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透
写
の
女
性
観

－
幼
少
年
時
代
の
透
谷
が
女
性
か
ら
受
け
た
影
響
一

楊
穎

一
　
継
祖
母
・
ミ
チ

　
ま
ず
、
幼
少
年
期
の
田
谷
の
家
庭
環
境
を
先
行
研
究
に
よ
っ
て
確
認
し
て

お
き
た
い
。

　
継
祖
母
こ
・
、
チ
は
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
七
月
三
日
生
ま
れ
で
、
祖
父

玄
快
よ
り
十
一
歳
年
下
で
あ
る
。
入
籍
は
慶
応
三
年
（
一
入
六
七
）
の
四
十

一
歳
の
と
き
で
あ
る
が
、
玄
快
と
ミ
チ
と
の
か
か
わ
り
が
い
つ
は
じ
ま
っ
た

の
か
、
ど
う
い
う
事
情
で
、
チ
カ
（
透
谷
の
実
祖
母
）
が
離
別
さ
れ
て
ミ
チ

が
後
妻
に
入
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
入
籍
二
年
後
に
生
れ
た
透

谷
と
と
も
に
北
村
家
に
お
り
、
明
治
二
十
八
年
十
一
月
二
十
六
日
、
す
な
わ

ち
、
透
谷
の
死
の
翌
年
に
没
す
る
の
で
、
ミ
チ
は
透
谷
の
生
涯
よ
り
、
前
後

そ
れ
ぞ
れ
一
年
多
く
北
村
家
に
い
た
こ
と
に
な
る
。
玄
快
が
明
治
十
七
年
に

没
し
て
か
ら
は
、
ミ
チ
は
ひ
と
り
小
田
原
の
北
村
の
家
で
か
な
り
長
く
生
活

し
た
よ
う
で
あ
る
（
六
一
）
。

　
四
谷
が
四
歳
の
時
、
父
親
が
仕
事
の
た
め
に
、
上
京
し
た
。
母
親
は
生
ま

れ
た
ば
か
り
の
弟
を
連
れ
て
一
緒
に
上
京
し
た
が
、
透
谷
は
明
治
十
一
年
ま

で
、
祖
父
母
の
下
に
残
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
明
治
六
年
～
明
治
十
一
年
（
四

歳
～
九
歳
）
の
五
年
間
、
月
一
は
祖
父
と
継
祖
母
の
傍
で
育
て
ら
れ
た
。

　
透
谷
の
「
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
」
（
一
八
八
七
年
八
月
十
八
日
）
に
「
明
治
六

年
、
生
の
父
母
は
生
を
祖
父
母
に
托
し
て
東
都
に
去
れ
り
、
十
一
年
ま
で
五

年
間
、
生
は
全
く
祖
父
母
の
膝
下
に
養
育
せ
ら
れ
け
り
」
（
注
二
）
と
あ
る
と

お
り
、
満
四
歳
か
ら
九
歳
ま
で
の
幼
年
期
の
門
太
郎
の
め
ん
ど
う
は
み
な
、

こ
の
ミ
チ
が
見
た
は
ず
で
あ
る
。
「
生
の
祖
父
は
凡
そ
世
に
め
づ
ら
し
き
厳
格

の
人
に
し
て
、
活
溌
に
飛
は
ね
る
事
を
好
む
少
年
を
こ
ら
す
の
術
に
苦
し
み

た
る
事
、
今
も
し
ば
一
祖
母
の
物
語
に
聞
き
得
る
事
ど
も
な
り
、
又
た
今

で
こ
そ
至
っ
て
温
順
な
れ
ど
其
頃
は
生
に
取
り
て
あ
ま
り
利
益
を
能
へ
し
と

は
覚
へ
ず
、
何
と
な
れ
ば
彼
れ
は
実
の
祖
母
に
あ
ら
ず
し
て
生
に
対
し
て
は

ま
ま
祖
母
た
る
人
な
れ
ば
な
り
」
（
注
三
）
と
同
書
簡
に
書
か
れ
て
い
る
。
ま

た
、
小
田
切
秀
雄
編
の
「
年
譜
」
に
よ
る
と
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
透

谷
の
四
歳
の
時
に
「
父
快
藏
は
足
柄
県
役
所
で
は
庶
務
課
員
。
五
月
三
〇
日
、

弟
垣
穂
が
生
れ
た
。
秋
に
父
母
は
弟
三
朔
を
連
れ
て
東
京
に
移
住
、
父
は
大

蔵
書
に
勤
め
、
母
は
日
本
橋
照
降
町
呉
服
屋
を
ひ
ら
い
た
。
四
谷
は
こ
れ
以

後
明
治
一
一
年
ま
で
の
五
年
間
、
祖
父
と
継
祖
母
の
も
と
に
残
さ
れ
た
」
。
「
祖

母
は
継
祖
母
で
愛
情
が
薄
か
っ
た
ら
し
い
」
（
注
四
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』
に
よ
る
と
、
「
祖
父
明
快
は
か
つ
て
小
田
原
城
主

大
久
保
忠
隆
に
仕
え
、
藩
医
を
勤
め
且
儒
学
に
も
通
じ
て
い
た
。
透
谷
の
生

れ
た
頃
は
明
治
維
新
の
大
変
改
が
行
わ
れ
た
折
で
一
夜
に
し
て
そ
の
環
境
を

異
に
し
た
。
祖
父
は
一
家
を
治
め
る
に
も
又
孫
な
る
透
彫
の
養
育
に
当
た
っ

て
も
昔
風
の
厳
格
な
態
度
で
の
ぞ
み
、
殊
に
武
士
道
精
神
の
権
化
と
も
云
う

北
条
早
雲
の
不
擁
不
屈
の
闘
志
を
学
ば
せ
た
い
も
の
と
幼
い
門
太
郎
に
説
き

勧
め
て
、
不
羅
奔
放
な
少
年
の
性
情
無
理
や
り
に
も
規
則
に
あ
て
は
め
よ
う

と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
教
育
上
で
祖
父
に
は
祖
父
の
形
が
あ
り
、
門
太

