
「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』

―
―
谷
崎
潤

一
郎

『阪
神
見
聞
録
』
全
文
分
析
に
よ
る
仮
説
提
議

「大
阪
」
の
混
同
と
そ
の
理
由
―
―

一謄

原

智

は

じ

め

に

大
阪
の
人
は
電
車
の
中
で
、
平
気
で
子
供
に
小
便
を
さ
せ
る
人
種
で
あ
る
、

―
―
と
、
か
う
云
つ
た
ら
ば
東
京
人
は
驚
く
だ
ら
う
が
、
此
れ
は
嘘
で
も
何
で
も
な
い
。

『阪
神
見
聞
録
』
亀
文
藝
春
秋
』
大
正
１４
年
１０
月
号
初
出
）
の
冒
頭
で
あ
る
。

谷
崎
潤

一
郎
は
関
西
に
移
住
後
、
関
西
を
舞
台
に
し
た
作
品
を
次
々
と
発
表
し
、
高
評
価
を
う
け
る
代
表
作
の
数
々
が
生
ま
れ
て
い

る
。
谷
崎
文
学
は
関
西
で
大
き
く
開
花
し
た
と
評
価
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
数
々
の
作
で
世
に
知
ら
し
め
た
功
績
は
偉
大
で
あ
り
、
そ
の
文
学
的
成
功
を
見
て
も
こ
の
両
者
の
出
会
い
は
互
い

に
と

っ
て
恩
恵
と
成
功
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
。
関
西
の
地
に
心
酔
し
賛
美
者
と
し
て
、
ま
た
よ
き
理
解
者
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る

谷
崎
で
あ

っ
た
が
関
西
移
住
２
年
後
の
大
正
１４
年
に
は
こ
の
よ
う
な
随
筆
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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谷
崎
潤

一
郎
は
東
京
に
生
ま
れ
東
京
に
育

つ
。
し
か
し
、
大
正
１２
年
の
関
東
大
震
災
に
よ
り
、

３８
歳
で
や
む
な
く
関
西

へ
の
避
難
を
強

い
ら
れ
る
。
当
初
は
あ
く
ま
で
も
便
宜
上
、　
一
時
避
難
の
つ
も
り
で
来
た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
が
、
や
が
て
そ
の
地
に
魅
せ
ら
れ
３０
余
年
住

む
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（傍
線
…
筆
者
）

「
か
う
云
つ
た
ら
ば
東
京
人
は
驚
く
だ
ら
う
」
、
と

一
文
目
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
阪
神
」
見
聞
録
」
と
題
し
な
が
ら
、
意
識
は

「東
京
人
」
に
向
け
て
発
信
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
露
顕
し
て
い
る
と
い
え
る
。

冒
頭
の
こ
の

一
文
は
実
に
こ
の
作
品
を
集
約
し
て
い
る
と
思
え
る
。
全
編
を
貫
く
二
つ
の
こ
と
が
す
で
に
こ
の

一
文
の
中
に
提
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
二
つ
と
は
、
ま
ず
、
谷
崎
が

「関
西
」
に
い
か
な
る
認
識
を
抱
い
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
特
記
す
べ
き
も
う

一
つ
は
こ

れ
が
ま
さ
に

「江
戸

っ
子
」
の
自
負
と
プ
ラ
イ
ド
に
立
脚
し
た

「江
戸
っ
子
」
の
ス
タ
ン
ス
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
読
み
終
え
て
冒
頭
に
立
ち
戻
る
と
、
実
に
端
的
に
主
張
内
容
と
書
き
手
の
ス
タ
ン
ス
と
が
同
時
に
明
示
さ
れ
た

一
文
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
冒
頭
の
こ
の

一
文
は
、
よ
く
全
体
を
物
語

っ
て
い
る
。

全
文
分
析
を
通
し
て
、
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
と
い
う
の
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
す
で
に
こ
の

一
文
目
に
あ
ら
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

「大
阪
人
」
を
見
る
自
ら
の
視
線
が

「東
京
人
」
の
そ
れ
で
あ

っ
て
、
判
断
は

「東
京
人
」
の
も
の
さ
し
で
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
か

つ
、
そ
れ
が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
固
た
る
自
負
に
基
づ
い
て
い
る
。
関
西
の
地
に
あ
る

も
の
の
、
終
始

「東
京
人
」
と
し
て
、
ま
た

「東
京
人
」
が
共
通
し
て
有
し
て
い
る
判
断
基
準
に
基
づ
い
て
発
言
し
て
い
る
と
い
え
る
。

「大
阪
の
人
は
電
車
の
中
で
、
平
気
で
子
供
に
小
便
を
さ
せ
る
人
種
」
と
い
う

の
は
語
気
の
強
い
始
ま
り
方
で
あ
る
。
谷
崎
自
身
も
後

年
の
随
筆

『私
の
見
た
大
阪
及
び
大
阪
人
』
※

亀
中
央
公
払聖

昭
和
７
年
２
～
４
月
号
初
出
）
で
認
め
る
と
お
り
、
強
い
反
発
を
呼
び

「忘
れ

な

い
」
ほ
ど
の

「憎
し
み
を
買
つ
た
」
の
も
道
理
と
言
え
る
。
（※
こ
の
中
に
は

「関
西
の
風
土
人
情
に
対
し
て
」
「愛
情
が
日
増
し
に
深
く
な
つ



て
ゆ
く
」
と
述
べ
る
箇
所
が
あ
り
、
「第
二
の
故
郷
た
ら
ん
と
す
る
京
阪
の
地
へ

『阪
神
見
聞
録
』
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
対
照
的
で
興
味
深
い
。
）

し
か
し
、
本
論
で
問
題
に
し
て
ゆ
く
の
は
そ
う
い
っ
た
関
西
人
批
判
部
分
で
は
な
い
。
例
を
挙
げ
る
と
、
む
し
ろ
重
要
視
す
る
の
は
そ

の
後
に
続
く

「か
う
云
つ
た
ら
ば
東
京
人
は
驚
く
だ
ら
う
」
の
部
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
関
西
人
に
対
す
る
批
判
部
分
で
な
く
、
そ
れ
に

対
し
て

「東
京
人
」
ま
た
は

「東
京
人
」
の
モ
ラ
ル
や
見
識
を
引
き
合
い
に
出
し
て
く
る
と
い
う
、
こ
の
随
筆
の
構
成
手
法
に
着
日
し
た

い
と
思
う
。
こ
の
手
法
こ
そ
ま
さ
に
認
識
の
あ
ら
わ
れ
で
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
は
、
文
章
に
あ
る
規
則
が
生
ま
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

そ
の
規
則
と

い
う
の
は
、
後
の
章
に
表
に
示
す
が
、
「見
聞
」
的
記
述
で

「関
西

（人
と

を
描

い
た
あ
と
、
そ
れ
に

「東
京
人
」
的

「見
解
」
が
続

い
て
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「見
聞
録
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
あ
れ
ば

「見
聞
」
部
の
後
に
、
「見
解
」

的
記
述
が
そ
え
ら
れ
る
の
は
構
造
上
、
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
の

「見
解
」
が
い
わ
ゆ
る

一
「個
人
」
ま
た
は

一

「常
識
人
」
と
し
て
で
な
く
、　
一

「東
京
人
」
と
こ
と
わ

っ
て
な
さ
れ

て
い
る
点
が
特
徴
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
が
前
述
の
と
お
り

「東
京
人
」

へ
向
け
ら
れ
る
と
い
っ
た
手
順
を
ふ
む
の
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
の
特
徴
は
非
常
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
い
え
る
。

続
く

エ
ピ

ソ
ー
ド
の
ひ
と

つ
に

「満
員
電
車
」
で

「女
親
が
幼

い
子
供
に
小
便
で
な
く
糞
を
さ
せ
て
」
「念
入
り
に
も
車
台
の
床

へ
新

聞
紙
を
敷
き
」
「お
客
の
鼻
先

へ
高
々
と
翡
し
て
」
「窓
の
外

へ
捨
て
」
た
、
と
い
う
描
写
が
あ
る
が
、
本
論
で
問
題
に
し
て
ゆ
く
の
は
そ

の
あ
と
に
続
く

「甚
だ
尾
籠
な
お
話
で
、
東
京
人
に
は
恐
縮
で
あ
る
」
の
部
分
で
あ
る
。

明
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
「見
解
」
が

「東
京
人
」
に
む
け
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
、
谷
崎
の
意
識
が
う
か
が
わ
れ
る
の
が
、
次
の
点
で
あ
る
。

「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』

の
愛
情
」
ゆ
え
の

「批
評
」
で
あ
る
こ
と
を

「断
つ
て
」
い
る
の
も

四

三
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無
駄
の
な
い
、
ま
た
余
計
な
配
慮
を
入
れ
な
い
客
観
的
な
人
物
描
写
を
し
た
あ
と
で
、
そ
れ
が

「東
京
人
」
に
対
す
る
下
り
に
な
る
と

前
置
き
に

「甚
だ
尾
籠
」
で

「恐
縮
」
と
い
う
こ
と
わ
り
を
入
れ
て
い
る
点
。
そ
し
て

「話
」
で
な
く

「
お
」
を
つ
け
て

「お
話
」
と
し

て
い
る
点
で
あ
り
、
文
の
調
子
が
変
わ
る
そ
の
背
景
が
う
か
が
い
知
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
「尾
籠
な
」
「お
話
」
の
客
観

「的
」

描
写
で
あ
る
が
、
客
観
的
に
見
え
て
、
実
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に

「念
入
り
に
も
」
「
お
客
の
鼻
先
Ｃ

昔
同
々
と
」
な
ど
と

い
っ
た
皮
肉
を

こ
め
た
、
主
観
が
な
せ
る
効
果
的
な
修
飾
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
点
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

指
摘
し
た
い
の
は
、
「見
聞
」
、

つ
ま
り
関
西
人

へ
の
厳
し
い
描
写
及
び
描
写

「内
容
」
で
な
く
、
そ
れ
を
受
け
、
東
京
人
た
ち
に
同

意
、
賛
同
を
求
め
る
と
い
う
反
射
的
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
行
為
は
返
答
ま
た
は
同
意
を
期
待
し
な
が
ら
求
め
た
も
の

で
な
く
、
必
ず
同
意
が
な
さ
れ
る
と

い
う
確
信
に
基
づ
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
点
で
彼
は
同
じ
判
断
基
準
を
持

っ
た

「江
戸
っ

子
」
の

一
員
で
あ
り
、
そ
の

「同
類
」
の
解
釈
は
普
遍
的
な
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
例
外
は
考
え
に
含
め
て
い
な
い
の

で
あ
る
。

関
西
に
於

い
て
疑
間
を
感
じ
、
そ
れ
を

一

「個
人
」
ま
た
は

一

「見
識
人
」
と
し
て
で
な
く
、　
一

「東
京
人
」
と
し
て
受
容
し

「東
京

人
」

へ
向
け
て
発
信
し
て
自
己
の
見
解
を
普
遍
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

今
回
、
作
中

「見
聞
」
部
に
描
か
れ
た

「関
西
人
」
の
言
動
に
つ
い
て
は
、
極
力
、
見
解
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
を
差
し
控
え
る
。
そ
し

