
忘
我
的
意
志
は
、「
御
国

の
為
」
忍
従
を
求
め
ら
れ
た
当
時
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
女
性
像
と
は
乖
離

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
国
家
的
意
志
へ
の
随
順
を
あ
る
意
味
、
茶
化
し
て
も
い

る
だ
ろ
う
。
真
っ
す
ぐ
自
ら
を
全
身
ご
と
快
楽
へ
と
導
く
、
い
っ
と
き
の
生
の

充
足
。
道
子
の
両
親
の
笑
い
も
、
強
い
ら
れ
た
「
国
民
国
家
」
意
識
と
い
う
建

前
に
領
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
日
常
生
活
へ
の
（
あ
る
い
は
無
意
識
下
の
）
不

満
を
忘
失
の
う
え
、
い
っ
と
き
蹴
散
ら
か
し
た
「
喜
び
」
に
満
ち
た
時
間
を
過

ご
す
「
近
来
に
な
い
」
娯
楽
的
感
覚
に
助
長
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

四
「
娘
」

「
娘
」
の
主
人
公
は
家
運
の
傾
い
た
鼈
甲
屋
の
一
人
娘
・
室む
ろ
子
で
、
彼
女
は

軽
漕
艇
「
ス
カ
ル
」
の
選
手
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
室
子
は
「
肉
体
の
新
陳

代
謝
の
激
し
い
」
健
康
体
の
持
ち
主
で
、
た
と
え
ば
前
夜
、
自
分
一
人
が
独
身
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の
参
加
者
だ
っ
た
結
婚
披
露
宴
の
翌
朝
に
は
も
う
空
腹
に
な
っ
て
い
る
。
さ
て

冒
頭
、
隅
田
川
畔
の
寮
ま
で
よ
く
遊
び
に
来
る
七
歳
の
義
弟
・
蓑
吉
（
父
の

「
妾
」
お
咲
の
子
で
、
本
家
で
育
て
ら
れ
た
）
に
菓
子
を
買
い
に
行
か
せ
た
室
子

は
、「
漕
艇
用
の
ス
ポ
ー
ツ
・
シ
ヤ
ツ
」
に
着
替
え
「
敏
捷
な
所
作
」
で
ス
カ
ル

を
川
へ
と
押
し
出
し
て
ゆ
く
。

と
こ
ろ
で
ス
カ
ル
の
漕
ぎ
手
・
室
子
や
「
快
走
」
の
道
子
、
あ
る
い
は
古
式

泳
法
の
教
師
・
小
初
が
描
か
れ
る
「
渾
沌
未
分
」（『
文
芸
』
昭
十
一
・
九
）

と
、
岡
本
か
の
子
の
小
説
に
は
ス
ポ
ー
ツ
に
打
ち
込
む
健
康
な
肉
体
を
持
っ
た

女
性
が
よ
く
登
場
す
る
。
お
そ
ら
く
昭
和
十
一
年
の
ベ
ル
リ
ン
・
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
（
六
本
の
「
日
の
丸
」
メ
イ
ン
ポ
ー
ル
掲
揚
）
で
の
国
威
発
揚
的
興
奮
の
余

燼
が
残
っ
て
い
た
時
代
背
景
ゆ
え
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
四
年
前
の
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
大
会
で
は
二
位
で
あ
っ
た
前
畑
秀
子
の
二
百
ｍ
平
泳
ぎ
金
メ
ダ
ル
が
有
名

だ
が
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
大
会
の
四
百
ｍ
リ
レ
ー
で
五
位
と
な
っ
た
日
本
水
泳
女

子
チ
ー
ム
の
活
躍
も
あ
り
、
女
子
水
泳
競
技
へ
の
注
目
度
は
高
く
な
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
戦
時
期
の
た
め
結
果
的
に
は
実
現
し
な
か
っ
た
に
せ
よ
、「
紀
元

二
六
〇
〇
年
に
当
る
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
招
致
に

成
功（5
）」
し
て
い
た
国
家
挙
げ
て
の
ス
ポ
ー
ツ
熱
は
そ
の
頃
相
当
に
昂
ぶ
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
人
乗
り
で
、
背
中
を
向
け
て
両
手
で
オ
ー
ル
を
漕
ぎ
前

