
宮
本
輝
『
錦
繍
』
論
の
た
め
に

亜
紀
と
靖
明
二
一
つ
の
平
行
緑

黄

　

麗

榔

『
錦
繍
』
と
い
う
十
四
通
の
往
復
書
簡
か
ら
成
る
書
簡
体
小
説
は
、
宮
本
輝
の
初
期
作

品
　
（
初
出
『
新
潮
』
一
九
八
一
年
一
二
月
。
単
行
本
『
錦
繍
』
新
潮
社
、
一
九
八
二
年
三

月
）
　
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
関
す
る
先
行
研
究
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
二
人

の
主
人
公
　
－
　
勝
沼
亜
紀
と
有
馬
靖
明
　
－
　
が
書
簡
の
往
復
を
重
ね
る
こ
と
で
、
互
い
の

理
解
を
深
め
て
、
人
間
的
に
成
長
し
て
ゆ
く
物
語
だ
と
し
て
き
た
。

た
と
え
ば
新
潮
文
庫
『
錦
繍
』
　
の
解
説
者
・
黒
井
千
次
は
　
「
い
わ
ゆ
る
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン

ド
の
小
説
で
は
な
い
」
と
留
保
を
付
け
て
い
る
が
、
「
現
在
か
ら
未
来
に
向
け
て
更
に
歩
を

進
め
る
姿
勢
さ
え
」
　
二
人
は
示
し
て
い
て
、
こ
の
作
品
は
「
未
来
に
向
け
て
吹
く
風
に
身

を
さ
ら
し
た
男
と
女
の
生
命
の
物
語
で
あ
る
」
　
と
解
説
文
を
締
め
く
く
る
（
誓
）
。
野
松
循

子
は
、
「
心
の
綾
」
　
を
交
わ
す
書
簡
の
往
復
は
二
人
の
　
「
生
の
回
復
と
再
生
、
そ
し
て
自
己

変
革
」
　
を
可
能
に
し
、
書
簡
の
往
復
を
通
し
て
亜
紀
と
靖
明
の
二
人
は
、
「
生
命
そ
の
も
の

の
や
宇
宙
の
法
則
」
　
（
そ
れ
は
宮
本
輝
自
身
の
体
験
を
反
映
し
た
も
の
と
野
松
は
見
る
）
　
に

繋
が
る
べ
き
「
自
ら
の
内
な
る
本
質
的
な
時
間
」
を
手
に
し
た
の
だ
と
言
う
（
注
2
）
。
山
本

康
治
も
ま
た
「
罪
を
得
た
清
明
に
し
て
も
、
障
害
を
持
つ
子
の
母
で
あ
る
亜
紀
に
し
て
も
、

結
末
で
は
新
た
な
生
の
肯
定
が
な
さ
れ
、
後
の
宮
本
作
品
の
基
調
を
な
す
人
間
肯
定
へ
の

意
志
が
見
ら
れ
る
」
と
宮
本
輝
作
品
史
の
上
に
位
置
づ
け
る
（
警
）
。

こ
う
し
た
主
人
公
の
人
間
的
成
長
を
肯
定
し
た
先
行
研
究
は
一
つ
の
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、
靖
明
宛
の
書
簡
に
綴
ら
れ
た
亜
紀
の
過
去
や
思
念
が
靖
明
の

も
の
に
な
り
、
ま
た
、
靖
明
の
綴
っ
た
そ
れ
が
亜
紀
の
も
の
に
な
る
　
－
　
す
な
わ
ち
、
書

厨
の
往
復
が
そ
の
ま
ま
亜
紀
・
靖
明
の
二
人
の
相
互
理
解
の
過
程
で
あ
る
と
す
る
こ
と
で

あ
る
。
黒
井
は
　
「
二
人
は
、
結
婚
前
の
過
去
、
結
婚
中
の
過
去
、
離
別
後
の
過
去
を
、
手

に
持
っ
た
札
を
出
し
合
う
よ
う
に
し
て
お
互
い
に
示
し
、
欠
落
を
埋
め
、
謎
を
解
く
努
力

を
続
け
る
」
　
と
言
い
（
葺
、
二
人
が
共
同
し
て
　
「
謎
を
解
く
努
力
」
　
を
示
し
た
と
読
み
取

る
。
酒
井
英
行
も
「
人
間
存
在
が
本
来
的
に
背
負
っ
て
い
る
　
（
淋
し
さ
）
　
を
深
く
知
っ
た

者
同
士
の
交
感
の
物
語
」
　
だ
と
評
価
し
た
（
注
5
）
。

確
か
に
二
人
の
過
去
を
知
ら
な
い
者
が
、
往
復
書
簡
（
＝
こ
の
小
説
）
　
を
読
ん
で
ゆ
け

ば
、
書
簡
の
往
復
が
重
ね
ら
れ
る
過
程
で
、
亜
紀
の
知
ら
な
か
っ
た
靖
明
の
過
去
や
欠
落

が
埋
め
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
往
復
書
簡
の

書
き
手
（
＝
小
説
中
の
亜
紀
・
靖
明
）
　
の
二
人
が
互
い
を
理
解
し
合
っ
た
こ
と
と
等
価
で

は
な
い
。
往
復
書
簡
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
酒
井
の
言
う
よ
う
な

（
交
感
）
　
も
起
こ
り
う
る
が
、
（
組
酷
）
　
も
十
分
起
こ
り
う
る
。
（
齢
酷
）
　
が
生
じ
て
も
、

書
簡
の
往
復
は
可
能
で
あ
る
。

観
点
を
換
え
て
言
え
ば
、
書
簡
体
小
説
を
読
む
読
者
（
書
簡
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報

を
再
構
成
し
て
過
去
の
空
自
を
埋
め
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
構
築
し
て

ゆ
く
作
品
世
界
外
の
存
在
）
が
得
た
も
の
と
、
作
品
世
界
内
に
お
い
て
書
簡
を
読
み
・
綴

る
作
中
人
物
（
作
品
世
界
内
の
存
在
）
の
認
識
や
自
覚
そ
の
も
の
と
は
、
区
別
さ
れ
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。
読
者
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
欠
落
を
埋
め
た
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
る
い
は
、

作
品
世
界
内
の
人
物
像
や
そ
の
内
面
理
解
の
手
掛
か
り
を
得
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
、

そ
の
ま
ま
作
品
世
界
内
の
人
物
そ
の
も
の
の
認
識
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
、
自
覚
で
あ
っ
た

り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
作
品
世
界
内
に
限
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
亜
紀
・
靖
明
の
自

己
認
識
を
十
分
に
取
り
出
せ
ず
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
読
者
が
再
構
成
・
理
解
し
た
も
の
が
、

そ
の
ま
ま
亜
紀
・
靖
明
の
理
解
と
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
作
者
宮
本

一
頁



輝
に
着
眼
し
た
作
家
論
的
な
立
場
か
ら
提
示
さ
れ
た
読
解
も
、
作
品
世
界
外
の
眺
望
点
に

立
っ
て
作
中
人
物
た
ち
の
思
念
を
理
解
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
作
品
世
界
内
存
在
と

し
て
の
亜
紀
・
清
明
の
内
面
を
見
え
に
く
く
し
て
き
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
作
品
世
界
内
存
在
と
し
て
の
亜
紀
と
靖
明
の
　
（
交
感
）
　
の
実
質
に
目
を
向

け
て
み
た
い
。
全
十
四
通
の
手
紙
を
三
つ
の
段
階
に
分
け
　
（
第
一
・
第
二
通
・
第
三
・
第

四
通
、
第
五
・
第
六
・
第
七
通
、
第
八
通
以
降
）
、
こ
こ
で
は
第
七
通
ま
で
を
問
題
に
す
る
。

第
一
通
か
ら
第
四
通
ま
で
の
第
一
の
段
階
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
先
行
研
究
に
取
り
上
げ

ら
れ
ず
、
潜
ん
で
い
る
問
題
が
軽
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
第
五
・
第
六
・
第