て
、
そ
の
内
容
の
真
偽

・
善
悪
の
ほ
ど
に
つ
い
て
詮
議
す
る
の
も
控
え
る
。
そ
の
理
由
は
、
先
の
よ
う
に
、
そ
れ
に
導
か
れ
る

「見
解
」

部
分
の
方
を
重
要
視
す
る
た
め
、
そ
う

い
っ
た
作
業
は
意
味
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し

一
方
で
、
そ
の

「言
い
回
し
」
及
び
言
葉
の
選
び
方
に
つ
い
て
は
細
か
く
注
意
を
払
い
た
い
と
思
う
。

多
く
の
こ
と
を
語

っ
て
説
得
力
を
持

つ
の
は
、
実
は
内
容
よ
り
む
し
ろ
そ
の

「言
い
回
し
」
で
あ
る
と
認
識
す
る
か
ら
で
あ
る
。
『阪

神
見
聞
録
』
に
お
い
て
は
、
「見
聞
」
の

「内
容
」
よ
り
も
そ
の

「言
い
回
し
」
に
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
後
の
章
で
本
文
を
示
し



そ
れ
を
指
摘
し
て
ゆ
き
た
い
。

本
文
は
、

馬
鹿
な
の
か
づ
う
づ
う
し
い
の
か
、
そ
ん
な
遠
慮
を
し
て
ゐ
る
者
は
一
人
も
な
い
。
（略
）

要
す
る
に
東
京
に
比
べ
て
、
市
民
全
体
の
公
徳
心
が
薄
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か

と
進
め
ら
れ
、

私
は
い
つ
ぞ
や
上
方
の
喰
ひ
物
の
こ
と
を
書
い
た
か
ら
、
今
度
は
人
間
の
こ
と
を
書
い
て
み
た
。

が
、
斯
う
し
て
見
る
と
、
人
間
の
方
は
ど
う
も
喰
ひ
物
ほ
ど
上
等
で
は
な
い
や
う
で
あ
る
。

と
、
し
め
く
く
ら
れ
る
。

こ
の
し
め
く
く
り
の
直
前
に
、
「六
甲
の
苦
楽
園
」
貧
ハ庫
県
武
庫
郡
）
の
共
同
温
泉
に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
こ
の
と
お
り
、

舞
台
は
兵
庫
県
で
あ
る
が
、
「大
阪
人
」
の
所
行
と
い
う
書
か
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
。
「
つ
い
鼻
の
先
で
」
「
ホ
レ
、
此
の
方
が
谷
崎
さ
ん

や
」
「
ふ
―
ん
、
さ
う
だ

つ
か
、
此
れ
が
谷
崎
さ
ん
だ
つ
か
、
偉

い
お
方
や
な
」
と

「人
の
顔
を
み
て
は
感
心
」
す
る
様
子
を
、
「無
遠

慮
」
で

「
ヂ
ロ
デ
ロ
視
詰
め
て
」
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を

「ま
る
で
品
物
の
値
踏
み
で
も
す
る
や
う
に
」
と
指
摘
し
、
人

を

「品
物
」
扱
い
す
る
関
西
人
の
非
礼
を
批
判
す
る
。

そ
れ
を
受
け
て
か
、
こ
の
し
め
く
く
り
で

「
い
つ
ぞ
や
」
「喰
ひ
物
」
を
書

い
た
の
で

「今
度
は
」
「人
間
」
、
と

「物
」
と

「人
間
」

を
並

べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
並

べ
る
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
二
つ
を

「比
較
」
し
、
そ
の
結
果
、
「喰
ひ
物
」
の
方
が

「上
等
」
と
す

る
。
こ
れ
は
、
人
間
を

「品
物
」
扱
い
す
る
非
礼
に
対
す
る
、
先
を
受
け
て
の
趣
意
返
し
で
あ
ろ
う
か
。
趣
意
を
果
た
し
た
、
み
ご
と
な

切
り
返
し
で
あ
る
。

「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』

四

五
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こ
の
随
筆
は

「見
解
」
が
極
め
て
明
解
で

一
貫
性
が
あ
る
の
で
、
関
西
人
に
対
す
る
認
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
重
ね
て
説

明
す
る
必
要
も
そ
の
余
地
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
の
も
う

一
つ
の
意
義
は
別
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
論
で
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
直
接
的
に
な

さ
れ
て
い
る
関
西
批
判
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
本
論
で
着
目
す
る
の
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
引
き
出
さ
れ
て
き
て
い
る
谷
崎
の

「江
戸

っ

子
」
意
識
の
方
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「関
西
」
を
書
こ
う
と
し
た
動
機
が
、
結
果
的
に
谷
崎
の

「江
戸

っ
子
」
と
し
て
の
自
負
を
書
か
せ
る
こ
と
と
な

っ
た
と
言

い
た
い
の
で
あ
る
。
題
材
に

「
関
西
」
を
選
び
な
が
ら
、
作
中
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
く

「東
京
人
」
の
意
識
で
あ
る
。

『阪
神
見
聞
録
』
は
、
直
接
的
に
は

「
関
西
」
を
描
き
な
が
ら
、
そ
の
実
、
谷
崎
の

「江
戸

っ
子
」
意
識
が
強
く
押
し
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
本
論
に
て
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。

一
、
『
阪
神
見
聞
録
』
全
文
分
析

『阪
神
見
聞
録
』
に
は
、
文
章
に
あ
る
ひ
と
つ
の
法
則
が
で
き
て
い
る
。

そ
の
法
則
と
は
、

「見
聞
」
的
記
述
の
あ
と
に
、
合
わ
せ
て

「見
解
」
的
記
述
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「見

聞
録
」
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
冠
す
る
以
上
、
奇
異
な
形
式
で
は
な
い
。
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
は
そ
の

「見
解
」
が

「東
京
人
」
へ
向
か
っ

て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

「見
解
」
が

「東
京
人
」
と
し
て
の
そ
れ
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
特
徴
で
あ

Ｚり
。本

論
で
は
こ
れ
を
重
要
点
と
す
る
の
で
、
「見
聞
」
内
容

つ
ま
り
描
写
内
容
自
体
の
批
評

・
詮
議
は
さ
ほ
ど
意
味
を
も
た
な
い
と
考
え

る
。
し
か
し
、
描
写

「内
容
」
の
詮
議
は
省
く
が
、
描
写

「方
法
」
に
は
注
目
す
る
。
こ
の
描
写
方
法
つ
ま
り
言
い
回
し
こ
そ
が
意
識
の



あ
ら
わ
れ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
重
要
な
糸
口
と
見
な
す
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
検
討
で
は

「見
解
」
部
に
重
点
を
置
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば

「見
聞
録
」
た
る

『阪
神
見
聞

録
』
自
体
の

「見
聞
」
部
分
よ
り
も

「見
解
」
部
分
に
よ
り
重
要
性
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
内
実
は
、
「見
解
」
部
分
の
ウ

ェ
イ
ト
が
高
く
、
「見
聞
」
部
分
は
機
能
的
に
い
う
と

「見
解
」
部
分
を
引
き
出
す
導
入
部
と
し

て
の
役
割
を
担
う
も
の
と
な

っ
て
い
る
と
私
は
理
解
す
る
。
「見
聞
録
」
と
い
う
本
来
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
見
れ
ば
、
実
に
内
実
は
逆
転

し
た
構
造
に
な

っ
て
い
る
と
言
え
る
。

次
に
お
こ
な
う
全
文
分
析
は
、
以
上
の
こ
と
を
説
明
す
る
の
に
有
効
と
考
え
試
み
た
。

「見
聞
」
と

「見
解
」
は
同

一
文
内
に
含
ま
れ
る
も
の
も
あ
り
、
対
象
が
文
章
ゆ
え
物
理
的
に
厳
密
に
分
解
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
不

可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
両
者
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
物
理
的
な
文
章
分
解
を
目
指
す
も
の
で
な
い
こ
と