進
す
る
ス
カ
ル
も
、
明
治
十
六
年
か
ら
東
大
予
備
門
の
主
導
に
よ
り
始
ま
っ
た

本
邦
初
の
隅
田
川
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
以
降
、
当
地
を
い
わ
ば
メ
ッ
カ
と
し
て
こ
の

競
技
の
愛
好
者
を
増
や
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
。

さ
て
蓑
吉
に
家
業
を
継
が
せ
、
室
子
は
「
望
み
手
も
あ
ら
ば
」
嫁
入
り
さ
せ

よ
う
と
の
親
の
意
向
に
反
し
、
彼
女
は
見
合
い
を
し
て
も
「
雄
大
な
娘
」「
お
立

派
過
ぎ
る
」
と
の
理
由
に
よ
り
先
方
よ
り
断
ら
れ
る
。「
得
体
の
知
れ
ぬ
屈
辱
感

で
憂
鬱
」
に
な
る
室
子
だ
っ
た
が
、「
ス
ポ
ー
ツ
の
醍
醐
味
も
「
水
の
上
の
法

悦
」
も
、
共
に
味
は
せ
て
呉
れ
た
」
コ
ー
チ
の
松
浦
と
の
「
神
秘
」
的
な
競
艇

の
ひ
と
と
き
は
、
別
乾
坤
の
境
地
を
彼
女
に
も
た
ら
す
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

精
神
の
集
注
は
、
彼
女
を
迫
つ
た
意
識
の
世
界
へ
追
ひ
込
む
。（
中
略
）
競

漕
の
昂
揚
点
に
達
す
る
と
、
颱
風
の
中
心
の
無
風
帯
と
も
見
ら
る
べ
き
と

こ
ろ
の
意
識
へ
這
入
る
。
ひ
と
の
漕
ぐ
艇
、
わ
が
漕
艇
と
意
識
の
区
別
は

全
く
消
え
失
せ
、
た
だ
一
つ
の
も
の
が
漕
い
で
ゐ
る
。
無
限
の
空
間
に
た

つ
た
一
つ
の
青
春
が
す
い
〳
〵
と
漕
い
で
ゐ
る
。

こ
う
し
た
描
写
に
対
し
、
近
藤
華
子
が
「
ス
カ
ル
は
、
室
子
を
俗
世
の
喧
騒

や
煩
雑
さ
か
ら
解
放
し
、
無
意
識
の
境
地
に
至
ら
し
め
る
も
の（6
）」
と
評
し
た
よ

う
に
、
自
己
の
精
神
を
没
我
的
な
「
無
風
帯
」
の
境
涯
に
ま
で
高
揚
さ
せ
得
る

水
上
の
ひ
と
と
き
が
、
室
子
の
最
も
充
実
し
た
、
生
そ
の
も
の
を
満
喫
で
き
る

時
間
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
辺
り
の
事
情
は
「
渾
沌
未
分
」
の
小
初
が

水
中
で
感
得
し
て
い
た
「
素
朴
不
逞
の
自
由
さ
」「
海い
る
か豚
の
歓
び
」
に
通
ず
る
忘

我
へ
の
没
入
と
も
解
せ
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
は
身
体
ご
と
ス
ポ
ー
ツ
に
熱
中

し
、
我
を
忘
れ
る
経
験
が
、
彼
女
達
の
生
を
し
て
最
も
充
溢
さ
せ
、
逆
説
的
だ

が
最
も
自
分
ら
し
く
生
き
て
い
る
実
感
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
小
初
が
、
地
上
で
の
生
活
で
は
経
済
的
不
遇
か
ら
「
妾
」
に
さ
せ
ら

れ
る
苦
境
に
直
面
し
て
い
た
よ
う
に
、
室
子
に
し
て
も
「
水
の
上
の
法
悦
」
か

ら
離
れ
た
環
境
は
幻
滅
の
多
い
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
友
人
は
既
婚
者
ば
か

り
な
の
に
未
婚
の
ま
ま
で
い
て
、
見
合
い
も
う
ま
く
ゆ
か
ず
、「
水
の
上
で
だ

け
」
は
好
も
し
い
コ
ー
チ
の
松
浦
も
「
陸
の
上
」
で
は
「
平
凡
で
勤
勉
な
妻
子

持
ち
の
社
員
」
で
し
か
な
い
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
語
る
「
忙
し
い
日
常
生
活
の