七
通
に
出
現
す
る
　
「
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
」
　
の
こ
と
が
、
あ
ま
り
に
も
重
視
さ
れ
す
ぎ
て
き
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
一
節
　
亜
紀
像

「
亜
紀
が
す
べ
て
を
お
の
れ
の
　
「
業
」
　
と
し
て
引
き
受
け
る
真
の
回
心
の
と
き
を
迎
え

た
」
　
と
い
う
酒
井
の
指
摘
に
代
表
さ
せ
得
る
が
〈
注
。
）
、
先
行
研
究
は
亜
紀
の
　
（
成
長
）
　
を

疑
わ
な
い
。
亜
紀
の
再
生
に
注
目
す
る
の
は
よ
い
が
、
そ
れ
以
前
の
亜
紀
が
ど
の
よ
う
な

存
在
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

検
証
を
加
え
て
い
な
い
。
（
以
下
、
引
用
は
新
潮
文
庫
『
錦
繍
』
二
〇
〇
四
年
三
月
第
六
〇

刷
改
版
に
拠
り
、
ル
ビ
は
省
い
た
。
）

＊
本
文
l
一

私
は
あ
な
た
の
お
姿
が
消
え
た
あ
と
、
し
ば
ら
く
じ
っ
と
そ
こ
に
立
ち
つ
く
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
こ
れ
で
も
う
永
遠
に
、
あ
な
た
と
お
別
れ
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思

え
て
、
泣
き
だ
し
た
く
な
る
の
を
こ
ら
え
っ
づ
け
て
い
ま
し
た
。
ど
う
し
て
そ
ん
な

気
持
に
襲
わ
れ
た
の
か
、
私
に
は
自
分
の
心
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
（
第
一
通
1
3

頁
）

＊
本
文
二

二
貢

少
な
く
と
も
、
あ
の
事
件
の
最
も
大
き
な
被
害
者
で
あ
っ
た
私
が
　
（
刊
叫
叫
瑚
瑚
刊

咄
咄
引
、
）
l
J
l
捌
廟
頑
．
周
到
呵
月
利
利
別
急
品
笥
引
急
告
門
J
u
判
明
旬
瑚
）
、
当
時
、
ど

ん
な
こ
と
を
考
え
、
ど
ん
な
ふ
う
に
私
な
り
の
結
論
を
導
き
出
し
た
の
か
と
い
う
こ

と
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
お
話
し
て
お
き
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
　
（
第
一
通
1
8
頁
）

へ
本
文
こ
　
は
靖
明
と
偶
然
再
会
し
た
当
時
の
亜
紀
の
心
情
で
あ
る
。
「
じ
っ
と
そ
こ
に

立
ち
つ
く
し
て
」
　
「
泣
き
だ
し
た
く
な
る
」
　
く
ら
い
の
未
練
が
こ
の
書
簡
の
行
間
に
満
ち
て

い
る
。
し
か
し
、
亜
紀
は
　
「
ど
う
し
て
そ
ん
な
気
持
に
襲
わ
れ
た
の
か
、
私
に
は
自
分
の

心
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
、
そ
の
よ
う
な
感
情
を
生
み
だ
し
た
根
の
と
こ
ろ
に
あ
る
、

靖
明
へ
の
未
練
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
。
言
及
し
な
い
と
い
う
よ
り
も
、
そ

れ
を
露
わ
に
す
る
こ
と
を
避
け
、
隠
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
二
人
の
他
人
・

で
も
な
い
身
内
で
も
な
い
関
係
と
、
亜
紀
の
人
妻
の
立
場
が
そ
れ
を
言
わ
せ
な
い
と
は
い

え
、
亜
紀
の
抱
え
て
い
る
心
理
的
屈
折
が
、
こ
の
よ
う
な
態
度
を
取
ら
せ
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

（
本
文
二
）
　
の
括
弧
に
入
れ
ら
れ
た
挿
入
句
も
そ
の
表
れ
で
あ
る
。
た
し
か
に
相
手
の

気
持
ち
を
配
慮
し
た
待
遇
表
現
は
手
紙
に
は
多
く
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
亜
紀
の
こ
の
手
紙

の
場
合
は
少
々
違
う
よ
う
だ
。
再
婚
し
て
、
障
害
を
持
つ
子
供
を
生
ん
で
し
ま
う
こ
と
を

は
じ
め
、
気
に
入
っ
た
喫
茶
店
が
失
火
し
て
、
貴
重
な
「
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
」
　
の
レ
コ
ー
ド

が
灰
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
も
、
浮
気
を
し
た
靖
明
の
せ
い
で
は
な
い
か
と
後
の
手
紙
で
問

い
質
す
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
「
あ
の
事
件
の
最
も
大
き
な
被
害
者
」
　
は
自
分
で
あ

る
と
亜
紀
は
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
や
あ
っ
て
も
、
自
己
主
張
を
し
た
直
後
に
、

亜
紀
は
相
手
を
配
慮
す
る
言
葉
を
綴
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
℃

こ
の
よ
う
に
自
己
主
張
を
相
殺
す
る
よ
う
な
表
現
を
使
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
亜
紀
の

根
底
に
あ
る
性
格
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
お
嬢
様
育
ち
で
お
と
な
し
く
、

絶
対
的
な
権
威
を
持
つ
父
に
従
っ
て
、
そ
れ
ま
で
自
己
を
抑
制
し
て
き
た
こ
と
の
延
長
上

に
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
亜
紀
は
、
父
の
選
択
に
従
っ
て
清
明
と
結
婚
し
、
父
の

意
志
で
離
婚
す
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
父
の
希
望
で
再
婚
す
る
。
不
満
が
積
み
重
な
っ
て

も
、
「
暗
に
私
た
ち
を
別
れ
さ
せ
よ
う
と
し
た
父
に
憎
し
み
を
抱
き
ま
し
た
」
　
（
第
五
通
7
2



頁
）
　
と
手
紙
で
訴
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
父
へ
の
憎
し
み
を
抱
い
て
も
、
結
局
、
亜

紀
は
父
に
反
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
靖
明
に
対
し
て
も
、
言
う
べ
き
こ
と
を
表

現
で
き
ず
、
未
練
と
恨
み
を
正
直
に
伝
え
、
靖
明
の
対
応
を
求
め
る
こ
と
を
し
な
い
。

し
か
し
一
方
、
亜
紀
は
心
の
中
で
は
屈
折
と
対
抗
す
る
よ
う
な
も
の
も
育
て
て
き
た
よ

う
だ
。
次
に
引
く
　
（
本
文
三
）
　
は
そ
れ
の
表
れ
で
あ
る
。

＊
本
文
三

簡
単
に
申
し
上
げ
れ
ば
、
私
は
、
恋
人
時
代
か
ら
新
婚
時
代
に
お
け
る
あ
な
た
と

の
月
日
の
上
に
、
離
婚
を
目
前
に
し
な
が
ら
な
お
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
い
た
か
っ
た
の

で
す
。
そ
ん
な
心
の
底
に
は
、
あ
な
た
に
対
す
る
か
す
か
な
同
情
の
思
い
が
あ
り
、

そ
れ
を
数
倍
上
ま
わ
る
憎
し
み
も
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
す
べ
て
が
、

l
一
種
の
強
固
な
自
尊
心
を
作
り
あ
げ
て
、
私
を
無
口
に
、
無
表
情
に
さ
せ
て
い
た
の

で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
（
中
略
）
　
私
は
、
も
う
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
見
知
ら
ぬ
ひ
と

り
の
女
性
に
、
負
け
た
く
な
か
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
　
　
　
（
第
一
通
3
7
頁
）

（
本
文
三
）
　
は
な
ぜ
十
年
前
は
離
婚
の
際
、
靖
明
と
も
っ
と
話
し
合
わ
な
か
っ
た
の
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
、
亜
紀
の
　
（
弁
解
）
　
で
あ
る
。
「
恋
人
時
代
か
ら
新
婚
時
代
に
お
け