を
ご
了
解
頂
き
た
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（傍
線
‥
筆
者
）

大
阪
の
人
は
電
車
の
中
で
、
平
気
で
子
供
に
小
便
を
さ
せ
る
人
種
で
あ

る
事
実
私
は
さ
う
云
ふ
光
景
を
三
度
も
見
て
い
る
。
尤
も
市
内
電
車
で
は

な
く
、
三
度
と
も
阪
急
電
車
で
あ
つ
た
が
、

一
度
は
何
で
も
、
宝
塚
で
菊
五
郎
の
道
成
寺
を
見
た
帰
り
途
の
、
満
員

の
電
車
の
中
だ
つ
た
。
車
台
の
中
央
の
吊
り
革
に
ぶ
ら
下
が
つ
て
ゐ
る

と
、
何
虎
か
で
シ
ヤ
ア
シ
ヤ
ア
と
放
尿
す
る
音
が
聞
え
る
。
そ
の
う
ち
に

「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』

―
―
と
、
か
う
云
つ
た
ら
ば
東
京
人
は
驚
く
だ
ら
う
が
、
此
れ
は
嘘
で
も

何
で
も
な
い
。

此
の
阪
急
が
大
阪
付
近
の
電
車
の
中
で

一
番
客
種
が
い
い
と
言
う
に
至
つ

て
は
、
更
に
吃
驚
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

此
の
女
親
の
不
作
法
は
素
よ
り
論
外
で
あ
る
と
し
て
、
私
の
不
思
議
に
思

つ
た
の
は
、
此
れ
を
見
て
い
る
車
掌
も
お
客
も
、
別
に
咎
め
立
て
を
し
な

い
ば
か
り
か
、
不
愉
快
な
顔
つ
き
を
す
る
の
で
も
な
い
。
何
し
ろ
立
錐
の

四
七

「見
聞
」
的
要
素
を
強
く
含
む
記
述

「見
解
」
的
要
素
を
強
く
含
む
記
述



「江
戸

っ
子
」
の

「見
解
書
」
と
し
て
の

『阪
神
見
聞
録
』

足
元

へ
水
が
流
れ
て
来
る
。
変
だ
な
と
思
ふ
と
、
真

つ
黒
な
人
ご
み
の
、

ぎ

つ
し
り
詰
ま

つ
た
二
三
人
の
頭
越
し
に
、　
一
人
の
女
親
が
三
つ
四
つ
の

幼
児
を
抱

い
て
眸
開
ま

つ
て
ゐ
る
の
が
眼
に
留
ま

つ
た
。

三
度
目
の
時
も
や
は
り
満
員
の
電
車
だ
つ
た
と
覚
え
て
ゐ
る
が
、
そ
れ

も
女
親
が
幼

い
子
供
に
、
小
便
で
な
く
糞
を
さ
せ
て
ゐ
た
。
念
入
り
に
も

車
台
の
床

へ
新
聞
紙
を
敷
き
、
そ
の
上

へ
さ
せ
て
し
ま

つ
て
か
ら
、
今
度

は
新
聞
紙
を
手
で
摘
み
上
げ
、
お
客
の
鼻
先

へ
高
々
と
騎
し
て
、
雑
踏
の

間
を
辛
う
じ
て
分
け
な
が
ら
、
窓
の
外

へ
捨
て
る
の
で
あ
る
。

四
八

余
地
も
な
い
中
で
、
う
ず
く
ま

つ
て
い
る
の
さ
え
が
不
都
合
で
あ
る
の

に
、
近
所
の
人
は
シ
ヤ
ア
シ
ヤ
ア
の
飛
ば

つ
散
り
ぐ
ら
ゐ
う
け
る
だ
ら
う

が
、
誰
も
平
気
で
、
全
く
無
感
覚
な
様
子
を
し
て
ゐ
る
。

宝
塚
の
お
客
が
斯
う
云
ふ
人
種
の
集
ま
り
だ
と
す
る
と
、
菊
五
郎
が
イ

ヤ
気
を
起
こ
す
の
も
尤
も
至
極
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

甚
だ
尾
籠
な
お
話
で
、
東
京
人
に
は
恐
縮
で
あ
る
が
、
此
方
の
人
は
こ

ん
な
事
を
何
と
も
思
つ
て
ゐ
な
い
ら
し
い
。

冒
頭

「見
聞
」
部
分
で
あ
る
が
、
「子
供
に
小
便
を
さ
せ
る
」
行
為
に

「平
気
で
」
を
加
え
る
。
こ
れ
は
そ
の

「見
解
」
を
以
て
加
え

ら
れ
た
脚
色
で
あ
る
。
客
観
に
終
始
し
た
写
し
取
り
と
は
判
じ
き
れ
な
い
。
果
た
し
て
実
際
に
全
く

「平
気
で
」
あ

っ
た
か
、
「大
阪
の

人
」
す
べ
て
が
慣
習
的
に
と
る
行
為
で
あ

っ
た
か
、
疑
問
も
あ
り
断
言
し
か
ね
る
が
、
実
際
に
言
葉
ど
お
り
谷
崎
自
身
も
呆
た
し
て

「
大
阪
の
人
」
す
べ
て
が
慣
習
的
に
と
る
行
為
」
で
あ
る
と
真
に
解
釈
し
て
い
た
の
か
と
い
う
の
も
同
様
に
判
じ
か
ね
る
。
そ
れ
ゆ
え
な

お
さ
ら
に

「平
気
で
」
「人
種
」
と
い
っ
た
言
葉
の
選
び
方
に
皮
肉
め
い
た
意
図
を
感
じ
、
強

い
批
判
精
神
を
読
み
取
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
を
訴
え
る
先
は

「東
京
人
」
で
あ
る
。
こ
の
矛
先
は
、
当
然
自
分
と
同
様
の
素
地
を
持
つ

「東
京
人
」
と
い
う

「同
類
」
で

あ
る
と
い
う
自
負
に
基
づ
き
、
暗
黙
の
了
解
を
も

っ
て
違
わ
ず
賛
同
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

「同
類
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

「東
京
人
」
と

い
う
類
に
自
ら
も
属
し
て
い
る
と

い
う
自
負
が
、
半
ば
呆
れ
な
が
ら

「大
阪
の
人
」
を
対
岸
に
お
い
て
此
岸
の
グ
ル
ー
プ

と
は

一
線
を
画
す
る
と
い
う
意
識
で

「人
種
」
と
い
う
呼
び
方
を
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
さ
ら
に
、
こ
う
い
つ
た

「人
種
」
で
は

な
い

「東
京
人
」
に

（間
違
い
な
く
賛
同
を
得
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
）
同
意
を
求
め
る
と

い
う
段
取
り
を
重
ね
る
こ
と
で
強
調
さ
れ
る
。

ま
た
、
同
乗
の
人
間
の

「無
感
覚
」
な

「不
思
議
」
と
映
る
反
応
に
つ
い
て
も
し
か
り
で
あ
る
。
字
面
に
お
い
て
は
全
く
ま

っ
と
う
な



感
想
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
た
ま
た
ま
当
地
で
偶
発
的
に
起
こ
っ
た
特
例
的
事
象
と
せ
ず
、
普
遍
的
事
象
で
あ
る
と

「断
定
」
し
て
書
い
て

い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

「車
掌
も
お
客
も
、
別
に
咎
め
立
て
を
し
な
い
ば
か
り
か
、
不
愉
快
な
顔

つ
き
を
す
る
の
で
も
な
」
く

「誰
も
平
気
」
で
、
「全
く
無
感

覚
」
と
す
る
の
は
、
あ
る
意
味
谷
崎
の
目
を
通
し
た
解
釈
で
あ

っ
て
、
前
例
と
同
様
に
果
し
て
大
多
数
の

「大
阪
の
人
」
が

「普
遍
的
」

に

「
一
般
的
」
な
こ
と
と
処
理
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
、
と
谷
崎
の
中
で
理
解
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
も
、
そ
の
衝

撃
を
表
す
た
め
の
脚
色
の
色
が
濃
い
。
同
様
に

「斯
う
云
ふ
人
種
」
と
い
う
指
し
方
も
批
判
的
精
神
の
込
め
ら
れ
た
主
観
的

「見
解
」
の

な
せ
る
技
と
言
え
る
。

ま
た
、
女
性
客
が

「子
供
に
」
「糞
を
さ
せ
」
る
場
面
で
は
、
「念
入
り
に
も
」
「
お
客
の
鼻
先

へ
高
々
と
翡
し
て
」
と
い
う
言
い
回
し

を
加
え
る
こ
と
で
そ
の
行
為
を
き
わ
だ
た
せ
る
と
い
っ
た
皮
肉
め
い
た
意
識
を
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て

「甚
だ
尾
籠
な
お
話
で
、
東
京
人

に
は
恐
縮
で
あ
る
が
、
此
方
の
人
は
こ
ん
な
事
を
何
と
も
思

つ
て
い
な
い
」
と
い
う

「断
定
」
を
や
や
慇
懃
な
前
置
き
を
し
た
上
で
、

「東
京
人
」

へ
語
り
か
け
て
い
る
。
「話
」
に
は

「
お
」
を

つ
け
て
差
し
出
し
て
い
る
。

○

「前
の
尾
籠
な
事
件
と
共
に
、
東
京
の
電
車
や
汽
車
の
中
で
は
見
ら
れ
な
い
図
」
と
表
現
す
る
が
、
自
身
の

「常
識
」
で
あ
る

「東
京

の
常
識
」
で
は

「か
う
云
ふ
人
の
心
持
ち
は
判
断
が
出
来
な
い
」
と
い
う
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
「判
断
」
領
域
を
越
え
て
い
る
要
因

は
そ
の
判
断

「力
量
」
の
不
足
ゆ
え
と
い
う
意
味
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
さ
ら
に
、
「外
国
の
風
俗
習
慣
」
と
い
う
の
も
も
ち
ろ
ん
エ
キ

「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九

大
阪
か
ら
汽
車
で
京
都
へ
行
つ
た
時
、
二
等
室
に
若
い
夫
婦
が
乗
つ
て

ゐ
た
。
そ
し
て
生
後

一
年
ぐ
ら
ゐ
の
乳
呑
み
児
を
頭
の
上
の
網
棚
へ
乗
つ

け
て
、
下
か
ら
笑
ひ
な
が
ら
見
上
げ
て
ゐ
た
。
「塩
梅
よ
う
乗

つ
と
る
」

と
か
云
ひ
な
が
ら
。

―
―
此
れ
な
ん
ぞ
は
無
邪
気
で
い
い
が
、
前
の
尾
籠
な
事
件
と
共
に
、
東

京
の
電
車
や
汽
車
の
中
で
は
見
ら
れ
な
い
図
で
あ
る
。
東
京
の
常
識
で

は
、
か
う
云
ふ
人
の
心
持
ち
は
判
断
が
出
来
な
い
。
ち
よ
つ
と
外
国
の
風

俗
習
慣
を
見
る
や
う
な
気
が
す
る
。



「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
指
す
の
で
は
な
い
。
「論
外
」
を
意
味
す
る
。
「前
の
尾
籠
な
事
件
」
共
に
、
「東
京
の
常
識
で
は
」
「判
断
が
出
来
な

い
」
内
容
の
行
為
を
さ
し
て
、
そ
れ
を

「か
う
云
ふ
人
」
た
ち
の

「風
俗
習
慣
」
と
見
な
し
て
い
る
の
も
批
判
的
な
断
定
で
あ
る
。
ま

た
、
「外
国
」
と
い
う
比
喩
も
、
資
質
的
に
理
解
を
越
え
た

「異
質
」
な

「人
種
」
を
受
け
て
の
恣
意
的
表
現
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
「図
」
と
い
う

つ
き
は
な
し
た
表
現
は
同
類
と
し
て
融
合
し
な
い
と
い
う
意
味
合

い
の
も
の
を

「観
察
」
す
る

と

い
っ
た
意
識
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
そ
れ
を

「見
た
り
、
聞
い
た
り
」
す
る
、
つ
ま
り

「見
聞
」
す
る
ス
タ
ン
ス
に
あ
る
の
は
そ
の
認

識
の
正
し
い
表
現
と

い
え
る
。

○

た
と
え
ば
私
が
大
朝
と
大
毎
の
夕
刊
を
買

つ
て
乗
り
込
む
と
す
る
と
、
執

方
か

一
つ
、
私
の
手
に
取
ら
な
い
方
の
新
聞
を
、
ち
や
ん
と
眼
を

つ
け
て

直
ぐ
に
借
り
に
く
る
。
而
も
遠
く
か
ら
、
人
ご
み
を
分
け
て
や

つ
て
来

て
、
煙
草
の
火
で
も
借
り
る
や
う
な
風
で
、
「ち
よ
い
と
拝
借
」
と
、
訳

な
く
借
り
て
持

つ
て
行

つ
て
し
ま
う
。
さ
う
し
て
雑
踏
の
中
で
あ
る
か

ら
、
も
う
そ
の
人
は
何
虎

へ
行

つ
た
か
、
姿
が
見
え
ず
、
貸
し
た
が
最
後

向
う
か
ら
返
し
に
来
て
く
れ
る
迄
ポ
カ
ン
と
待

つ
よ
り
仕
方
が
な
い
。

マ

ゴ

マ
ゴ
す
れ
ば
自
分
の
降
り
る
べ
き
停
留
場

へ
来
て
、
と
う
と
う
そ
れ
は

取
ら
れ
ツ
放
し
に
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

ヒ
ド
イ
奴
に
な
る
と
、　
一
度
私
は
こ
ん
な
目
に
遭
つ
た
。
あ
る
晩
梅
田

で
大
朝
と
大
毎
の
夕
刊
を
買
つ
て
、
阪
急
に
乗
つ
た
が
、
少
し
酒
を
飲
ん

大
阪
の
人
―
―
そ
れ
も
相
当
教
養
の
あ
る
ら
し
い
、
サ
ラ
リ
ー
メ
ン
階

級
の
人
々
―
―
は
、
電
車
の
中
で
見
知
ら
ぬ
人
の
新
聞
を
借
り
て
読
む
こ

と
を
、
少
し
も
不
作
法
と
は
考
え
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
。
そ
れ
も
長
い