無
味
」
か
ら
室
子
は
、「
一
般
勤
労
者
で
あ
る
男
性
」
達
へ
の
「
気
の
毒
さ
」
を

す
ら
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
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室
子
は
、
可
愛
が
っ
て
い
る
弟
の
蓑
吉
が
将
来
家
督
を
継
ぐ
た
め
、
先
々
の

自
分
の
居
場
所
を
保
証
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
蓑
吉
の
母
が
立
場
上
、
実
子
に

遠
慮
を
し
、
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
る
の
を
た
め
ら
う
場
面
を
眺
め
て
は
理
不
尽
さ

を
抱
く
。
そ
う
し
て
鼈
甲
屋
の
家
業
も
時
代
の
推
移
と
共
に
衰
退
の
度
を
加
え

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
上
で
の
世
界
は
不
如
意
な
こ
と
ど
も
ば
か
り
で

あ
っ
た
。
近
藤
論
文（7
）は
、
彼
女
の
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
を
象
徴
的
に
「〈
空
腹
感
〉」

と
表
現
し
て
い
た
。
さ
ら
に
同
論
文
も
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
当
時
は
日
中

戦
争
下
で
あ
り
「
日
本
の
女
性
の
最
大
の
務
め
は
、
結
婚
を
し
て
子
供
を
産

み
、
強
い
戦
士
を
育
て
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
規
範
が
、
女
性
た
ち
に
擦

り
込
ま
れ
た
」
時
代
で
あ
る
。
孤
独
で
幻
滅
も
多
い
、
そ
ん
な
気
の
滅
入
る

日
々
を
重
ね
て
い
た
ろ
う
室
子
に
と
っ
て
、
競
艇
に
没
頭
で
き
る
水
上
の
世
界

（
仏
教
的
に
解
せ
ば
「
三
昧
」
の
境
涯
と
も
な
ろ
う
）
ば
か
り
が
自
身
の
救
い
、

ま
た
は
支
え
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
「
娘
」
の
最
終
シ
ー
ン
だ
が
、
唐
突
に
現
れ
た
青
年
の
ス
カ
ル
と
の
競

漕
、
続
く
室
子
の
失
神
と
い
う
意
外
な
展
開
と
な
る
。
隅
田
川
で
ス
カ
ル
に

乗
っ
た
ま
ま
、
室
子
は
渡
船
に
乗
っ
て
桜
餅
を
買
い
に
出
か
け
た
蓑
吉
を
「
男

は
兎
に
角
、
子
供
だ
け
は
持
ち
度
い
」
と
思
い
な
が
ら
待
つ
が
、
瞳
の
大
き
な

青
年
の
乗
る
ス
カ
ル
が
そ
こ
に
近
づ
く
。
そ
の
男
か
ら
感
受
さ
れ
る
「
電
機
性
」

の
「
射
竦
ま
す
や
う
な
雰
囲
気
」
は
、
そ
れ
ま
で
感
じ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
動
揺