る
あ
な
た
と
の
月
日
」
　
を
誇
り
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
か
ら
、
ヒ
ス
チ
リ
1
に
陥
っ
た
自

分
を
見
せ
た
く
な
い
。
「
見
知
ら
ぬ
ひ
と
り
の
女
性
に
、
負
け
た
く
な
か
っ
た
」
　
か
ら
、
靖

明
の
こ
と
を
ど
う
で
も
い
い
よ
う
に
振
舞
っ
て
み
せ
た
。
だ
か
ら
　
「
無
口
」
、
「
無
表
情
」

に
し
て
い
た
…
・
。
「
一
種
の
強
固
な
自
尊
心
」
　
だ
と
亜
紀
は
書
い
て
い
る
が
、
一
種
の
意

地
で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
浮
気
の
経
緯
が
分
か
り
、
そ
れ
以
上
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
、

つ
ま
り
　
（
二
次
傷
害
〉
　
を
避
け
る
こ
と
が
、
話
し
合
わ
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
靖
明
と
真
撃
に
向
き
あ
わ
な
か
っ
た
亜
紀
の
行
動
は
、
一
種
の
我
健
で
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
と
は
い
え
、
亜
紀
は
こ
の
意
地
と
我
値
に
よ
っ
て
、
人
格
の
バ
ラ
ン
ス

を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
。
亜
紀
の
性
格
の
根
底
に
は
、
父
に
強
い
ら
れ
た
生
き
方
に
起
因

す
る
屈
折
が
あ
る
が
、
時
と
し
て
意
地
と
我
健
が
突
き
出
る
。
こ
れ
が
十
年
間
の
　
（
沈
静

期
）
　
を
経
て
き
た
、
靖
明
と
再
会
す
る
ま
で
の
亜
紀
像
の
輪
郭
だ
と
思
わ
れ
る
。

第
二
節
　
二
人
の
課
題

亜
紀
は
靖
明
へ
の
未
練
を
十
年
間
も
引
き
摺
っ
て
き
た
。
「
と
う
と
う
思
い
つ
く
す
べ
て

の
方
法
を
講
じ
て
、
あ
な
た
の
御
住
所
を
調
べ
、
こ
の
よ
う
な
手
紙
を
投
函
す
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
　
（
第
一
適
5
頁
）
　
と
自
ら
の
行
為
を
記
し
た
文
面
か
ら
は
未
練
が

十
分
伝
わ
っ
て
く
る
。
亜
紀
に
と
っ
て
、
こ
の
未
練
の
解
決
、
つ
ま
り
　
（
男
と
女
の
絡

み
）
　
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
。
最
初
の
手
紙
で
、
亜
紀
は
靖
明
に
そ

れ
を
解
決
す
る
責
任
が
あ
る
と
責
め
る
。
彼
が
ど
ん
な
態
度
で
亜
紀
の
課
題
を
引
き
受
け

る
か
が
書
簡
往
復
の
肝
心
な
と
こ
ろ
だ
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
二
人
が
　
（
交
感
）
す
る

の
か
、
あ
る
い
は
　
（
組
酷
）
　
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
か
と
い
う
こ
と
と
も
つ
な
が
っ
て
い
・

る
。亜

紀
の
屈
曲
し
た
書
き
ぶ
り
と
は
違
っ
て
、
靖
明
は
始
め
か
ら
は
っ
き
り
と
し
た
口
調

で
話
を
進
め
る
こ
と
が
印
象
的
で
あ
る
。

＊
本
文
四

お
手
紙
拝
見
い
た
し
ま
し
た
。
読
み
終
え
た
当
座
、
返
事
を
出
す
気
持
は
ま
っ
た

く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
日
が
た
つ
に
つ
れ
て
、
私
も
ま
た
お
話
し
な
か

っ
た
多
く
の
心
理
的
事
件
を
胸
の
内
に
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
た
め
ら
い
つ

つ
筆
を
取
っ
た
次
第
で
す
。

あ
な
た
は
、
何
と
な
く
あ
い
ま
い
な
．
へ
　
そ
こ
に
明
噺
な
意
志
と
い
う
も
の
の
な
か

っ
た
私
た
ち
の
離
別
と
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
ま
す
。
私

の
方
に
は
、
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は
っ
き
り
し
た
理
由
が
あ
り
ま
し
た
。
私
の
起

こ
し
た
不
祥
事
が
そ
れ
で
す
。
（
中
略
）
ど
う
に
も
弁
解
の
し
ょ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
（
中
略
）

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
私
は
こ
の
手
紙
を
、
瀬
尾
由
加
子
と
私
と
の
関
係
か
ら
書
き

始
め
よ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
あ
な
た
に
対
す
る
礼
儀
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

三
貫



か
ら
で
す
。
そ
の
う
え
で
、
あ
な
た
を
長
い
間
あ
ざ
む
い
て
き
た
こ
と
を
お
詫
び
い

た
し
ま
し
ょ
う
。
な
ぜ
私
が
、
離
婚
の
際
、
そ
の
こ
と
を
話
さ
な
か
っ
た
の
か
は
御

理
解
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。
き
ざ
な
言
い
方
で
す
が
、
あ
な
た
を
あ
れ
以
上
傷
つ

け

た

く

な

か

っ

た

の

で

す

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

第

二

通

4

3

頁

）

（
本
文
四
）
　
は
靖
明
の
返
信
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
彼
は
「
お
話
し
な
か
っ
た
多
く
の

心
理
的
事
件
を
胸
の
内
に
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
し
　
い
た
か
ら
と
、
手
紙
の
目
的
を
正

直
に
述
べ
た
。
離
婚
の
原
因
に
つ
い
て
も
、
亜
紀
の
言
う
「
明
晰
な
意
志
と
い
う
も
の
の

な
か
っ
た
」
離
別
で
は
な
｛
「
は
っ
き
り
し
た
理
由
」
が
あ
る
と
強
調
し
、
亜
紀
の
未
練

を
断
つ
か
の
よ
う
な
文
言
を
並
べ
る
。
「
こ
の
手
紙
を
、
瀬
尾
由
加
子
と
私
と
の
関
係
か
ら

書
き
始
め
よ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
あ
な
た
に
対
す
る
礼
儀
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
す
」
と
、
返
信
の
内
容
と
そ
の
理
由
を
明
示
す
る
。
そ
し
て
離
婚
し
た
時
、
亜
紀

に
対
し
て
謝
罪
や
弁
解
を
し
な
か
っ
た
理
由
も
理
路
整
然
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
現
れ
る
靖

明
は
実
に
冷
静
で
計
画
的
で
あ
り
、
文
面
も
そ
れ
を
反
映
し
て
簡
潔
明
瞭
で
あ
る
。

こ
の
口
調
に
よ
っ
て
、
清
明
は
こ
ん
な
こ
と
を
亜
紀
に
暗
示
し
て
い
る
。
　
－
　
す
で
に

過
去
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
る
べ
き
二
人
の
離
婚
に
つ
い
て
は
、
激
し
い
感
情
は
持
っ
て

い
な
い
。
未
練
も
な
く
顧
み
る
興
味
も
な
い
。
亜
紀
か
ら
の
手
紙
が
来
な
け
れ
ば
書
き
記

す
べ
き
こ
と
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
の
冒
頭
で
亜
紀
の
求
め
は
拒

絶
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
拒
絶
は
冒
頭
だ
け
で
な
く
、
手
紙
全
体
に
も
広
が