汽
車
の
道
中
と
か
、
つ
い
隣
席
に
ゐ
る
人
の
物
な
ら
分
つ
た
話
だ
が
、
大

阪
人
の
は
そ
の
借
り
方
が
い
か
に
も
不
躾
で
、
づ
う
づ
う
し
い
。

僅
か

一
枚
の
新
聞
で
あ
る
が
、
貸
す
方
の
身
で
は
自
分
が
買

つ
て
ま
だ

眼
を
通
さ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
私
が
人
か
ら
借
り
る
と
す
れ
ば
、
相

手
が
す

つ
か
り
読
み
終
わ
つ
て
、
次
の
新
聞
に
移
る
迄
は
差
し
控

へ
る
。

然
る
に
大
阪
で
は
、
馬
鹿
な
の
か
づ
う
づ
う
し
い
の
か
、
そ
ん
な
遠
慮
を

し
て
ゐ
る
者
は

一
人
も
な
い
。



で
ゐ
た
の
で
、
乗
り
込
む
と
直
ぐ
好
い
気
持
ち
に
居
睡
つ
て
し
ま
つ
た
。

す
る
と
暫
く
立
つ
て
か
ら
、
「も
し
も
し
、
も
し
も
し
」
と
、
ガ
ン
ガ
ン

云
ふ
声
で
耳
元
で
怒
鳴
る
奴
が
あ
る
。
―
―
多
分
私
昼
肩
を
持
つ
て
揺
す

ら
れ
た
や
う
に
記
憶
し
て
ゐ
る
。
―
―
ふ
と
眼
を
覚
ま
す
と

一
人
の
紳
士

が
傍
ら
に
立
つ
て
、
コ

寸
夕
刊
を
拝
借
し
ま
す
」
と
云
つ
て
い
る
。
私

は
眠
い
眼
を
擦
り
な
が
ら
、
「は
ア
」
と
夢
現
で
返
事
を
し
た
が
、
さ
ア

そ
れ
か
ら
は
眼
が
冴
え
て
し
ま
つ
て
、
ど
う
し
て
も
寝
ら
れ
な
い
。
仕
方

が
な
い
か
ら
新
聞
を
読
ま
う
と
す
る
と
、
さ
つ
き
紳
士
が
三
枚
と
も
持
つ

て
行
つ
て
し
ま
つ
た
。
何
分
寝
惚
け
て
ゐ
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
ど
ん

な
男
だ
つ
た
か
、
キ
ヨ
ロ
キ
ヨ
ロ
見
回
し
て
も
よ
く
分
か
ら
な
い
。
そ
の

う
ち
に
夙
川
へ
来
る
、
直
屋
川
へ
来
る
、
い
よ
い
よ
次
ぎ
の
岡
本
で
降
り

よ
う
と
思
つ
て
立
ち
上
が
る
と
、
や
つ
と
そ
の
男
が
返
し
に
来
た
。

見
れ
ば
四
十
恰
好
の
髭
を
生
や
し
た
紳
士
だ
つ
た
が
、

或
る
時
私
は
、
わ
ざ
と

一
枚
貸
し
て
や
つ
て
ち
や
う
ど
続
き
物
の
ま
ん

中
あ
た
り
を
読
み
か
け
た
時
分
に

「何
と
ぞ
お
返
し
を
願
ひ
ま
す
」
と
云

つ
て
や
つ
た
ら
、
相
手
は
渋
々
返
し
た
。
私
は
胸
が
す
つ
と
し
て
、
日
頃

の
恨
み
を
晴
ら
し
た
気
が
し
た
。

此
奴
の
方
で
は
恐
ら
く
私
が
眼
を
覚
ま
し
た
の
を
平
気
で
読
ん
で
ゐ
た
に

は
違
ひ
な
い
の
だ
。

そ
れ
が
あ
ん
ま
り
忌
ま
忌
ま
し
か
つ
た
か
ら
、
以
来
私
は
時
々
意
地
の
悪

い
こ
と
を
し
て
、
腹
い
せ
を
し
て
や
る
。　
一
枚
を
読
ん
で

一
枚
の
方
を
特

に
れ
い
れ
い
し
く
膝
の
上
に
載
せ
て
置
く
。
す
る
と
必
ず

「拝
借
」
と
来

る
が
、
「
」
れ
か
ら
読
む
の
で
す
か
ら
」
と
キ
ツ
パ
リ
断
る
。
既
に
読
ん

で
し
ま
つ
た
方
で
も

「ま
だ
読
む
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
か
ら
」
と
言
つ
て

や
る
。

此
の
時
ぐ
ら
ゐ
痛
快
だ
つ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。
阪
急
の
梅
田
で
は
、

電
車
の
中
へ
夕
刊
を
売
り
に
来
る
の
だ
か
ら
、
買
う
機
会
は
い
く
ら
も
あ

る
。
そ
れ
を
買
は
ず
に
人
か
ら
借
り
て
読
む
こ
と
に
極
め
て
ゐ
る
や
う
な

連
中
に
は
、
此
の
く
ら
ゐ
手
厳
し
く
し
て
や
つ
て
恰
度
い
い
の
で
あ
る
。

「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』

五

一



「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

「大
阪
の
人
」
と
こ
と
わ

っ
た
上
で
、
「
そ
れ
も
相
当
教
養
の
あ
る
ら
し
い
、
サ
ラ
リ
ー
メ
ン
階
級
の
人
々
―
―
は
、
電
車
の
中
で
見
知

ら
ぬ
人
の
新
聞
を
借
り
て
読
む
こ
と
を
、
少
し
も
不
作
法
と
は
考
え
て
ゐ
な
い
や
う
」
で
あ
る
と
し
、
「大
阪
人
」
「
の
は
そ
の
借
り
方
が

い
か
に
も
不
躾
で
、
づ
う
づ
う
し
い
」
と
批
判
す
る
。
説
明
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
気
が
つ
く
の
は
、
次
の
言
い
回
し
で
あ
る
。

「ち
や
ん
と
」
眼
を

つ
け
て

「直
ぐ
に
」
借
り
に
く
る
。
「而
も
遠
く
か
ら
」
「人
ご
み
を
分
け
て
や
つ
て
来
て
」
が
恣
意
的
で
あ
る
。
ま

た
理
解
に
苦
し
む
よ
う
な
行
為
を
実
に

「訳
な
く
」
や

っ
て
の
け
る
、
と
す
る
。
「馬
鹿
な
の
か
づ
う
づ
う
し
い
の
か
、
そ
ん
な
遠
慮
を

し
て
ゐ
る
者
は
」
「
一
人
も
」
い
な
い
と

い
う
。
ヨ

人
も
」
と
い
う
の
は
、
デ
ー
タ
で
は
な
い
。
主
観
に
よ
る
強
調
語
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
こ
の
部
分
は

「見
聞
」
で
は
な
く
む
し
ろ

「見
解
」
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
度
合
い
で
あ

っ
た
か
、
新
聞
を
借
り
に
き
た
男
性
か
ら
受
け
た
と
い
う
そ
の
行
為
は
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
す
と
、

「
ガ
ン
ガ
ン
」
「怒
鳴
る
」
上
に
、
コ
肩
を
持

つ
て
揺
す
ら
れ
た
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
貸
し
た
新
聞
を
貸
主
が
降
り
る
ま
で
読
ん
で
い

た
男
性
は
、
「恐
ら
く
私
が
眼
を
覚
ま
し
た
の
を
平
気
で
読
ん
で
ゐ
た
に
は
違
ひ
な
い
」
と
断
定
す
る
。
こ
れ
も

「見
聞
」
で
な
く

「見

解
」
と
い
え
る
。

ま
た
、
「必
ず
拝
借
と
来
る
」
と
い
う
断
言
。
「わ
ざ
と
」
「貸
し
て
や
つ
て
」
「云

つ
て
や
つ
た
」
「
し
て
や
つ
て
」
と

い
う
言

い
回
し

同
様
、
「
日
頃
の
恨
み
」
「痛
快
」
と

い
う
直
接
的
な
表
現
、
さ
ら
に

「此
奴
」
「連
中
」
と
も
ど
も

「相
手
」
と
い
ユ
言
葉
の
用
い
方
も

「敵
」
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た

「
こ
の
く
ら
い
手
厳
し
く
し
て
や

っ
て
恰
度
い
い
」
と
い
う
理
由
は
、
相
手
が

「買
は
ず
に
人
か
ら
借
り
て
読
む
こ
と
に
極
め
て

ゐ
る
」
か
ら
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。
こ
の

「極
め
て
ゐ
る
」
い
う
の
も
デ
ー
タ
で
は
な
い
。
「主
観
」
に
よ
る
断
定
で
あ
る
。
こ
こ

で
は

「連
中
」
と

い
う
呼
び
方
が
さ
れ
る
。

○



電
車
で
も
う

一
つ
気
が
付
く
の
は
、
満
員
の
場
合
に
大
勢
の
人
が
立
つ

て
ゐ
な
が
ら
、
座
席
の
方
は
い
つ
も
大
概
余
裕
が
あ
る
。

融
通
す
れ
ば
ま
だ

一
人
二
人
掛
け
ら
れ
る
の
に
、
誰
も
席
を
空
け
て
や

ら
な

い
。
甚
だ
し
き
は

「も
う
少
し
執
れ
か

へ
寄

つ
て
く
れ
」
と

い
う

と
、
怒
る
奴
さ
へ
ゐ
る
。
荷
物
を
脇

へ
置
い
て
ゐ
る
者
が
、
決
し
て
そ
れ

を
時
分
の
膝

へ
上
げ
よ
う
と
も
し
な
い
。
い
よ
い
よ
鮨
詰
め
に
な
つ
て
来

る
と
仕
方
が
な
し
に
、
た
だ
そ
の
荷
物
を
傍
ら

へ
寄
せ
付
け
る
ば
か
り
で

あ
る
。

か
う
云
ふ
事
は
、
こ
れ
を
黙
つ
て
許
し
て
置
く
方
も
悪
い
と
思
ふ
。
要
す

る
に
東
京
に
比
べ
て
、
市
民
全
体
の
公
徳
心
が
薄

い
の
で
は
あ
る
ま

い

か
。

「座
席
」
に

「大
概
余
裕
が
あ
る
」
の
前
に
、
「
い
つ
も
」
が
付
加
さ
れ
て

「
い
つ
も
大
概
」
と
重
ね
て
い
る
。
ま
た
、
「誰
も
」
翼
工
け

で
や
ら
な
い
」
、
「決
し
て
」
「
上
げ
よ
う
と
も
し
な
い
」
、
そ
し
て

「仕
方
が
な
し
に
」
し
か
し
な
が
ら

「た
だ
」
「寄
せ
付
け
る
ば
か
り
」

と
効
果
的
な
強
調
が
み
ら
れ
、
い
た
ず
ら
に
抵
抗
す
る
様
子
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
言
い
回
し
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
的
を
得
て