を
生
じ
さ
せ
、
逃
げ
去
ろ
う
と
す
る
室
子
だ
っ
た
が
、
青
年
も
「
抜
群
の
腕
」

で
漕
ぎ
付
い
て
く
る
。
そ
の
様
相
は
、
以
下
の
よ
う
な
感
覚
的
描
写
で
順
次
叙

述
さ
れ
て
行
く
。

そ
の
漕
ぎ
連
れ
方
に
は
愛
の
力
が
潜
ん
で
ゐ
て
、
そ
れ
を
少
し
づ
つ
い
た

は
り
に
変
へ
（
中
略
）
そ
の
技
倆
に
も
女
の
魂
を
底
か
ら
揺
り
動
か
す
魅

力
が
あ
つ
た
。（
中
略
）
恥
か
し
さ
と
嬉
し
さ
に
、
肉
体
は
溶
け
て
行
く
や

う
だ
つ
た
。（
中
略
）
異
常
な
圧
迫
感
が
加
は
る
。
今
ま
で
、
自
由
で
、
独

自
で
自
然
で
あ
つ
た
自
分
が
手
も
な
く
擒
に
さ
れ
る
（
中
略
）
食
は
れ
、

没
入
さ
れ
て
し
ま
ふ
の
だ
。（
中
略
）
こ
の
追
ひ
方
は
只
事
で
は
無
い
。
愛

の
手
の
差
し
延
べ
、
結
婚
の
申
込
み
で
は
無
か
ら
う
か
。（
中
略
）
青
年
の

艇
は
大
や
う
な
微
笑
そ
の
も
の
ゝ
静
け
さ
で
、
ぴ
た
り
〳
〵
つ
い
て
離
れ

な
い
。

伏
線
も
な
く
現
れ
た
謎
の
青
年
は
、
自
身
か
ら
愛
情
を
浴
び
せ
る
よ
う
に
発

し
て
室
子
を
征
服
し
に
来
た
者
で
も
あ
ろ
う
か
。
穏
や
か
な
が
ら
強
い
精
力
が

漲
っ
て
も
い
る
若
者
の
有
す
る
魅
惑
に
牽
か
れ
、
彼
女
は
漕
ぎ
続
け
る
う
ち
力

尽
き
、
川
の
中
で
気
を
失
う
。
そ
う
し
て
正
気
に
還
っ
た
と
き
「
自
分
を
抱
き

起
し
て
ゐ
る
の
は
」（
簔
吉
で
な
く
）「
後
の
艇
に
ゐ
た
青
年
」
で
あ
っ
た
。

「
娘
」
は
こ
こ
で
終
わ
る
。

こ
の
、
謎
め
い
た
青
年
は
「
室
子
の
『
水
の
上
』
の
男
へ
の
憧
憬
が
形
に

な
っ
た
も
の
」
で
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
男
（「
河
神
」）
だ
が
、
併
せ
て
戦

時
下
に
あ
っ
て
讃
美
さ
れ
る
「
日
本
男
子
」
像
を
も
含
意
す
る
「
複
層
的
な
存

在
」
だ
と
内
田
貴
子（8
）は
論
じ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
象
徴
性
を
体
現
し

た
幻
影
で
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
室
子
が
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の

力
で
男
の
身
体
を
充
分
に
賞
味
」
し
て
お
り
、「
擒
」
な
り
「
食
は
れ
、
没
入
さ

れ
」
た
と
本
文
に
記
し
て
あ
っ
た
に
し
て
も
、
青
年
に
敗
北
し
た
の
で
は
な

く
、
彼
女
の
方
が
「
男
を
食
っ
た（9
）」
と
み
な
す
見
解
に
は
首
肯
し
得
な
い
。

室
子
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
意
識
の
忘
失
の
場
面
は
、
か
の
子
文
学
に
は
し
ば

し
ば
描
か
れ
る
。
た
と
え
ば
「
金
魚
撩
乱
」
の
復
一
は
、
長
年
に
亘
り
初
恋
の

女
性
を
超
え
る
美
を
備
え
た
金
魚
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
が
、
台
風
で
氾
濫
し

た
池
か
ら
金
魚
が
す
べ
て
流
さ
れ
て
絶
望
し
意
識
を
失
う
。
し
か
し
好
も
し
く

な
い
種
金
魚
を
捨
て
て
来
た
別
の
池
の
自
然
交
配
で
、
ま
っ
た
く
意
想
外
の
美
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し
い
金
魚
が
生
れ
て
い
た
。

ち
な
み
に
、
意
識
忘
失
の
間
に
心
機
が
一
転
す
る
状
況
を
か
の
子
は

「
回
コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
心
と
い
ふ
心
象（10
）」
と
仏
教
的
に
解
釈
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
か
の
子
文

学
か
ら
は
仏
教
思
想
を
ひ
そ
か
に
織
り
込
ま
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
出
さ
れ

る（11
）。

―
―
こ
う
し
た
「
回
心
」
は
、
戯
曲
「
阿
難
と
呪
術
師
の
娘
」（『
散
華
抄
』

大
雄
閣
、
昭
四
・
五
）
以
降
、「
迷
妄
」
を
浄
化
す
る
機
縁
と
し
て
し
ば
し
ば
か

の
子
文
学
に
は
描
か
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。「
娘
」
の
場
合
も
、
そ
う
し
た
展

開
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
例
だ
と
解
す
る
な
ら
ば
、
室
子
は
象
徴
的
幻
影
た