っ
て
い
く
。
由
加
子
と
の
関
係
を
回
想
す
る
　
へ
本
文
五
）
　
と
　
（
本
文
六
）
　
の
括
弧
で
く
く

ら
れ
た
挿
入
句
、
ま
た
末
尾
部
分
の
　
（
本
文
七
）
　
も
そ
れ
の
表
れ
で
あ
る
。

＊
本
文
五

十
一
月
初
旬
の
、
舞
鶴
特
有
の
さ
さ
く
れ
だ
っ
た
冷
た
い
風
の
吹
く
日
で
し
た
。
（
い

い
気
に
な
っ
て
何
を
書
い
て
い
る
の
だ
と
笑
わ
れ
そ
う
で
す
が
、
私
は
瀬
尾
由
加
子

が
嵐
山
の
旅
館
の
一
室
で
、
自
ら
の
命
を
絶
っ
た
こ
と
を
思
う
た
び
に
、
二
十
数
年

前
の
そ
の
日
の
出
来
事
を
あ
る
痛
切
な
感
懐
を
も
っ
て
思
い
出
し
て
し
ま
う
の
で

す

）

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

第

二

通

4

7

頁

）

四
頁

＊
本
文
六

果
物
売
り
場
で
メ
ロ
ン
を
包
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
と
き
、
ふ
と
こ
の
デ
パ
ー
ト
の
寝

具
売
り
場
に
由
加
子
が
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
す
る
と
心
が
と

き
め
い
て
き
ま
し
た
。
（
結
婚
し
て
一
年
足
ら
ず
の
妻
が
い
る
と
い
う
の
に
な
ん
と
も

い
い
気
な
も
の
で
す
が
、
そ
れ
が
男
と
い
う
も
の
だ
と
御
理
解
い
た
だ
く
し
か
あ
り

ま

せ

ん

）

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

第

二

通

6

1

頁

）

（
本
文
五
）
は
靖
明
が
舞
鶴
の
親
戚
で
暮
し
て
い
た
あ
る
日
、
学
校
か
ら
帰
っ
て
、
港

に
出
か
け
た
時
の
回
想
で
あ
る
。
括
弧
に
い
れ
た
部
分
は
、
前
節
に
引
い
た
　
（
本
文
二
）

の
亜
紀
の
「
そ
れ
は
お
前
で
は
な
く
、
こ
の
俺
の
ほ
う
だ
と
あ
な
た
は
仰
言
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
」
と
い
う
挿
入
句
と
は
似
て
い
る
が
、
両
者
の
実
質
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
い
る
。
・

亜
紀
の
そ
れ
は
語
ら
れ
る
べ
き
（
物
語
内
容
）
と
は
関
係
の
な
い
、
相
手
を
配
慮
す
る
機

能
を
担
う
挿
入
句
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
靖
明
の
書
い
た
挿
入
句
は
以
後
の
叙
述

内
容
を
予
め
提
示
す
る
（
本
文
）
　
の
役
も
担
っ
て
い
る
。
靖
明
の
心
に
深
く
突
き
刺
さ
．
っ

て
い
た
の
は
、
亜
紀
と
の
離
婚
で
は
な
く
、
由
加
子
と
の
一
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
瞭
に

語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の
　
（
本
文
六
）
　
は
大
人
に
な
っ
た
靖
明
と
由
加
子
が
は
じ
め
て
会
っ
た
日
の
回
想
で

あ
る
。
「
そ
れ
が
男
と
い
う
も
の
だ
」
と
い
う
（
無
責
任
）
な
発
言
は
靖
明
の
手
紙
全
体
の

性
質
を
決
定
し
て
い
る
。
そ
こ
に
読
ま
れ
る
の
は
、
亜
紀
の
求
め
に
対
す
る
拒
絶
で
あ
る
。

亜
紀
の
怒
り
や
苧
っ
（
危
険
）
を
犯
し
て
も
拒
絶
の
意
志
を
伝
え
る
と
こ
ろ
に
、
靖
明
が

こ
れ
以
後
関
わ
り
を
避
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
は
　
（
本
文
七
）

に
お
い
て
は
さ
ら
に
強
く
出
て
く
る
。

＊
本
文
七

書
き
な
が
ら
、
何
や
ら
う
ん
ざ
り
し
て
き
ま
し
た
。
も
う
ど
う
で
も
い
い
で
は
な
い

か
と
い
う
気
拝
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
（
中
略
）

烈
し
か
っ
た
の
は
、
あ
の
舞
鶴
で
の
少
年
時
代
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
由
加
子

と
十
数
年
振
り
に
再
会
し
て
か
ら
の
私
の
心
に
は
、
も
は
や
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
肉
欲



だ
け
が
う
ご
め
い
て
い
た
と
し
か
思
え
な
い
ふ
L
も
あ
る
の
で
す
。
と
も
あ
れ
、
あ

な
た
に
も
た
ら
し
た
悲
嘆
を
、
あ
な
た
に
与
え
た
苦
痛
を
、
あ
な
た
に
対
す
る
裏
切

り
を
、
心
か
ら
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。
書
き
疲
れ
て
、
ぐ
っ
た
り
し
た
気
分
で
す
が
、

（
後
略
）

（
第
二
通
6
3
～
6
4
頁
）

亜
紀
に
対
す
る
「
礼
儀
」
と
し
て
、
由
加
子
と
の
関
係
を
書
い
て
き
た
靖
明
は
（
本
文

七
）
　
で
、
「
う
ん
ざ
り
し
て
き
ま
し
た
」
　
「
ぐ
っ
た
り
し
た
気
分
」
と
倦
怠
感
さ
え
記
す
。

亜
紀
に
と
っ
て
、
靖
明
と
由
加
子
と
の
関
係
は
「
明
噺
な
意
志
と
い
う
も
の
の
な
か
っ

た
」
離
別
と
深
く
関
わ
る
べ
き
こ
と
が
ら
だ
が
、
靖
明
は
、
成
人
後
の
由
加
子
と
の
間
に

は
　
「
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
肉
欲
」
　
し
か
な
か
っ
た
と
言
う
。
も
ち
ろ
ん
、
靖
明
の
こ
の
言
葉

は
、
由
加
子
と
の
出
会
い
か
ら
無
理
心
中
事
件
ま
で
を
真
筆
に
振
り
返
っ
て
得
た
省
察
の

結
果
で
あ
り
、
亜
紀
を
偽
る
つ
も
り
も
な
い
。
亜
紀
が
知
り
た
が
る
　
（
由
加
子
と
の
関

係
）
　
を
「
ど
う
で
も
い
い
」
と
す
る
の
は
靖
明
に
と
っ
て
の
真
実
で
あ
る
。
内
省
に
よ
っ

て
得
ら
れ
た
判
断
に
誠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
清
明
は
、
「
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
肉
欲
」
と
い
う

文
言
に
よ
っ
て
亜
紀
の
訴
え
を
受
け
流
す
。
「
心
か
ら
お
詫
び
い
た
し
ま
す
」
と
も
書
い
て

い
る
が
、
そ
れ
も
謝
罪
の
姿
勢
を
見
せ
て
、
亜
紀
の
求
め
を
す
り
か
え
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。
亜
紀
と
靖
明
は
、
こ
こ
か
ら
す
れ
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

靖
明
は
亜
紀
の
手
紙
に
返
信
を
出
し
て
い
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
読
ま
れ
る

の
は
拒
否
で
あ
る
。
そ
の
根
本
の
理
由
は
、
靖
明
の
関
心
事
が
　
（
男
と
女
の
絡
み
）
　
で
は

な
く
、
「
あ
る
痛
切
な
感
慨
」
と
つ
な
が
っ
た
無
理
心
中
事
件
と
い
う
（
生
と
死
の
絡
み
）

で
あ
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
清
明
の
最
大
の
関
心
事
は
瀕
死
体
験
に
根
ざ
し
た
　
（
生
と
死

の
絡
み
）
　
を
解
す
こ
と
で
、
亜
紀
が
求
め
た
　
（
男
と
女
の
絡
み
）
　
を
解
明
す
る
こ
と
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
亜
紀
の
求
め
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
口
調
や

挿
入
句
な
ど
に
表
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
も
、
亜
紀
が
詳
細
に
書

き
綴
っ
た
離
婚
当
時
の
激
し
い
気
持
ち
に
も
、
ま
た
、
蔵
王
で
の
再
会
時
の
動
揺
に
も
全

く
触
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
も
表
れ
て
い
た
。

第
一
通
と
第
二
通
の
や
り
と
り
か
ら
、
す
で
に
こ
ん
な
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
靖
明
と