も
い
る
が
、
か
な
り
露
骨
な
厳
し
さ
も
読
み
と
れ
る
。

○

一
体
に
、
東
京
人
は
見
ず
知
ら
ず
の
人
に
向
か
つ
て
話
し
か
け
る
こ
と

は
め
つ
た
に
な
い
。
そ
れ
は
不
作
法
な
こ
と
で
あ
り
、
田
舎
者
の
す
る
事

だ
と
し
て
ゐ
る
。
大
阪
人
は
こ
の
点
に
於
い
て
東
京
人
ほ
ど
は
に
か
み
屋

で
な
く
、
人
み
し
り
を
し
な
い
。
あ
る
場
合
に
は
却
つ
て
フ
ラ
ン
ク
で
い

い
こ
と
も
あ
り
、
寧
ろ
美
点
で
あ
る
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
こ
れ
が
や
つ
ぱ

り
東
京
人
に
は
づ
う
づ
う
し
く
見
え
、
不
愉
快
で
な
い
迄
も

「非
常
識

な
」
と
云
ふ
感
じ
を
与

へ
る
。

六
甲
の
苦
楽
園
に
ゐ
た
時
、
或
る
朝
ラ
ジ
ウ
ム
温
泉
の
共
同
風
呂
へ
這

入
り
に
行
く
と
、
私
よ
り
先
に
這
入
つ
て
ゐ
た
商
人
風
の
若
い
男
が
、
や

が
て
私
と
入
れ
代
わ
り
に
湯
か
ら
上
が
つ
て
、
戸
外
へ
出
て
行
つ
た
か
と

「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』

五
三



「江
戸

っ
子
」
の

「見
解
書
」
と
し
て
の

『阪
神
見
聞
録
』

思
ふ
と
、
直
ぐ
又
そ
れ
と
よ
く
似
た
男
が
這
入
つ
て
き
て
、
着
物
を
脱
い

で
、
素

ツ
裸
に
な
つ
て
、
私
の
漬

つ
て
ゐ
る
湯
槽
の
中

へ
飛
び
込
ん
だ
の

で
、
「
オ
ヤ
、
此
れ
は
今
の
男
と
違
ふ
の
か
知
ら
ん
？
」
と
思

つ
て
ゐ
る

と
、
そ
の
男
は

ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
な
が
ら
、
「失
礼
で
す
が
、
あ
な
た
が
谷
崎

さ
ん
で
す
か
」
と
云
ふ
。
さ
う
だ
と
答

へ
る
と
、
は
は
ア
、
左
様
で
。
―
―

実
は
何
で
す
、
今
門
口
で
谷
崎
さ
ん
は
此
の
温
泉

へ
お
い
で
に
な
ら
ん
か

と
聞
い
て
み
ま
し
た
ら
、
今
お
這
入
り
に
な
つ
て
ゐ
る
の
が
谷
崎
さ
ん
だ

と
伺
ひ
ま
し
た
ん
で
、
ち
よ
つ
と
お
目
に
懸
か
り
た
く

つ
て
、
も
う

一
度

風
呂

へ
這
入
り
に
来
ま
し
た
」
と
云
ふ
の
で
あ

つ
た
。
し
か
し
こ
れ
な
ど

は
非
常
識
で
も
愛
嬌
の
あ
る
部
だ
が
、
こ
れ
も
や
は
り
同
じ
風
呂
場
で
、

あ
る
朝
私
が
湯
槽
の
縁
に
し
や
が
み
な
が
ら
、
湯
を
浴
び
て
い
る
と
、
中

に
漬
か

つ
て
い
る
二
人
連
れ
の
男
が
、
つ
い
鼻
の
先
で
、
此
方
を
無
遠
慮

に
ヂ
ロ
ヂ
ロ
見

つ
め
て
は
話
を
し
て
ゐ
る
。

「
ホ
レ
、
こ
の
方
が
谷
崎
さ
ん
や
」
「
ふ
―
ん
、
さ
う
だ

つ
か
、
此
れ
が
谷

崎
さ
ん
だ

つ
か
。
偉

い
お
方
や
な
」
と
、
ま
る
で
品
物
の
値
踏
み
で
も
す

る
や
う
に
、
人
の
顔
を
見
て
は
感
心
し
て
ゐ
る
。

五

四

そ
の
く
ら
ゐ
な
ら

「あ
な
た
は
谷
崎
さ
ん
で
す
か
」
と
呼
び
か
け
て
く

れ
る
方
が
ま
だ
い
い
の
だ
が
、
決
し
て
直
接
に
は
話
し
か
け
な
い
。
何
と

も
気
味
の
悪
い
次
第
で
あ

つ
た
。

こ
こ
の

「見
解
」
部
、
特
に
冒
頭
部
は
も

っ
と
も
評
論
と
し
て
の
公
正
度
が
高
い
所
で
あ
ろ
う
。
主
観
的
見
解
部
も
先
の
ロ
ジ
ッ
ク
を

お
く
こ
と
に
よ
り
、
正
当
性
を
も

つ
こ
と
に
な
る
。

し
か
し

一
方
で
、
そ
の
ロ
ジ

ッ
ク
で

「大
阪
人
は
」
と
特
定
し
、
そ
の
特
質
に
触
れ
た
あ
と
で
、
論
じ
る
の
は

「
六
甲
の
苦
楽
園
」
で

の
男
の
所
行
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
が
重
要
で
あ
る
。

「六
甲
の
苦
楽
園
」
の

「
ラ
ジ
ウ
ム
温
泉
」
と

い
う
の
は
現
西
宮
市
苦
楽
園
に
あ

っ
た
温
泉
を
さ
す
。

昭
和
１３
年
の
阪
神
大
水
害
で
、
湧
い
て
い
た
み
ょ
う
ば
ん
温
泉
が
出
な
く
な
り
閉
鎖
さ
れ
た
が
、
大
正
初
期
に
開
設
さ
れ
た
こ
の
温
泉

は
大
盛
況
を
博
し
て
い
た
、
と
あ
る

（『阪
急
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
阪
急
電
鉄
著
作
発
行
）ｏ
。



前
記
し
た
が
、
谷
崎
は
大
正
１２
年
１２
月
に

「苦
楽
園
」
に
転
居
し
て
い
る
。
三
度
と
も

「或
る
朝
」
と
あ
る
が
、
「六
甲
の
苦
楽
園
に

い
た
時
」
と
あ
る
。

当
時
は
兵
庫
県
武
庫
郡
と

い
い
お
の
ず
と
兵
庫
県
下
で
あ
る
。
「六
甲
の
苦
楽
園
」
を

「大
阪
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
居
合

わ
せ
た
男
の
不
作
法
を
書

い
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
や
は
り
最
初
に

「大
阪
人
は
」
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
。

一
度
目
は

「或
る
朝
」
、
三
度
目
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
も

「或
る
朝
」
の
出
来
事
と
し
て
い
る
。
朝
か
ら
温
泉
に
来
る
の
が
可
能
な
の
は
、

地
元
住
民
ま
た
は
宿
泊
中
の
旅
行
者
で
あ
る
場
合
が
多

い
。
そ
う

い
う
概
念
を
抜
き
に
し
て
も
、
特
に
文
中
の
男
性
を

「大
阪
」
の
住
人

ま
た
は
旅
行
者
と
特
定
す
る
に
結
び
つ
く
記
述
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
感
覚
的
に
は

「地
元
」
の
人
間
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ

る
人
物
を
さ
し
て

「大
阪
人
」
と
呼
ん
で
い
る
と
い
う
仮
説
が
成
り
立

つ
。

こ
の
仮
説
は
、
こ
の
部
分
で
初
め
て
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
実
は
、
こ
れ
よ
り
先
に
す
で
に
み
ら
れ
て
い
る
現
象
な
の
で
あ

る
。
次
の
章
に
て
、
そ
れ
を
明
示
し
説
明
し
て
ゆ
く
。

○

「
い
つ
ぞ
や
」
「喰
ひ
物
」
を
書
い
た
の
で
、
「今
度
は
」
「人
間
」
に
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
両
者
を
並
列
に
し
て
い
る
。
そ

し
て
並
列
し
た
あ
と
で
さ
ら
に
比
較
検
討
を
ほ
ど
こ
し

「喰
ひ
物
ほ
ど
上
等
で
は
な
い
」
と
評
価
を
下
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
る
が
、
直
前
部
分
の
温
泉
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で

「大
阪
」
の
人
に
対
し
て

「品
物
の
値
踏
み
」
を
す
る
よ
う
な
非
礼

「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五

私
は
い
つ
ぞ
や
上
方
の
喰
ひ
物
の
こ
と
を
書
い
た
か
ら
、
今
度
は
人
間

の
こ
と
を
書
い
て
み
た
。

が
、
斯
う
し
て
見
る
と
、
人
間
の
方
は
ど
う
も
喰
ひ
物
ほ
ど
上
等
で
は
な

い
や
う
で
あ
る
。



「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

を
批
判
し
て
い
る
が
、
本
稿

「
は
じ
め
に
」
で
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
に
対
す
る
趣
意
返
し
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

れ
は
高
等
な
切
り
返
し
方
で
あ
る
。
ま
た
、
か
な
り
厳
し
い
。

二
、
仮

説
提
議
―

―

「
大
阪
」

が
大
阪

で
は
な
か

っ
た

可
能
性

「大
阪
」
の
意
味
す
る
も
の

０
舞
台
が
大
阪
で
な
か

っ
た
可
能
性
―
―
「大
阪
」
の

「混
同
」

先
の
全
文
分
析
に
て
、
「
六
甲
の
苦
楽
園
」
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挙
げ
て
地
名
の
離
輛
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

実
は

『阪
神
見
聞
録
』
内
に
は
そ
れ
よ
り
前
の
部
分
か
ら
す
で
に
そ
の
傾
向
が
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
単
な
る
混
同
と
み
な
さ
れ
る

よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
混
同
に
至
る
と
い
う
経
路
自
体
に

『阪
神
見
聞
録
』
の
意
義
と
も
言
え
る
深
い
意
味
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ

う
か
。
本
章
で
は
そ
の

「混
同
」
に
つ
い
て
追
究
し
て
ゆ
き
た
い
。

冒
頭
に

「大
阪
の
人
は
電
車
の
中
で
、
平
気
で
子
供
に
小
便
を
さ
せ
る
人
種
で
あ
る
」
と
あ
り
、
そ
う
述
べ
る
根
拠
が
二
例
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
も
電
車
は

「阪
急
電
車
」
で
あ

っ
た
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で

「大
阪
の
人
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
面
が
大
阪
で
な
か

っ
た
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
。
与
え
ら
れ
た

「大
阪
の
人
」
と
い

う
指
名
を
は
ず
せ
ば
、
描
か
れ
た

エ
ピ

ソ
ー
ド
が
実
は
大
阪
で
は
な
い
場
所
で
起
こ
っ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。

二
例
の
う
ち
、
後
者
に
は
場
所
の
特
定
に
つ
な
が
る
記
述
が
な

い
。
そ
の
う
ち

「
一
度
」
目
の
前
者
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
「宝

塚
で
菊
五
郎
の
道
成
寺
を
見
た
」
「帰
り
途
」
と
あ
る
。



当
時
、
阪
神
急
行
電
鉄

（本
文
考
証
に
関
し
て
は
、
本
文
の
ま
ま

「阪
色
ど

を
使
用
す
る
。）
の

「宝
塚
」
駅
は
路
線
内
の
終
端
駅

（終
着
駅
）

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は

「梅
田
」
駅

（大
阪
市
）
に
向
か
う
当
時
の
宝
塚
線
と
、
「
西
宮
北
口
」
駅

（西
宮
市
）
に
向
か
う
当
時
の
西
宝
線

の
２
路
線
が
出
て
い
た
。
阪
神
急
行
電
鉄
の
路
線
状
況
に
つ
い
て
は
、
阪
急
電
鉄
株
式
会
社

（著
作
）
発
行
の

『阪
急

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』

（前
掲
注
０
）
に
詳
し
い
。
後
の
、
こ
れ
も
同
じ
く

「阪
急
」
電
車
内
で
男
性
が
新
聞
を
借
り
に
来
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
が
、
こ
の
際
、