る
青
年
の
愛
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
失
神
し
た
こ
と
で
、
独
身
で
い
た
こ
と

や
水
の
上
で
し
か
男
性
に
魅
力
を
感
じ
な
い
で
い
た
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
の

「〈
空
腹
感
〉」
を
刷
新
さ
れ
、
意
識
回
復
後
は
よ
り
時
代
相
に
合
う
次
元
の
認
識

を
得
た
「
日
本
女
子
」
的
「
娘
」
に
変
質
し
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
わ
け

で
あ
る
。

五

お
わ
り
に

さ
て
か
の
子
の
描
い
た
小
説
群
に
は
、
全
体
的
に
み
て
情
熱
者
や
憧
憬
者
、

そ
う
し
て
彼
ら
が
関
わ
り
あ
う
不
思
議
な
縁
が
、
し
き
り
に
描
出
さ
れ
る
。
ほ

か
に
も
没
我
的
時
間
を
経
た
心
機
の
転
回
、
生
命
量
が
豊
か
な
ヒ
ロ
イ
ン
、
脈

な
す
生
命
に
代
々
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
意
志
、
ま
た
人
物
が
何
か
の
不
如
意
感

を
他
者
に
被
け
る
と
い
っ
た
場
面
が
多
々
見
受
け
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
論
者
は

そ
れ
ら
全
般
に
、
仏
教
的
モ
チ
ー
フ
が
内
在
し
変
奏
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え

て
来
た
が
、「
蔦
の
門
」「
快
走
」「
娘
」
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
要
素
は
底
流
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
「
蔦
の
門
」
に
は
、
蔦
の
〝
縁
〞
を
拡
げ
深
め
る
生
命
力
に
感
化
さ

れ
、
人
間
性
を
高
次
な
そ
れ
へ
と
伸
長
し
て
ゆ
く
女
性
た
ち
が
登
場
し
て
い

た
。
次
の
「
快
走
」
か
ら
は
、
全
力
疾
走
に
よ
る
鬱
屈
し
た
ス
ト
レ
ス
の
発
散

と
そ
れ
を
鷹
揚
に
受
け
容
れ
る
家
族
の
姿
が
見
出
さ
れ
た
。
最
後
の
「
娘
」
は

漕
艇
の
法
悦
の
ひ
と
と
き
の
み
な
ら
ず
謎
の
異
性
の
幻
惑
的
魅
力
に
惹
き
こ
ま

れ
、
没
我
状
態
に
陥
っ
た
あ
と
、
お
そ
ら
く
心
機
が
変
転
し
た
で
あ
っ
た
ろ
う

若
き
女
性
が
描
か
れ
て
い
た
。

「
娘
」
の
場
合
、
意
識
の
戻
っ
た
室
子
が
こ
の
青
年
に
最
後
「
抱
き
起
」
こ
さ

れ
た
の
が
陸
上
で
の
こ
と
か
、
あ
る
い
は
ス
カ
ル
に
乗
っ
た
ま
ま
の
水
の
上
で

の
こ
と
だ
っ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
そ
の
青
年
の
魅
力
に
惑
溺
し
た
末
に

「
抱
き
起
」
さ
れ
、
既
に
「
擒
」
と
さ
れ
た
か
と
推
察
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
も
は

や
縁
遠
か
っ
た
男
も
含
め
た
地
上
的
幻
滅
（
空
腹
感
）
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た

も
の
と
解
せ
る
。
そ
も
そ
も
室
子
は
「
結
局
の
と
こ
ろ
は
男
に
敵か
な
は
な
い
」
と

考
え
て
も
い
た
た
め
、
時
代
の
求
め
た
強
い
〝
日
本
男
児
〞
の
魅
力
に
抗
し
き

れ
ず
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
女
性
と
し
て
形
象
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。「

蔦
の
門
」
で
の
蔦
に
象
徴
さ
れ
る
自
然
の
生
命
を
介
し
た
因
縁
は
、
ひ
か
れ

あ
う
「
母
娘
」
共
々
の
人
間
性
の
伸
長
を
惹
起
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。「
快
走
」