亜
紀
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
関
心
・
課
題
を
持
っ
て
い
る
。
亜
紀
は
自
分
の
課
題
の
解
決
を

清
明
に
要
求
し
て
い
る
が
、
靖
明
は
返
信
を
出
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
引
き
受
け
る
こ

と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
亜
紀
と
清
明
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
心
底
に
抱
え

て
い
る
も
の
は
食
い
違
い
、
そ
の
齢
齢
が
最
初
の
や
り
と
り
か
ら
芽
生
え
て
い
る
の
で
あ

る
。

第
三
節
　
亜
紀
の
変
化
と
組
齢
と
の
関
係

亜
紀
は
、
屈
折
し
た
気
持
ち
に
支
配
さ
れ
て
い
る
が
、
時
に
は
意
地
と
我
健
が
突
き
出

て
反
抗
を
図
ろ
う
と
す
る
。
亜
紀
が
こ
の
よ
う
な
　
（
両
面
性
）
　
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
第

一
節
で
示
し
た
。
三
通
目
の
亜
紀
に
は
、
靖
明
の
返
信
に
潜
ん
で
い
た
も
の
を
敏
感
に
感
・

じ
取
っ
て
、
あ
る
変
化
が
起
こ
り
始
め
た
よ
う
で
あ
る
。

＊
本
文
八

あ
な
た
が
、
あ
ん
な
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
お
返
事
を
下
さ
る
と
は
予
想
も
出
来
な
い
こ

と
で
、
こ
の
手
紙
を
書
い
た
の
は
有
馬
靖
明
な
ど
と
い
う
人
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く

別
の
人
間
な
の
で
は
な
い
か
と
哀
し
く
な
っ
た
り
、
切
な
く
な
っ
た
り
し
て
し
ま
っ

璃
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
（
中
略
）

初
め
か
ら
お
返
事
を
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
お
出
し
し
た
手
紙
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
い
ざ
お
返
事
を
頂
戴
し
て
み
る
と
、
瑚
叫
妙
な
消
化
不
良
み
た
い
な
気

分
l
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
、
あ
な
た
と
瀬
尾
由
加
子
さ
ん
と
の
い
き
さ
つ
を
、

鼠
微
官
で
紬
小
巧
い
．
と
思
い
ま
す
。
（
中
略
）
　
い
ま
巴
封
じ
で
緑
畑
中
だ
声
と
い
う
気

持
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
私
に
は
知
忍
格
別
が
お
古
。
（
中
略
）
あ
る
い
は
、
最
初
か
ら

私
は
ぞ
の
ゴ
声
前
知
机
だ
ぐ
で
草
紙
な
ど
叡
出
し
可
レ
怒
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
（
中
略
）
　
私
、
ど
う
し
て
も
、
あ
な
た
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
お
話
の
顛
末
を
教
え

て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
お
敦
患
畑
が
．
分
が
ガ
っ
中
気
分
な
の
で
す
。
（
第
三
通
6
6
～
6
7
頁
）

五
貫



亜
紀
が
靖
明
か
ら
の
返
信
を
読
ん
だ
後
の
　
（
感
想
）
　
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
返
事

を
く
れ
た
の
は
自
分
の
知
っ
て
い
た
靖
明
で
は
な
い
こ
と
が
、
な
ぜ
、
亜
紀
を
　
「
哀
し
く

な
っ
た
り
、
切
な
く
な
っ
た
り
」
　
さ
せ
た
の
か
。
そ
し
て
、
意
外
な
返
信
は
、
な
ぜ
、
彼

女
を
　
「
逆
に
妙
な
消
化
不
良
み
た
い
な
気
分
」
　
に
さ
せ
た
の
か
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

二
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
亜
紀
が
無
意
識
の
う
ち
に
、
夫
婦
で
あ
っ
た
と
き
の
感
覚
で
清
明
に
　
（
親
近

感
）
　
と
　
（
一
体
感
）
　
を
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
父
は
…
…
引
用
者
注
）
　
あ
な
た
も
御
存
知
の
、
あ
の
青
山
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
東
京

住

ま

い

を

つ

づ

け

て

い

ま

す

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

第

一

通

6

頁

）

（
育
子
さ
ん
の
事
は
）
　
別
に
書
く
ま
で
も
な
く
、
あ
な
た
は
御
存
知
の
は
ず
で
し
た

わ

ね

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

第

六

通

1

0

2

頁

）

（
岡
部
さ
ん
の
釣
り
好
き
は
、
あ
な
た
も
よ
く
御
存
知
で
ご
ざ
い
ま
す
わ
ね
）

（
第
十
通
1
8
4
頁
）

あ
な
た
も
一
度
、
私
と
父
と
の
三
人
で
、
母
の
お
墓
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

わ

ね

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

第

十

四

通

2

5

0

頁

）

こ
れ
ら
の
文
面
か
ら
、
亜
紀
は
二
人
の
　
（
元
夫
婦
）
　
と
い
う
関
係
に
こ
だ
わ
り
、
そ
の

（
親
近
感
）
　
と
　
（
一
体
感
）
　
の
継
続
を
靖
明
に
強
要
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

も
う
一
つ
は
、
亜
紀
が
靖
明
に
未
練
へ
の
対
応
を
要
求
し
て
い
る
一
方
、
亜
紀
な
り
の

離
婚
に
つ
い
て
の
解
釈
　
（
そ
れ
は
亜
紀
が
、
そ
れ
以
後
の
自
分
の
生
の
頼
り
に
し
て
き
た

も
の
で
も
あ
っ
た
）
　
を
靖
明
に
認
め
て
ほ
し
い
気
持
ち
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
述

べ
た
が
、
亜
紀
は
意
地
の
よ
う
な
も
の
を
内
に
持
っ
て
い
る
。
離
婚
当
時
も
、
そ
れ
か
ら

の
十
年
間
も
、
あ
る
意
味
で
は
、
（
意
地
）
　
で
乗
り
越
え
て
き
た
。
と
り
わ
け
強
く
思
っ
て

い
る
の
は
、
「
見
知
ら
ぬ
ひ
と
り
の
女
性
に
、
負
け
た
く
な
か
っ
た
し
　
こ
と
で
あ
る
。

亜
紀
は
　
「
初
め
か
ら
お
返
事
を
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
お
出
し
し
た
手
紙
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
」
　
と
書
い
た
が
、
実
は
靖
明
の
返
事
ま
で
予
想
し
て
、
や
り
と
り
が
自
分

の
納
得
す
る
方
向
に
運
ば
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
し
、
ま
た
、
そ
の
期
待
は
十

六
頁

分
に
叶
え
ら
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
清
明
の
返
信
に
よ
っ
て
、
亜
紀
の
予

想
は
す
っ
か
り
外
れ
て
し
ま
う
。
亜
紀
が
求
め
た
　
（
親
近
感
）
　
と
　
（
一
体
感
）
　
は
、
靖
明

の
距
離
感
の
あ
る
、
簡
潔
明
瞭
な
口
調
に
拒
ま
れ
た
。
加
え
て
、
由
加
子
と
靖
明
と
の
関

係
が
中
学
時
代
以
来
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
も
亜
紀
の
予
想
を
は
る
か
に
超
え
た
も
の
で
、

「
見
知
ら
ぬ
ひ
と
り
の
女
性
に
、
負
け
た
く
な
か
っ
た
」
　
と
い
う
意
地
も
よ
り
ど
こ
ろ
を

失
う
。
一
方
、
靖
明
の
言
に
従
え
ば
　
「
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
肉
欲
」
　
し
か
、
靖
明
と
由
加
子

と
の
間
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
「
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
肉
欲
」
　
に
負
け
た
の
も
彼
女
の

「
強
固
な
自
尊
心
」
　
の
許
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
亜
紀
の
気
分
を
損
な
う
よ
う
な
話
が
た
く
さ
ん
書
か
れ
て
い
る
の
に
、
彼
女