「酒
を
飲
ん
」
だ

「晩
」
と
あ
り
、
降
り
る
駅
は

「岡
本
」
で
あ
る
と
し
て
い
る

（以
下
、
本
文
に
伴
い
駅
名
は

「

」
で
示
し

「　
」
駅
を
省

く
）。「宝

塚
で
菊
五
郎
の
道
成
寺
を
見
た
」
「帰
り
途
」
と
あ
る
の
が
、
「自
宅

へ
帰
る
」
と
い
う
無
意
識
な
通
念
的
解
釈
を
促
し
て
い
る
の

が
現
状
で
あ
ろ
う
が
、
当
然
な
が
ら

「帰
り
途
」
が
必
ず
自
宅
を
指
す

「帰
り
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が

「岡
本
」
方
面
で
あ
る
と
い

う
朋
％
の
断
定
は
で
き
な
い
。
ひ
と

つ
の
仮
定
と
し
て
説
明
す
る
。

谷
崎
は
大
正
１２
年
９
月
の
関
東
大
震
災
避
難
時
に
芦
屋
市
の
友
人
宅
に
身
を
寄
せ
た
後
、

１０
月
と
Ｈ
月
は
京
都
に
住
む
が
、

１２
月
に
兵

一庫
県
武
庫
郡
六
甲
”苦
楽
園
に
転
居
す
る

（阪
急
電
車
の
最
寄
り
駅
は

「夙
川
」
１３
年
３
月
現
岡
本
へ
の
転
出
後
の
１０
月
に
現

・
甲
陽
線
で
あ
る
甲
陽

支
線

「夙
川
」
―

「甲
陽
園
」
が
開
通
と
な
っ
た
た
め
、
当
時
点
で
は
未
通
。
「苦
楽
園
」
が
開
設
さ
れ
る
の
は
大
正
１４
年
３
月
。）。
翌
１３
年
３
月
に
兵

庫
県
武
庫
郡
本
山
村
北
畑
に
転
居

（阪
急
電
車
の
最
寄
り
駅
は

「岡
本
し
、
翌
１４
年
１０
月
同
本
山
村
内
で
本
山
村
岡
本
好
文
園
に
転
居
。
ち

な
み
に

『阪
神
見
聞
録
』
初
出
は

『文
藝
春
秋
』
大
正
１４
年
１０
月
号
で
あ
る
。
転
居
等
は
永
栄
啓
伸
氏
の

『評
伝
　
谷
崎
潤

一
郎
』
年
譜

に
詳
し
い
②
。

「岡
本
」
及
び

「夙
川
」
（「岡
本
」
よ
り
二
つ
手
前
に
位
置
す
る
）
は

「宝
塚
」
を
は
さ
ん
で
、
東
方
に
位
置
す
る
大
阪
と
は
反
対
方
向
の

西
方
に
位
置
し
、
「宝
塚
」
か
ら

「阪
急
」
を
利
用
し
て
向
か
う
と
大
阪
と
呼
べ
る
場
所
を
経
由
す
る
こ
と
は
な
い
。
唯

一
、
た
ま
た
ま

避
難
同
年
の
１０
月
～
Ｈ
月
に
京
都
よ
り

「宝
塚
」
に
出
向

い
て
来
て
い
た
の
だ
と
限
定
す
れ
ば
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場

「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』

五
七



「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

合
は
、
当
時
阪
急
電
車
は
現
在
あ
る
京
都
線
が
未
開
通
で
あ

っ
た
こ
と
を
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ
る
。
「宝
塚
」
か
ら
京
都

へ
つ
な
が

っ

て
い
た
の
は
、
現
Ｊ
Ｒ
の
国
鉄
だ
け
で
あ
る
。
明
治
３２
年
に

「宝
塚
」
を
含
む

「福
知
山
」
―

「尼
崎
」
（明
治
４０
年
に
国
鉄
福
知
山
線
と
改

称
）
が
開
通
し
た
こ
と
で
、
東
海
道
線
と

つ
な
が
り
、
京
都
方
面

へ
直
結
す
る
こ
と
と
な
る
電
　
一
方
、
「阪
急
」
は
昭
和
３
年
に

「淡

路
」
（大
阪
）―

「西
院
」
（京
都
）
が
開
設
し
た
時
点
で
、
初
め
て
、
大
阪
―
京
都
間
が
結
ば
れ
た
こ
と
を
も

っ
て
先
行
の
宝
塚

・
神
戸
と

一
連
と
な
る
。
ゆ
え
に

「帰
り
途
」
に
あ
え
て
宝
塚
か
ら
京
都
に
通
じ
る
国
鉄
で

「帰
」
路
に
つ
い
た
の
で
な
く
、
国
鉄
な
ら
ぬ

「阪

色
ど

「宝
塚
」
に
行
き

「阪
急
」
電
車
に
の
っ
て
い
た
と

い
う
設
定
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
特
別
な
設
定
を
除
け
ば
、
前
記
の
と
お
り
、

そ
の
経
路
で
通
過
す
る
何
れ
の
市
も
兵
庫
県
下
に
あ
り
大
阪
に
ま
た
が
る
こ
と
も
な
い
。

特
定
さ
れ
て
い
る

「阪
急
」
電
車
を
使

っ
て
、
当
時

「宝
塚
」
か
ら

「岡
本
」
に
行
く
に
は
次
の
経
路
と
な
る
。
「夙
川
」
は

「岡
本
」

の
二
つ
手
前
に
位
置
す
る
。
「宝
塚
」
か
ら
西
宝
線

（現
在
の
今
津
線
０
削
身
。
大
正
１０
年
、
「宝
塚
」
―

「西
宮
北
口
」
開
通
。
大
正
１５
年

天
可津
」

開
設
と
同
時
に
今
津
線
と
改
称
し
た
。）
で
当
時
の
神
戸
本
線
と
接
続
す
る

「西
宮
北
口
」
ま
で
行
き
、
そ
こ
で

「梅
田
」
か
ら

「神
戸
」

へ

向
け
て
西

へ
走
る
路
線

・
当
時
の
神
戸
本
線
に
乗
り
換
え
て
、
後
半
部
に
出
て
く
る
が
、
「夙
川
に
来
る
直
屋
川
へ
来
る
、
い
よ
い
よ
次

の
岡
本
」
の
と
お
り
、
西

へ
３
駅
行
く
の
が

一
般
的
※
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
は
不
自
然
な
迂
回
に
な
る
の
で
常
識
的
と
い
う
方
が
正
し
い

と
思
わ
れ
る
。
（※
他
方
の
路
線

・
宝
塚
線
を
経
由
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
「宝
塚
」
か
ら

「岡
本
」
と
は
反
対
方
向
の
大
阪
方
面
つ
ま
り
、
東
方

向
へ
行
き

「十
三
」
（大
阪
市
）
も
し
く
は

「梅
田
」
（大
阪
市
）
で
乗
り
換
え
、
今
度
は
逆
に
西
に
向
か
う
神
戸
本
線
で

「西
宮
北
口
」
に
取
っ
て
返

し
、
「西
宮
北
口
」
を
通
過
し
て
３
駅
目
の

「岡
本
」
へ
行
く
方
法
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
宝
塚
市
よ
り
西
に
位
置
す
る
岡
本
へ
向
か
う
の
に
、
ま
ず
反
対

方
向
で
あ
る
東
へ
移
動
す
る
と
い
う
奇
異
な
行
為
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
移
動
し
た
分
、
ま
た
西
へ
戻
る
と
い
う
意
味
不
明
な
徒
労
を
要
す
る
こ

と
に
な
る
。
西
へ
向
か
う
の
に
、
逆
の
東
に
移
動
し
て
か
ら
引
き
返
し
、
改
め
て
西
へ
向
か
う
と
い
う
理
屈
で
あ
る
。
現
Ｊ
Ｒ
東
京
山
手
線
や
大
阪
環
状

線
上
で
、
３
つ
先
又
は
隣
の
駅
に
行
く
の
に
、
目
的
地
と
反
対
方
向
へ
廻
っ
て
向
か
う
理
屈
に
似
て
い
る
が
、
こ
れ
よ
り
も
無
意
味
な
徒
労
を
要
す
。）



そ
の
よ
う
に
不
自
然
な
が
ら
あ
え
て
大
阪
向
き
の
路
線
に
乗

っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
形
だ
け
は
大
阪
を
経
由
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
そ
う
な
る
と
今
度
は

「帰
」
路
と
は
反
対
の
方
向
に
あ
た
り
、
本
文
に
あ
る
よ
う
に

「帰
り
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
に
く
い

こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の

「電
車
」
と
で
つ
の
は
阪
急

「宝
塚
」
発
の

「西
宮
北
口
」
行
き
電
車
を
さ
し
て
い
る
可
能
性
が
高

い
。こ

の

「帰
り
」
と
い
う
言
葉
が
、
特
別
に

「目
的
地
」
だ
け
に
限

つ
て
向
け
ら
れ
た
も
の
と
仮
定
し
て
、
「宝
塚
」
で
の
観
劇
後
、
日

的
地

へ

「向
か
う
」
と
い
う
概
念
に
対
す
る
使
わ
れ
か
た
を
し
た

「帰
り
」
で
あ
る
な
ら
、
自
宅
に

「帰
」
ら
ず

「宝
塚
」
よ
り
反
対
方

向
で
あ
る

「梅
田
」
行
き
の
路
線
に
乗

っ
て
、
自
宅
か
ら
遠
ざ
か
る
形
で
大
阪

へ
出
向

い
た
、
ま
た
は
、
「西
宮
北
口
」
で
の
乗
り
換
え

後
、
同
様
に

一
つ
目
の

「夙
川
」
ま
た
は
３
つ
目
の
最
寄
り
駅

「岡
本
」
と
反
対
方
向
の

「梅
田
」
行
き
電
車
に
乗

っ
て
自
宅
か
ら
遠
ざ

か
る
形
で
大
阪
に
向
か

っ
た
と
想
定
し
な
け
れ
ば
、
「大
阪
」
と
呼
べ
る
空
間
は
通
過
す
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
こ
の
電
車
内
で
こ
う
い
う
行
為
を
し
た
人
間
が
、
面
識
も
な
く
、
身
元
が
判
別
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
お
の
ず
と

「大

阪
の
住
人
」
（で
あ
る
か
ら

「大
阪
の
人
」
と
い
つ
呼
び
方
を
す
る
）
と
い
う
概
念
は
付
加
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

西
宝
線
上
の

「宝
塚
」
（宝
塚
市
）
か
ら

「西
宮
北
口
」
（西
宮
市
）
間
の
出
来
事
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
さ
ら
に
先
の
よ
う
に