の
無
心
の
全
力
疾
走
の
恍
惚
か
ら
は
、
現
状
の
生
活
へ
の
屈
託
を
発
散
さ
せ
た

い
と
い
う
、
い
わ
ば
カ
タ
ル
シ
ス
願
望
に
魅
入
ら
れ
た
心
性
が
認
め
ら
れ
た
。

ま
た
当
時
に
理
想
視
さ
れ
て
い
た
男
性
像
に
牽
か
れ
、
そ
の
愛
情
を
受
容
す
る

べ
く
忘
我
を
経
て
「
回
心
」（
国
家
的
に
都
合
の
よ
い
帰
趨
だ
が
）
す
る
「
娘
」

の
主
人
公
も
ま
た
、「
快
走
」
と
同
じ
よ
う
に
三
昧
境
を
も
た
ら
す
身
体
的
法
悦

に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
諸
作
か
ら
仏
教
性
の
内
在
を
見
出
す
こ
と
も
可

能
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
世
に
遍
在
す
る
〝
縁
〞
は
「
蔦
の
門
」
ば
か
り
で
な

く
、「
快
走
」
の
親
子
や
「
娘
」
の
ス
カ
ル
に
乗
っ
た
男
女
を
も
結
ぶ
も
の
で
も



─　　─18

3606

あ
っ
た
の
だ
。

註（
1
）
拙
著
『
岡
本
か
の
子
の
小
説
〈
ひ
た
ご
こ
ろ
〉
の
形
象
』（
お
う
ふ
う
、

平
十
七
・
九
）、『
岡
本
か
の
子

短
歌
と
小
説

―
主
我
と
没
我
と
―
』

（
お
う
ふ
う
、
平
二
十
三
・
三
）、
ま
た
『
新
し
い
短
歌
鑑
賞
第
一
巻

与

謝
野
晶
子

岡
本
か
の
子
』（
晃
洋
書
房
、
平
十
七
・
五

木
股
知
史
と
共

著
）、『
撩
亂
の
牡
丹

か
の
子
未
刊
随
筆
集
』（
菁
柿
堂
、
平
二
十
二
・
三

編
著
）
等
を
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
単
独
の
作
品
論
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
瀬
戸
内
晴
美
『
か
の
子
撩
乱
』

（
講
談
社
、
昭
四
十
・
五
）
に
は
か
の
子
が
「
門
に
か
ら
ま
っ
て
の
び
て
ゆ

く
蔦
の
生
命
力
が
い
と
し
い
と
い
っ
て
、
蔦
を
い
た
わ
り
門
を
閉
ざ
し
っ

ぱ
な
し
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
事
実
が
述
べ
ら
れ
、
同
様
の
「
蔦
の
門
」

の
場
面
を
「
そ
の
ま
ま
か
の
子
の
実
生
活
の
描
写
で
も
あ
っ
た
」
と
指
摘

し
た
箇
所
が
あ
る
（
第
十
七
章
）。
ま
た
「
岡
本
か
の
子
」（『
日
本
評
論
』

昭
十
四
・
七
）
で
川
端
康
成
が
「
健
康
三
題
」（『
丸
の
内
草
話
』
青
年
書

房
、
昭
十
四
・
五
）
等
に
言
及
し
な
が
ら
「
ス
ポ
オ
ツ
の
動
力
的
に
躍
動

し
緊
張
す
る
一
瞬
の
女
体
に
も
、
ナ
ル
チ
ス
ム
ス
の
恍
惚
と
戦
慄
と
を
、

岡
本
さ
ん
は
感
じ
た
」「
そ
の
姿
に
美
の
一
つ
の
極
限
を
見
た
」
と
し
た
記

述
は
、
そ
の
ま
ま
「
快
走
」
へ
の
評
言
と
も
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
（
ち
な

み
に
「
快
走
」
は
平
成
二
十
六
年
度
の
セ
ン
タ
ー
試
験
に
全
文
掲
載
の
う

え
出
題
）。

（
3
）
「
お
蘭
の
玉
の
緒
を
、
い
つ
あ
の
白
痴
が
牽
い
て
行
つ
た
か
、
自
分
が
婿

を
貰
ひ
、
世
の
常
の
女
の
常
道
に
入
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
世
の
中
の
何
処