の
一
番
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
の
が
清
明
の
返
信
で
あ
る
。

亜
紀
は
そ
こ
か
ら
自
分
が
　
（
い
い
加
減
に
さ
れ
た
）
　
こ
と
に
気
づ
い
た
。
だ
か
ら
、
「
哀
し

く
な
っ
た
り
、
切
な
く
な
っ
た
り
」
　
し
て
、
「
逆
に
妙
な
消
化
不
良
み
た
い
な
気
分
」
　
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。

一
通
日
で
は
、
彼
女
は
　
「
ど
う
し
て
そ
ん
な
気
持
　
（
手
紙
を
書
き
た
い
と
思
う
こ
と

…
・
引
用
者
注
）
　
に
襲
わ
れ
た
の
か
、
私
に
は
自
分
の
心
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
」
　
と
靖

明
へ
の
未
練
を
ぼ
か
し
て
い
た
が
、
第
三
通
に
至
れ
ば
、
「
あ
な
た
と
瀬
尾
由
加
子
さ
ん
と

の
い
き
さ
つ
を
、
最
後
ま
で
知
り
た
い
」
、
「
ど
う
し
て
も
知
り
た
い
」
　
と
、
未
練
を
隠
そ

う
と
は
し
な
い
。
そ
し
て
、
今
ま
で
の
穏
や
な
態
度
と
は
違
っ
て
、
「
知
る
権
利
が
あ
る
」

と
大
胆
な
言
葉
を
使
っ
て
強
硬
な
態
度
を
取
る
。
手
紙
を
出
す
理
由
に
つ
い
て
も
、
「
初
め

か
ら
お
返
事
を
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
お
出
し
し
た
手
紙
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
」

（
第
一
通
）
　
か
ら
、
「
あ
る
い
は
、
最
初
か
ら
私
は
そ
の
こ
と
が
知
り
た
く
て
手
紙
な
ど
を

出
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
　
（
第
三
通
）
　
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
「
あ
な
た

の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
お
話
の
顛
末
を
教
え
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
」
　
と
、
皮
肉
な
口
吻
す
ら

洩
ら
す
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
亜
紀
の
変
化
を
靖
明
は
ど
う
受
け
止
め
る
の
か
。
靖
明
が
亜
紀

に
与
え
た
、
ま
こ
と
に
短
い
第
四
通
の
全
文
を
引
用
す
る
。



＊
本
文
九

前
略

お
手
紙
確
か
に
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
あ
な
た
の
ご
立
腹
も
も
っ
と
も
な
話
で
、

私
も
返
事
を
差
し
上
げ
て
か
ら
、
い
さ
さ
か
自
己
嫌
悪
に
陥
っ
て
お
り
ま
し
た
。
年

が
い
も
な
く
甘
っ
ち
ょ
ろ
い
こ
と
を
書
き
綴
っ
た
も
の
だ
と
、
数
日
恥
か
し
さ
と
馬

鹿
ら
し
さ
で
落
ち
着
き
な
く
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
次
第
で
す
。

で
す
が
、
私
に
は
も
う
あ
な
た
に
こ
れ
以
上
手
紙
を
書
き
つ
づ
け
る
気
特
は
あ
り

ま
せ
ん
。
お
便
り
を
い
た
だ
く
の
は
、
は
っ
き
り
申
し
上
げ
て
迷
惑
で
す
。
私
に
、

由
加
子
と
の
顛
末
を
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
義
務
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
厄
介

な
こ
と
は
ご
免
こ
う
む
り
た
い
と
い
う
気
拝
で
す
。
私
た
ち
の
手
紙
の
や
り
と
り
は
、

こ
れ
を
最
後
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

草
々

四
月
二
日

有
馬
清
明

勝
沼
亜
紀
様

（
第
四
通
6
8
頁
）

第
三
通
の
亜
紀
の
勢
い
に
攻
め
ら
れ
て
、
靖
明
も
烈
し
い
反
応
を
示
す
。

一
回
目
　
（
第
一
通
・
第
二
通
）
　
の
往
復
で
す
で
に
靖
明
は
「
い
さ
さ
か
自
己
嫌
悪
」
　
に

陥
り
、
「
数
日
恥
か
し
さ
と
馬
鹿
ら
し
さ
で
落
ち
着
き
な
」
　
か
っ
た
と
書
き
記
し
て
い
た
が
、

亜
紀
か
ら
の
第
三
通
は
　
「
こ
れ
以
上
手
紙
を
書
き
つ
づ
け
る
気
持
は
あ
り
ま
せ
ん
」
　
と
、

彼
の
心
を
閉
ざ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
さ
す
が
受
け
流
す
こ
と
が
　
（
得
意
）
　
な
彼
も
、
「
迷
惑

で
す
」
　
「
義
務
は
な
い
」
　
「
厄
介
な
こ
と
」
な
ど
の
厳
し
い
言
い
方
で
亜
紀
の
要
求
を
拒
絶

す
る
。
こ
の
手
紙
を
書
い
て
い
る
靖
明
の
生
活
状
況
に
、
離
婚
し
た
か
つ
て
の
妻
に
心
を

向
け
る
ほ
ど
の
余
裕
が
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
靖
明
の
経
済
的
切

迫
以
前
の
、
靖
明
の
抱
え
て
い
る
も
の
と
亜
紀
が
抱
え
て
い
る
も
の
と
の
間
に
交
差
す
る

と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
二
回
目
　
（
第
三
通
・
第
四
通
）
　
の
や
り
と
り
を
終
わ
ら
せ
た
二
人
の
間

に
齢
酷
は
見
え
て
も
、
そ
こ
に
　
（
交
感
）
　
と
い
う
要
素
は
見
え
な
い
。
靖
明
に
対
す
る
未

練
が
動
機
で
手
紙
を
書
く
亜
紀
と
、
瀕
死
体
験
に
根
元
的
な
も
の
を
見
て
し
ま
っ
た
靖
明

と
の
間
で
、
（
交
感
）
　
は
生
じ
得
な
い
。
亜
紀
の
変
化
は
結
局
靖
明
の
さ
ら
な
る
抵
抗
を
引

き
起
こ
し
、
そ
の
抵
抗
が
二
人
の
さ
ら
な
る
敵
齢
を
生
じ
さ
せ
た
。
一
回
目
　
（
第
一
通
・

第
二
通
）
　
の
往
復
に
芽
生
え
て
い
た
敵
齢
が
明
瞭
な
対
立
と
な
っ
て
現
れ
た
の
が
、
二
回

目
　
（
第
三
通
・
第
四
通
）
　
の
往
復
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
生
と
死
）
　
の
問
題
を
重
視
す
る
先
行
研
究
は
五
通
日
以
降
の
手
紙
に
多
く
の
視
線
を

注
い
で
、
初
め
の
四
通
を
検
討
の
対
象
に
し
な
か
っ
た
。
私
に
は
、
こ
の
四
通
に
現
れ
て

き
た
二
人
の
齢
酷
は
、
以
後
の
往
復
書
簡
に
も
通
底
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
一
回
目
と
二
回
目
に
す
れ
違
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
や
が
て
、
両
者
の
思
念
が
相

互
に
作
用
し
て
ゆ
く
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
。
（
生
と
死
）
　
を
め
ぐ
る
問
題
が
　
「
モ
ー
ツ
ア

ル
ト
」
　
の
楽
曲
と
、
喫
茶
店
「
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
」
　
の
火
事
を
契
機
に
作
品
に
導
入
さ
れ
る

の
だ
が
、
果
た
し
て
、
こ
の
　
「
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
」
　
を
介
し
て
、
亜
紀
と
靖
明
と
は
互
い
に

理
解
し
合
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
四
節
　
「
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
」
　
の
意
味

亜
紀
は
離
婚
後
、
「
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
」
　
と
い
う
名
の
喫
茶
店
に
よ
く
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。