「西
宮

北
口
」
で
の
乗
り
換
え
後
、
「夙
川
」
（西
宮
市
）
及
び
、
「直
屋
川
」
（芦
屋
市
）、
「岡
本
」
（神
戸
市
）
ま
で
の
車
中
で
あ
る
と
仮
定
し
て

も
、
何
れ
の
市
も
兵
庫
県
下
に
あ
り
、
お
の
ず
と
大
阪
と
は
呼
ば
な
い
地
域
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
宝
塚
ま
た
は
西
宮
市
内
及
び
他
二
市
内

↑
戸
屋

・
神
一こ

で
の
出
来
事
で
あ
る
と
解
釈
で
き
、
お
の
ず
と
そ
の
近
隣
地
の
住

人
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
「大
阪
の
人
間
が
乗
り
合
わ
せ
た
」
結
果
こ
の
地
に
乗
り
入
れ
て
い
る
と

い
う
特
別
な
想
定
が
な
さ
れ
て
い

た
と
仮
定
し
な
い
限
り
、
そ
の
人
物
が

「宝
塚
」
で
な
く

「
西
宮
」
で
も
な
い

「大
阪
」
の
人
と
断
定
で
き
る
と
も
限
ら
な
い
の
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
特
記
す
べ
き
想
定
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
で
き
る
よ
う
な
記
述
は
無
い
。

「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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さ
ら
に

「西
宮
北
口
」
で
の
神
戸
本
線

へ
の
乗
り
換
え
も
、
「帰
り
」
と
い
う
概
念
か
ら
推
測
す
る
と
自
宅
に
向
か
う
西
行
き
の
神
戸

方
面
に
至
る
電
車
に
乗
る
と
解
釈
す
る
の
が
順
当
で
あ
る
。
自
宅
と
は
逆
方
向
と
な
る
東
向
き
の

「梅
田
」
（大
阪
）
方
面
電
車

へ
乗
ら

な

い
限
り
は
、
「大
阪
」
と
呼
べ
る
空
間
を
経
由
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
本
文
よ
り
、
こ
の
人
物
が
大
阪
出
身
者
と
特
定
す
る
こ
と

も
不
可
能
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
谷
崎
は

「大
阪
の
人
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
の
場
面
は

「大
阪
」
で
あ

っ
た
可
能
性
は
低
く
、
宝
塚
市
内
他
の

「大
阪
以

外
」
の
空
間
に
お
け
る
出
来
事
で
あ

っ
た
と
い
う
仮
説
も
可
能
性
の

一
つ
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
「大
阪
」
で
は
な
い
土
地
で
起
こ
っ
た
こ
と
が
、
「大
阪
の
人
」
を
主
語
と
し
て

「大
阪
の
人
」
の
諸
行
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
い
た
い
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
「新
聞
」
を

「づ
う
づ
う
し
く
」
借
り
に
く
る
男
性
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
「大
阪
」
と
い
う
ひ
と
く
く
り
な

使
わ
れ
方
が
見
ら
れ
る
。

「
ヒ
ド
イ
奴
」
に

「
こ
ん
な
目
に
」
「遇
」
わ
さ
れ
た
の
は
、
「阪
急
」
「梅
田
」
で

「乗
つ
た
」
電
車
内
と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
電
車
と

は

「梅
田
」
か
ら

「神
戸
」

へ
向
か
う
阪
急
神
戸
本
線
を
走
る
車
両
を
指
す
。
「晩
」
と
あ
る
た
め
、
そ
の
乗
客
で
あ
る
男
性
を
出
勤
途

上
と
見
な
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
と
す
れ
ば
そ
の
男
性
は
同
乗
す
る
谷
崎
の
目
に
は
勤
め
帰
り
、
つ
ま
り
、
大
阪
方
面
の
職
場
ま
た
は

出
先
よ
り
、
神
戸
方
面
に
向
か

っ
て
走
る
電
車
で
帰
路
に
つ
く
人
物
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
理
解
が
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
す
で

に
電
車
は
大
阪
を
去
り
、
西
宮
市
内
を
通
過
し
、
さ
ら
に
芦
屋
市
内

へ
乗
り
入
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「夙
川
」
（西
宮
市
）
「直
屋
川
」

釜
戸
屋
市
）
を
越
え
て
も
ま
だ
下
車
し
な
い
、
次
は

「岡
本
」
（神
戸
市
）
で
あ
る
。
お
の
ず
と
そ
の
先
の
帰
宅
途
上
に
あ
る
人
物
と
映

っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
大
阪
の
人
間
が
現
時
点
か
ら

（帰
途
で
な
く
）
「所
用
で
神
戸
方
面
に
向
か
う
」
途
上
に
あ
る
、
と
想
定



し
た
捉
え
方
を
し
て
い
た
と

い
う
難
解
な
解
釈
を
し
な
い
限
り
、
谷
崎
の
目
に
は
、
大
阪
市
を
越
し
尼
崎
市
、
西
宮
市
、
芦
屋
市
を
過

ぎ
、
神
戸
市
内
に
入
る
電
車
内
に
乗
り
合
わ
せ
た
人
間
、
つ
ま
り
神
戸
市
以
西
の
住
人
と
無
意
識
に
捉
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
同
様

に
、
そ
の
難
解
な
解
釈
を
主
張
す
る
た
め
の
記
述
も
存
在
し
な
い
。
こ
こ
で
も
、
そ
の
人
物
を
指
し
て

「大
阪
人
」
と
呼
ん
で
い
る
わ
け

で
あ
る
。

こ
の
男
性
に
関
し
て
は
、
「大
阪
に
勤
め
る
人
」
を
さ
し
て

「大
阪
の
人
」
と
呼
ん
で
い
る
と
も
と
れ
、
奇
異
で
は
な
い
が
、
右
を
説

明
し
て
お
く
。

②

「大
阪
」
の
使
わ
れ
方
―
―
「大
阪
人
」
の
意
味
す
る
も
の

以
上
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
『阪
神
見
聞
録
』
に
お
け
る

「大
阪
」
の
用
い
ら
れ
方

・
そ
の
法
則
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
み
れ

ば
ど
う
や
ら
こ
こ
で
い
う

「大
阪
」
と
い
う
の
は
地
域
を
特
定
す
る
と
い
う
第

一
義
的
な
目
的
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。
結
果
と
し
て
、
こ
こ
で
の

「大
阪
」
は
そ
れ
に
該
当
す
る

「空
間
」
ま
た
は

「地
理
」
を
特
定
す
る
目
的
で
使
わ
れ
て
い
な
い
。

該
当
す
る
地
域
を
正
し
く
指
す
た
め
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ

「大
阪
」
と
ひ
と
く
く
り
に
な

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
単
な
る
混
同
と
し
て
済
ま
せ
る
方
法
が
あ
る
。
し
か
し
、
全
編

を
貫
く
語
気
の
強
い

「見
解
」
と
無
関
係
と
見
な
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
と
は
言
え
な

い
だ
ろ
う
か
。
「見

解
」
に
お
い
て
、
そ
の
表
現
方
法
や
言
葉
の
用
い
ら
れ
方
を
無
関
係
と
し
て
や
り
過
ご
す
こ
と
は
浅
薄
で
あ
る
。
言
い
回
し
や
言
葉
も
必

ず
連
動
性
を
持

つ
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
相
乗
効
果
を
得
て
作
品
の
意
義
は
よ
り
重
い
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら

一
つ
の
仮
説
を
立
て
た
い
。

そ
の
仮
説
と
は
極
言
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
「大
阪
」
と
い
う
の
は
む
し
ろ

「地
理
」
を
さ
す
の
で
な
く

「人
」
を
指
し
て
い
る
よ
う

「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エハ
一
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で
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
。
先
の
考
察
か
ら
割
り
出
す
と
、
「大
阪
」
と

い
う
語
の
用
い
ら
れ
方
と

い
う
の
は
、
特
定
さ
れ
る

「
エ
リ
ア
」

を
指
す
の
で
は
な
く

「
さ
う
云
ふ
言
動
に
出
る
」
″
人
々
″
「
人
種
」
と
で
ユ
言
葉
が
出
て
い
る
）
を
さ
し
て
表
現
し
た
い
場
合
に
使
わ
れ
て

い
る
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『阪
神
見
聞
録
』
は
、
不
幸
に
も
人
々
の
不
躾
な
言
動
に
続
け
て
遭
遇
し
、
そ
の
違
和
感
を
唱
え
て

い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の

「大
阪
人
」
は
内
容
的
に
は

「関
西
人
」
を
指
し
て
い
る
。
「東
京
人
」
か
ら
み
て
違
和
感
を
感
じ
さ

せ
る
言
動
を
と

っ
た
人
々
、
つ
ま
り

「東
京
人
」
に
対
し
て
の

「関
西
人
」
。
そ
の

「関
西
人
」
を
表
そ
う
と
す
る
と
き
に
、
「大
阪

（
の
）
人
」
と
ス
ラ
イ
ド
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば

「大
阪
人
」
と
は

「東
京
人
」
と

一
線
を
画
す
る
た
め
の
呼
称
で
あ
る
。

単
な
る
ひ
と
く
く
り
な
混
同
、
と
言

っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
「東
京
人
」
と
区
別
す
る
た
め
の

「関
西
人
」
を
指
す

「大
阪

人
」
が
使
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
混
同
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
背
景
に
、
厳
密
に
地
理
を
区
別
す
る
必
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
と
い
う
の
も
理
解
で
き
る
。

「東
京
人
」
に
対
し
て
の

「
関
西
人
」
、
を
示
す
も
の
で
あ
る
な
ら
、
「大
阪
人
」
と

い
う
の
は

「東
京
人
」
に
対
比
さ
せ
る
た
め
に
用

い
ら
れ
る
呼
称
と
も
言
え
る
。
「東
京
人
」
と
の
区
別
化
を
さ
せ
る
の
が
そ
の
第

一
目
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
、
そ
の
目
的

に
有
効
に
は
た
ら
い
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
「
関
西
」

エ
リ
ア
内
に
お
け
る
細
か

い
分
別
は
不
間
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

は
、
文
中
に
お
い
て

「大
阪
人
」
で
も

「東
京
人
」
と
の
区
別
は
充
分
明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
目
的
は
目
減
り
す
る
こ
と
な
く
果
た
さ

れ
て
い
る
と

い
え
る
。
つ
ま
り
、
「
さ
う
云
ふ
言
動
に
出
る
」
″
人
々
″
＝
「大
阪
の
人
」
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
置
き

換
え
を
し
て
読
め
ば
、
「見
解
」
は
さ
ら
に
明
解
な
も
の
と
な
る
。
主
張
は
明
確
な

一
貫
性
を
も

っ
て
く
る
。
も
と
よ
り
、
地
域
の
特
定

を
目
指
す
も
の
で
な
い
た
め
、
そ
の
離
齢
を

つ
き

つ
め
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。

こ
こ
で
使
わ
れ
る

「大
阪
」
は
、
本
来
地
名
で
あ
り
な
が
ら
、
用
途
は

「特
質
」
を
表
し
た
い
場
合
に
使
う
用
語
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
と