か
の
隅
で
あ
の
白
痴
が
潰
え
崩
れ
て
仕
舞
ふ
や
う
な
痛
ま
し
さ
を
、
お
蘭

の
心
が
し
き
り
に
感
ず
る
の
を
ど
う
し
や
う
も
な
か
つ
た
」
と
あ
る
場
面

で
「
玉
の
緒
」
が
記
さ
れ
る
。
自
身
の
魂
を
四
郎
の
無
垢
な
そ
れ
に
感
化

さ
れ
た
お
蘭
は
、
こ
の
あ
と
生
死
の
定
か
で
な
い
四
郎
を
生
涯
待
ち
続
け

る
人
生
を
送
る
。「
み
ち
の
く
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
拙
論
「『
み
ち
の
く
』

―『
待
つ
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」
掲
載
の
『
岡
本
か
の
子
の
小
説
〈
ひ
た
ご
こ

ろ
〉
の
形
象
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
）
当
時
の
読
者
は
疾
走
す
る
若
い
女
性
の
描
出
か
ら
、
容
易
に
女
性
初
の

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
メ
ダ
リ
ス
ト
・
人
見
絹
江
（
一
九
〇
七
〜
一
九
三
一
。
昭

三
年
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
大
会
、
八
〇
〇
ｍ
走
で
銀
メ
ダ
ル
）
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
5
）
水
野
忠
文
「
ス
ポ
ー
ツ
」（『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
十
月
臨

増
号
〔
一
二
巻
一
二
号
〕、
昭
四
十
一
・
十
・
二
十
）
一
二
八
〜
一
三
〇

頁
。
同
号
は
「
近
代
文
学
の
環
境
百
科
事
典
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
事
例

も
数
多
く
示
唆
に
富
む
。

（
6
）
「『
娘
』―
室
子
の
〈
空
腹
感
〉―
」（『
岡
本
か
の
子

描
か
れ
た
女
た
ち

の
実
相
』
翰
林
書
房
、
平
二
十
六
・
九
・
十
八
）
五
四
頁
。

（
7
）
前
掲
「『
娘
』―
室
子
の
〈
空
腹
感
〉―
」
六
一
、
五
五
頁
。

（
8
）
「
岡
本
か
の
子
『
娘
』
論
―
ス
カ
ル
の
競
漕
に
秘
め
ら
れ
た
希
求
と
相

克
―
」（『
日
本
文
学
誌
要
』
一
〇
六
号
〔
法
政
大
学
国
文
学
会
〕、
令
四
・

九
・
二
十
四
）
三
九
、
四
一
頁
。

（
9
）
前
掲
「
岡
本
か
の
子
『
娘
』
論
―
ス
カ
ル
の
競
漕
に
秘
め
ら
れ
た
希
求

と
相
克
―
」
四
二
頁
。

（
10
）
「
宗
教
劇
の
不
可
解
所
と
は
―
岡
田
八
千
代
の
評
に
つ
い
て
―
」（『
読
売

新
聞
』
昭
九
・
十
二
・
十
八
）。
解
釈
の
詳
細
は
『
岡
本
か
の
子
の
小
説

〈
ひ
た
ご
こ
ろ
〉
の
形
象
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。



─　　─19

3607

（
11
）
た
と
え
ば
岡
本
か
の
子
は
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
で
端
的
に
「
な
る
べ
く
宗

教
的
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
を
使
は
ず
飽
ま
で
文
芸
本
来
の
気
魄
と
魅
力
を

も
つ
て
、
宗
教
の
精
神
を
内
在
さ
せ
た
作
品
を
理
想
と
し
ま
す
」（「
余
の

宗
教
文
学
観
」『
仏
教
文
学
』
昭
四
・
十
）
と
記
し
て
い
た
（
前
掲
『
岡
本

か
の
子
の
小
説
〈
ひ
た
ご
こ
ろ
〉
の
形
象
』
を
参
照
）。

追
記本

稿
は
三
谷
憲
正
・
外
村
彰
・
野
田
直
恵
・
渡
邊
浩
史
・
金
泯
芝
編
『
太
宰

と
か
の
子
』（
お
う
ふ
う
、
平
二
十
五
・
二
）
収
録
の
「
蔦
の
門
」「
快
走
」
等

を
め
ぐ
る
旧
稿
を
基
に
改
稿
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
と
の
む
ら

あ
き
ら

安
田
女
子
大
学
教
授
）
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