彼
女
は
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
音
楽
だ
け
を
流
す
こ
の
喫
茶
店
で
口
に
し
た
　
（
生
と
死
）
　
の
感

想
は
、
靖
明
の
　
（
生
と
死
）
　
の
感
想
を
引
き
出
す
。
先
行
研
究
で
最
も
視
線
を
浴
び
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
多
く
の
論
者
が
こ
こ
を
根
拠
に
し
て
、
亜
紀
と
靖
明
は
　
（
生
と
死
）

を
め
ぐ
る
思
考
を
深
め
、
二
人
が
　
「
交
感
」
　
し
、
成
長
を
手
に
入
れ
る
と
主
張
す
る
。

次
に
引
く
　
（
本
文
①
）
　
は
、
亜
紀
が
店
の
主
人
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
の
感
想
を
述

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

＊
本
文
①

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
に
魅
せ
ら
れ
て
、
何
千
回
、
あ
る
い
は
何
万
回
と
曲
に
耳
を

傾
け
て
こ
ら
れ
た
御
主
人
に
、
私
ご
ど
ぎ
者
が
石
畑
ぞ
ぬ
廿
感
感
な
ど
地
ペ
．
昼
れ
を

七
頁



は
ず
が
材
畑
密
せ
ん
で
じ
村
。
で
弟
刑
、
御
主
人
叫
材
斗
新
出
曳
剣
な
由
み
．
光
広
低

音
れ
で
、
私
は
思
出
ず
者
．
9
．
で
レ
忠
可
だ
瓜
や
ご
ざ
高
．
常
幸
。
「
封
剖
可
の
粛
っ
コ
封
u
q
、

死
ん
で
い
る
こ
と
と
は
、
も
し
か
し
た
ら
同
じ
こ
と
か
も
し
れ
へ
ん
。
可
句
瑚
対
剖

な
不
思
議
な
も
の
を
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
優
し
い
音
楽
が
表
現
し
て
る
よ
う
な
気
が
し

ま
し
た
の
し
。

（
第
五
通
8
1
頁
）

実
線
部
だ
け
を
見
れ
ば
、
確
か
に
　
（
生
と
死
）
　
に
関
す
る
思
考
が
テ
ー
マ
の
よ
う
に
見
え

て
く
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
で
は
実
線
部
を
支
え
る
文
脈
の
ほ
と
ん
ど
が
考
慮
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
本
文
①
）
　
に
お
け
る
亜
紀
の
感
想
は
　
「
御
主
人
の

あ
ま
り
に
真
剣
な
目
の
光
に
促
さ
れ
て
、
私
は
思
わ
ず
言
っ
て
し
ま
っ
た
」
　
も
の
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
で
引
用
す
る
　
（
本
文
④
）
　
の
破
線
部
　
「
い
っ
た
い
何
を
意

味
し
て
い
た
の
か
自
分
で
も
わ
か
ら
」
　
な
い
と
い
う
文
脈
が
無
視
さ
れ
、
こ
の
実
線
部
分

の
感
想
だ
け
が
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
感
想
を
支
え
る
文
脈
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
、
（
本
文
②
）

か
ら
　
（
本
文
⑦
〉
　
ま
で
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
よ
う
。

＊
本
文
②

「
ジ
ュ
ピ
タ
ー
」
　
が
終
わ
る
と
、
何
や
ら
吸
い
込
ま
れ
て
い
き
そ
う
な
静
け
さ
が
私

を
包
ん
だ
の
で
す
。
何
と
い
う
奇
妙
な
静
寂
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
は
そ
の
静

寂
の
中
で
、
忠
た
、
ぬ
な
た
に
逢
い
可
い
㍉
ご
魂
ぐ
感
じ
思
し
だ
。
（
第
五
通
7
3
貞
）

（
本
文
②
）
　
は
亜
紀
が
初
め
て
店
に
入
っ
て
、
「
ジ
ュ
ピ
タ
ー
」
　
を
聞
い
た
時
の
感
想
で
あ

る
。
こ
こ
で
亜
紀
は
、
聞
き
終
え
た
後
に
感
じ
た
　
「
奇
妙
な
静
寂
」
　
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、

「
ま
た
、
あ
な
た
に
逢
い
た
い
と
強
く
感
じ
ま
し
た
」
　
と
い
う
靖
明
に
対
す
る
感
情
を
付

け
加
え
て
い
る
。

＊
本
文
③

す
る
と
、
そ
れ
ま
で
何
で
も
な
か
っ
た
一
曲
の
シ
ン
フ
ォ
ニ
イ
が
、
た
と
え
よ
う
も

八
頁

な
い
く
ら
い
美
し
い
妙
な
る
調
べ
、
そ
し
て
同
時
に
ど
う
し
よ
う
も
な
く
は
か
な
い

世
界
を
暗
示
す
る
不
可
思
議
な
調
べ
み
た
い
に
感
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
中
略
）

．
1
㌧
．
∵
．
十
五
…
・
・
．
∵
．
、
…
・
l
∴
〔
∴
十

㌧
㍉
：
十
両
：
．
、
．
．
恒
・
「
．
・
∴
呵
・
－
∵
・
了
∵
∴
㍉
：
．
ト
高
、
：
．
．
‥
軋
－
－
．

想
像
し
で
み
な
壇
牢
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
シ
ン
フ
ォ
ニ
ィ
の
、
さ
ざ
な
み
の
よ
う
な

調
べ
に
身
を
ま
か
せ
て
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
（
第
五
通
7
5
頁
）

こ
れ
は
亜
紀
が
シ
ン
フ
ォ
ニ
イ
に
聞
き
入
っ
て
い
る
あ
る
青
年
の
姿
か
ら
「
死
」
と
い
う

言
葉
を
思
い
つ
い
て
、
そ
れ
を
頭
に
置
き
な
が
ら
シ
ン
フ
ォ
ニ
イ
に
聞
い
た
時
の
感
想
で

あ
る
。
音
楽
か
ら
い
ろ
い
ろ
思
い
な
が
ら
、
死
ん
だ
由
加
子
の
こ
と
を
想
像
す
る
。

＊
本
文
④

私
は
、
夏
の
日
の
長
く
伸
び
る
夕
幕
の
陽
差
し
の
中
を
急
ぎ
足
で
帰
っ
て
行
き
ま
し

た
が
、
自
分
の
言
っ
た
言
葉
が
、
吋
q
た
い
相
姦
映
し
て
い
が
め
が
」
針
分
で
綜
由

れ
む
ぬ
瀦
耳
、
再
び
樹
凰
薗
叫
千
歌
心
の
ご
U
が
威
轟
に
楓
か
ぺ
吋
．
で
コ
若
月
討

．
：
∴
・
・
・
．
．
∴
∴
∴
∴
：
．
．
∴
：
「
：
、
㍉
．
‥
ト
ニ
ー
‥
黒
…
．
∵
∴
∵
：
‥

松
男
の
あ
ー

l
q
で
絶
つ
．
た
甲
で
暫
争
劣
璽
（
第
五
通
8
2
頁
）

（
本
文
④
）
は
亜
紀
が
店
の
主
人
に
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
を
聞
い
た
感
想
（
（
本
文
①
）
の
実
線

部
分
）
を
述
べ
た
後
、
家
に
帰
る
途
中
に
思
ち
た
こ
と
で
あ
る
。
先
に
言
っ
た
「
自
分
で

も
わ
か
ら
ぬ
」
感
想
の
か
わ
り
に
、
再
び
由
加
子
の
こ
と
を
思
い
出
す
。

＊
本
文
⑤

そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
さ
っ
き
御
主
人
の
言
っ
た
宇
宙
の
不
思
議
な
か
ら
く
り