い
う
仮
説
を
立
て
た
い
の
で
あ
る
。　
一
語
な
が
ら
概
念
を
あ
ら
わ
す
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
た
め
、
地
名
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に



あ
る
本
来
の

「大
阪
」
と
し
て
扱
う
と
、
そ
の
直
訳
的
な
意
味
合
い
の
離
齢
を
生
じ
る
。
ま
た
、
主
張
も
あ
い
ま
い
な
も
の
と
な
る
。
そ

し
て
そ
の
地
理
用
語
と
し
て
の
単
な
る

「混
同
」
と
し
て
処
理
す
る
と
、
つ
ま
り
単
な
る

「落
ち
度
」
と
い
っ
た
傾
向
を
付
加
さ
せ
る
だ

け
に
終
わ
る
。
「見
解
」
と
連
動
性
し
な
い
、
ま
た
単
に

「見
解
」
の
反
映
を
受
け
な
い
も
の
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
を
単
体
と
し
て
見
な
す

と
、
そ
の
作
品
価
値
を
曖
昧
な
も
の
と
し
過
小
評
価
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
。
『阪
神
見
聞
録
』
に
見
ら
れ
る
こ
の

「混
同
」
を
、

作
品
の
主
張
す
る

「見
解
」
の
な
せ
る
現
象
と
評
価
す
れ
ば
意
義
も
増
す
。
こ
の
仮
説
を
支
持
す
れ
ば
、
「見
解
」
の
発
表
と
い
う
実
験

は
、
期
待
通
り
の
現
象
を
生
ん
で
い
た
と
い
う
指
摘
が
で
き
る
。

こ
の

「大
阪
」
の
混
同
に
関
し
て
は
、
今
ま
で

「混
同
」
と
し
か
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
今
回
の
考
証
で
、
そ

の

「混
同
」
の
起
こ
っ
た
原
因
の

一
つ
は
究
明
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
「東
京
人
」
に
対
す
る
区
別
化
を
目
的
と
す
る
用
語
と
し
て

「大

阪
人
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
全
編
読
み
直
せ
ば
、
そ
の
目
的
は
充
分
果
た
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
目
的
が
果
た
さ
れ
て

さ
え

い
れ
ば
、
「東
京
人
」
と
し
て
の

「見
解
」
は
充
分
に
成
立
し
、
さ
ら
に
、
「見
聞
」
部
に
お
け
る
細
か
い
用
語
の
離
齢
は
こ
れ
を
損

な
う
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
全
編
に
み
ら
れ
る

「見
聞
」
部
で
の
離
齢
が
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
の

「見
聞
録
」
と
し
て
の
機
能
は
不

間
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
著
者
の
意
識
と
し
て
は
以
上
の
よ
う
に

「見
聞
」
部
、
つ
ま
り

「東
京
人
」
と

「関
西
人
」
の
区
別

化
を
明
示
す
る
こ
と
に
ウ
ェ
イ
ト
が
置
か
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も

「見
聞
」
記
録
と
し
て
の
完
成
度
を
求
め
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。

ゆ
え
に
、
「見
聞
録
」
で
あ
り
な
が
ら

「見
解
書
」
と
し
て
の
意
義
が
強
い
と
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。

こ
の

「大
阪
」
の
ひ
と
く
く
り
な

「混
同
」
は
、
無
意
識
で
あ

っ
た
に
し
ろ
、
「地
理
」
の
判
別
が
つ
か
な
い
の
で
は
な
く
、
意
識
下

に
あ
る
も
の
を
表
現
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
意
識
が
優
先
さ
れ
た
結
果
こ
の
よ
う
な
用
い
ら
れ
方
が
さ

「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上全
二



「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』

六

四

れ
た
の
だ
と
し
た
い
。

ま
た
、
無
意
識
で
あ

っ
た
結
果
と
し
て
こ
の
よ
う
な

「混
同
」
が
み
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
認
識
が
図
ら
ず
も
吐
露
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
あ
り
、
な
お
さ
ら
興
味
深
い
。

め
―
―

「江
戸
っ
子
気
質
」

以
上
の
理
由
で
、
本
論
で
は

「見
聞
」
内
容
よ
り
も

「見
解
」
に
重
点
が
あ
る
と
し
た
。

事
実
関
係
の
考
証
よ
り
も
、
「見
解
」
と
そ
の
言
い
回
し
に
こ
そ
読
み
取
れ
る
こ
と
は
多
い
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
枠
を
外
し
て
、
そ
の
機

能
を
問
う
と

『阪
神
見
聞
録
』
は
そ
の
普
遍
性
及
び

一
義
的
な

「見
聞
録
」
と
し
て
の
機
能
よ
り
も
、
作
家
自
身
の
個
人
的

「見
解
」
を

理
解
す
る

「見
解
書
」
と
し
て
の
有
効
性
の
ほ
う
が
高

い
と
言
え
よ
う
。

『阪
神
見
聞
録
』
に
見
ら
れ
る

「見
解
」
は

〓
貝
性
が
あ
り
明
解
で
分
か
り
や
す
い
。
し
か
し
、
こ
の

「見
解
」
が
ど
の
よ
う
な
モ
ラ

ル
や
見
識
に
基
づ
い
て
い
る
か
列
挙
し
、
完
壁
に
網
羅
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
、
た
だ

一
つ
、
ま
た
そ
の

一
言
で
す
べ
て
説
明
の
つ
く
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
で
も
な
い

「江
戸

っ
子
気
質
」
で
あ
る
。

こ
れ
が
基
盤
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『阪
神
見
聞
録
』
は

「江
戸

っ
子
気
質
」
が
書
か
せ
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

「見
聞
録
」
と
題
し
な
が
ら
、
そ
の
実
、
機
能
的
に
は

「見
解
書
」
の
要
素
が
強
い
。
「見
聞
録
」
と
い
い
な
が
ら
、
強
く
押
し
出
さ
れ

て
い
る
の
は

「見
解
」
の
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

「見
聞
」
は
機
能
上
そ
の
糸
目
的
存
在
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

つ
ま
り
、
『阪
神
見
聞
録
』
は

「阪
神
」
の

「見
聞
録
」
と
な
ら
ず
、
「江
戸

っ
子
」
の

「見
解
書
」
と
な

っ
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
。

「阪
神
」
と
冠
し
な
が
ら
、
強
く
押
し
出
さ
れ
て
い
る
の
は

「江
戸

っ
子
」
と
し
て
の
自
負
で
あ
る
。



そ
れ
は
関
西
に
身
を
お
く
こ
と
で
、
却

っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
て
、
強
く
自
覚
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
関
東
大
震
災
に
よ
る

関
西
移
住
前
、
在
京
時
は
必
ず
し
も
谷
崎
は
精
神
主
義
ま
た
清
貧
主
義
の
傾
向
が
強
い

「江
戸
っ
子
」
気
質
を
尊
重
し
て
い
た
と
は
い
え

な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

後
に
谷
崎
の
関
西
理
解
、
ま
た
は
賛
美
者
と
し
て
、
貢
献
者
と
し
て
、
そ
の
造
詣
の
深
さ
は
高
い
評
価
を
受
け
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

多
田
道
太
郎
氏
ｏ
が
述
べ
る
よ
う
に

「外
部
」
の
人
間
と
し
て
の
目
を
も

っ
て
し
た
か
ら
こ
そ
関
西
人
の
見
え
な
い
も
の
が
見
え
、
見
過

ご
す
点
に
気
づ
き
得
た
か
ら
こ
そ
出
来
た
偉
業
で
あ
る
と
も
い
え
、
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
最
後
ま
で

「江
戸

っ
子
」
と
し
て
の
資
質

を
失
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
し
得
た
業
績
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

『阪
神
見
聞
録
』
は
以
上
の
点
か
ら
、
非
常
に
感
覚
的
、
主
観
的
な

「見
聞
録
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の

「見
聞
録
」
は

一
義
的
な

「見
聞
録
」
と
し
て
の
価
値
よ
り
も
、
「江
戸

っ
子
」
で
あ

っ
た
谷
崎
の

「見
解
書
」
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強

い
。
「見
聞
」
部
全
編
に

見
ら
れ
る
用
語
の
離
齢
が
大
勢
に
影
響
を
与
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば

「見
聞
録
」
と
し
て
の
完
成
度
を
問
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
な
る
。
「見
聞
録
」
と
し
て
よ
り
も
、
谷
崎
の

「見
解
」
を
確
認
す
る
上
で
よ
り
高
く
機
能
す
る
と
い
え
る
。　
一
義
的

「見
聞

録
」
の
有
効
性
よ
り
も
、
作
家
谷
崎
潤

一
郎
の

「江
戸
っ
子
」
気
質
ま
た
自
負
の
存
在
を
読
み
取
る
上
で
の

「見
解
書
」
と
し
て
高
い
有

効
性
を
も

つ
と
言
え
る
。
そ
の
谷
崎
の
業
績
の
全
体
像
を
踏
ま
え
る
上
で
も
、
『阪
神
見
聞
録
』
で
は
ま
だ
こ
の
時
点
で
生
粋
と
も
言
え

る

「江
戸
っ
子
」
気
質
が
健
在
で
あ

っ
た
こ
と
の
証
明
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
貴
重
で
あ
る
。

彼
が
後
に
関
西
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
文
学
的
業
績
を
残
す
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
通
過
点
が
存
在
し
た
こ
と
は
非

常
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

註
０
　
『阪
急
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
（阪
急
ワ
ー
ル
ド
全
集
①
）
阪
急
電
鉄
株
式
会
社
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
業
部

・
著
作
発
行
二
〇
〇
〇
年
十
月

「江
戸
っ
子
」
の
「見
解
書
」
と
し
て
の
『阪
神
見
聞
録
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



「江
戸
っ
子
」
の

「見
解
書
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永
栄
啓
伸

『評
伝
　
谷
崎
潤

一
郎
』
和
泉
書
院
　
一
九
九
七
年
七
月

川
島
令
三

『全
国
鉄
道
事
情
大
研
究
』
草
思
社
　
一
九
九
二
年
三
月
　
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
鉄
道
事
情
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

多
田
道
太
郎

「西
と
東
の
章
」
亀
関
西
―
―
谷
崎
潤

一
郎
に
そ

っ
て
』
筑
摩
書
房

　
一
九
八

一
年
十

一
月

「外
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
と

い
う
感
じ
が
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
関
西
の
人
間
が
関
西
の
こ
と
を
書
い
た
ら
谷
崎
さ

ん
以
上
の
も
の
を
書
け
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
た
疑
間
で
す
。
関
西
の
内
側
に
い
て
は
書
け
な
い
も
の
が
あ

っ
て
、
そ
の
点
、
谷
崎
潤

一
郎

が
関
西
に
つ
い
て
書
き
残
し
て
く
れ
た
こ
と
は
、
あ
り
が
た
い
」
と
し
た
。

※
本
文
引
用

『阪
神
見
聞
録
』
『谷
崎
潤

一
郎
全
集
』
第
二
十
巻

（中
央
公
論
社
　
昭
和
四
三
年
）

（ふ
じ
わ
ら
　
と
も
こ

・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
）
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