生
命
の
不
思
議
な
か
ら
く
り
と
い
う
言
葉
の
秘
め
て
い
る
何
物
か
を
、
私
は
ほ
ん
の

一
瞬
理
解
出
来
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ほ
ん
の
一



瞬
の
こ
と
で
し
た
。
私
の
心
の
中
に
は
ま
た
突
然
、
瀬
尾
由
加
子
さ
ん
の
幻
影
が
映

畑
思
し
だ
。
私
よ
机
ば
右
が
．
轄
夷
し
中
啓
野
上
吋
僻
恕
将
づ
昭
一
昂
ぬ
女
性
奴
、
私

中
悪
事
。

（
第
十
四
通
2
6
0
～
2
6
1
頁
）

の
中
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。

（
第
六
通
9
5
頁
）

火
事
に
遭
っ
た
店
の
主
人
が
亜
紀
の
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
感
想
に
、
自
分
の
理
解
を
付
け
加

え
た
箇
所
で
あ
る
。
そ
れ
は
　
「
ほ
ん
の
一
瞬
理
解
出
来
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
」
　
が
、

「
ほ
ん
の
一
瞬
の
こ
と
で
し
た
」
　
と
言
い
、
次
の
瞬
間
、
亜
紀
は
ま
た
由
加
子
を
思
い
出

す
の
が
　
（
本
文
⑤
）
　
で
あ
る
。

＊
本
文
⑥

読
み
終
え
た
と
き
、
頭
が
ぼ
お
っ
と
し
て
、
し
ば
ら
く
じ
っ
と
気
の
し
ず
ま
っ
て
行

く
の
を
待
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
度
、
死
ん
で
い
た
あ
な
た
が
、
感

じ
た
り
、
見
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
も
の
の
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
読
み
返
し
ま
し
た
。

何
度
綜
何
寄
琉
次
女
U
だ
。
奮
れ
ば
緑
ぼ
や
私
内
密
解
型
習
謎
蔵
を
響
宗
点

り

ま

し

た

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

第

八

通

1

4

8

頁

）

靖
明
は
亜
紀
の
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
感
想
に
あ
る
　
（
生
と
死
）
　
の
話
に
惹
か
れ
て
、
自
分

の
瀕
死
体
験
と
、
そ
れ
か
ら
掴
み
取
っ
た
　
（
生
と
死
）
　
を
め
ぐ
る
切
実
な
思
念
を
返
信
に

書
い
た
。
そ
れ
を
読
ん
だ
後
の
亜
紀
の
感
想
が
　
（
本
文
⑥
〉
　
で
あ
る
。
自
分
の
感
想
と
関

わ
っ
た
話
を
読
ん
で
い
る
の
に
、
「
私
の
理
解
出
来
る
範
疇
を
超
え
て
お
り
ま
し
た
」
　
と
し

か
亜
紀
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

＊
本
文
⑦

「
生
き
て
い
る
こ
と
と
、
死
ん
で
い
る
こ
と
と
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
同
じ
こ
と
か

も
し
れ
な
い
」
。
ま
る
で
ど
こ
か
か
ら
降
っ
て
湧
い
た
み
た
い
な
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
し

た
。
で
す
が
、
あ
の
言
葉
を
手
紙
の
中
に
ぽ
つ
ん
と
書
き
入
れ
た
事
が
、
叡
な
た
に
、

私
の
知
昼
疎
か
亘
な
多
ぐ
房
事
耐
．
暫
警
告
ふ
む
増
卓
懇
忌
貰
涼
l
つ
l
怒
可
で
ご
ざ

（
本
文
⑦
）
　
は
亜
紀
が
前
便
で
自
分
が
書
い
た
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
感
想
へ
の
評
価
で
あ
る
。

「
私
の
知
ら
な
か
っ
た
多
く
の
事
柄
を
教
え
て
い
た
だ
く
引
き
金
」
　
と
し
て
の
役
割
が
大

き
か
っ
た
が
、
亜
紀
は
、
話
自
体
か
ら
深
い
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
書
い
て
い

る
。

（
本
文
②
・
③
・
④
・
⑤
）
　
の
共
通
点
は
、
（
生
と
死
）
　
の
話
題
が
終
わ
っ
た
後
、
す
ぐ

靖
明
か
由
加
子
の
こ
と
に
亜
紀
の
思
い
が
走
る
こ
と
で
あ
る
。
（
本
文
①
・
⑥
・
⑦
）
　
の
共

通
点
は
、
亜
紀
自
身
が
　
（
生
と
死
）
　
の
話
を
軽
い
意
味
で
受
け
と
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
脈
か
ら
、
亜
紀
は
実
は
　
「
生
き
て
い
る
こ
と
と
、
死
ん
で
い
る
こ
と
と
は
、

も
し
か
し
た
ら
同
じ
こ
と
か
も
し
れ
へ
ん
」
　
と
い
う
感
想
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
た
こ
と
・

は
な
か
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
（
男
と
女
の
絡
み
）
　
は
終
始
彼
女
の
頭
か
ら
離
れ
た
こ

と
が
な
い
。
亜
紀
の
言
葉
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
音

楽
か
ら
得
ら
れ
た
　
（
生
と
死
）
　
を
め
ぐ
る
深
い
思
念
で
は
な
い
。
清
明
へ
の
未
練
、
そ
し

て
、
そ
の
未
練
を
断
ち
切
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
置
か
れ
た
自
己
憐
憫
と
哀
傷
に
由
来

す
る
一
歯
の
情
緒
に
す
ぎ
な
い
。
靖
明
が
そ
の
瀕
死
体
験
か
ら
得
た
　
（
生
と
死
）
　
の
感
慨

と
は
本
質
的
な
意
味
に
お
い
て
異
な
る
。

つ
ま
り
、
（
生
と
死
）
　
と
い
う
問
題
系
を
め
ぐ
っ
て
も
、
亜
紀
と
靖
明
と
で
は
、
そ
の
思

念
の
質
や
そ
こ
に
見
た
も
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
錦
繍
』
を
形
作
る
全
十
四
通
の
内
、
よ
う
や
く
、
半
数
ほ
ど
の
書
簡
を
取
り
上
げ
た

だ
け
だ
が
、
そ
こ
か
ら
も
、
亜
紀
・
靖
明
の
宍
交
感
）
　
で
は
な
く
、
（
叡
酷
）
　
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
先
行
研
究
の
論
者
た
ち
に
よ
っ
て
亜
紀
と
靖
明
が
共
有
し

た
と
す
る
　
（
生
と
死
）
　
を
め
ぐ
る
問
題
系
も
、
読
者
が
靖
明
の
思
念
を
亜
紀
に
重
ね
る
形

で
構
築
し
て
い
っ
た
幻
影
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
作
品
世

界
内
の
亜
紀
は
、
そ
う
い
う
読
者
た
ち
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

冒
頭
に
引
い
た
黒
井
千
次
の
　
「
い
わ
ゆ
る
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
の
小
説
で
は
な
い
」
　
と
い

ぅ
評
言
は
、
実
は
、
亜
紀
の
抱
え
て
い
た
問
題
そ
の
も
の
が
何
の
解
決
も
持
つ
に
至
ら
な

か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。

九
頁



注
1
、
黒
井
千
次
「
解
説
」
　
（
『
錦
繍
』
新
潮
文
庫
、
一
九
八
五
年
五
月
）
。

注
2
、
野
松
循
子
　
「
宮
本
輝
『
錦
繍
』
を
め
ぐ
っ
て
　
ー
　
生
の
交
響
曲
　
－
　
」
　
（
『
播
祭
』
第
三
号
、
一
九
九
三

年
三
月
）
。

注
3
、
『
新
研
究
資
料
現
代
日
本
文
学
』
第
二
巻
　
（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
）
　
の
　
「
宮
本
輝
」
　
の
項

（
山
本
康
治
担
当
）
。

注
4
、
注
1
に
同
じ
。

注
5
、
酒
井
英
行
「
『
錦
繍
』
の
祈
り
」
　
（
『
静
大
国
文
』
第
四
八
号
、
一
九
九
六
年
四
月
）
。
引
用
は
『
宮
本
輝

論
』
（
翰
林
書
房
、
一
九
九
八
年
九
月
）
　
に
拠
る
。

注
6
、
注
5
に
同
じ
。

一
〇
頁