郎
に
は
門
太
郎
の
形
が
生
れ
よ
う
と
し
て
必
ず
し
も
そ
の
方
向
が
一
致
し
な

か
っ
た
上
、
継
祖
母
も
親
身
に
世
話
す
る
と
云
う
の
で
な
い
か
ら
、
女
性
ら
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し
い
細
や
か
さ
と
暖
か
い
愛
情
に
も
欠
け
て
い
た
の
で
、
退
い
て
独
り
も
の

事
を
考
え
る
と
云
う
風
に
な
り
勝
ち
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
（
注
五
）
。
ま
た
、

平
岡
敏
夫
『
北
村
喪
亡
研
究
　
評
伝
』
も
、
「
食
事
・
洗
濯
・
衣
類
・
寝
具
・

掃
除
・
買
物
、
日
常
の
仕
事
は
す
べ
て
ミ
チ
に
か
か
り
、
と
り
わ
け
、
い
た

ず
ら
盛
り
の
門
太
郎
に
は
ほ
と
ん
ど
手
を
焼
い
た
と
思
わ
れ
る
。
「
世
に
め
づ

ら
し
き
厳
格
の
人
」
で
あ
る
玄
快
の
叱
責
か
ら
、
門
太
郎
を
か
ば
う
の
も
限

度
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
「
我
が
利
益
に
は
余
り
心
配
せ
ぬ
祖
母
」
と
門
太
郎
の

眼
に
映
っ
て
い
た
と
し
て
も
無
理
か
ら
ぬ
話
で
あ
る
」
（
注
六
）
と
指
摘
す
る
。

　
幼
児
心
理
学
の
研
究
に
よ
る
と
、
多
く
の
学
者
た
ち
が
子
供
の
性
格
形
成

に
あ
ず
か
っ
て
力
あ
る
の
は
幼
児
期
の
経
験
に
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
特

に
「
母
親
を
は
じ
め
と
す
る
家
族
成
員
の
養
育
態
度
を
通
じ
て
幼
児
は
し
だ

い
に
社
会
化
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
後
に
社
会
に
お
い
て
つ
く

り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
人
間
関
係
の
基
礎
も
こ
の
時
期
に
で
き
あ
が
る
。
し

た
が
っ
て
、
幼
児
期
は
生
理
的
・
心
理
的
な
基
本
的
な
体
制
が
確
立
さ
れ
る

き
わ
め
て
重
大
な
時
期
で
あ
る
と
い
え
る
」
（
注
置
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
子
供
が
三
～
四
歳
ご
ろ
に
な
る
と
、
「
第
一
反
抗
期
」
と
呼
ば
れ
る

時
期
に
入
る
。
「
し
ば
し
ば
い
ま
ま
で
は
よ
く
い
う
こ
と
を
き
い
た
子
ど
も
が

急
に
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
強
情
を
い
い
は
っ
た
り
、
親
の
い
う
こ
と
を
こ
と

こ
と
に
否
定
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
あ
る
」
（
注
八
）
。
さ
ら
に
、

三
～
四
歳
頃
か
ら
は
じ
ま
っ
て
八
歳
ご
ろ
ま
で
、
子
供
が
収
集
癖
の
時
期
に

入
る
。
想
像
力
が
も
っ
と
も
活
溌
に
は
た
ら
く
。
子
供
が
様
々
な
こ
と
に
興

味
を
持
ち
、
次
第
に
質
問
が
多
く
な
る
。
「
質
問
期
は
五
才
こ
ろ
に
も
つ
と
も

顕
著
に
現
わ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
子
ど
も
た

ち
は
き
ま
り
文
句
の
よ
う
に
つ
ぎ
つ
ぎ
「
な
ぜ
」
と
か
、
「
ど
う
し
て
」
と
か

い
う
質
問
を
提
出
し
て
親
た
ち
を
な
や
ま
す
の
で
あ
る
」
（
注
九
）
と
さ
れ
て

い
る
。

　
三
～
四
歳
ご
ろ
に
な
る
と
、
子
ど
も
の
身
体
は
充
分
に
発
育
し
、
活
動
力

が
旺
盛
に
な
っ
て
、
そ
の
活
動
範
囲
が
急
激
に
拡
大
さ
れ
る
。
同
時
に
ま
た

言
語
の
自
由
な
駆
使
も
、
か
れ
ら
の
生
活
領
域
を
拡
大
さ
せ
る
。
自
分
以
外

の
「
他
」
の
世
界
が
在
る
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
他
を
意

識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
自
分
と
い
う
も
の
が
意
識
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
一
方
、
わ
れ
わ
れ
お
と
な
が
見
て
い
る
物
が
し
ば
し
ば
子
ど
も
に
は

気
づ
か
れ
な
い
が
、
そ
の
反
対
に
お
と
な
が
注
意
し
て
い
な
い
よ
う
な
も
の

が
子
ど
も
の
意
識
の
中
に
あ
る
。
よ
く
「
な
ぜ
」
と
か
、
「
ど
う
し
て
」
と
か

い
う
質
問
を
提
出
し
、
親
た
ち
を
な
や
ま
す
。
祖
父
と
継
祖
母
が
こ
の
時
期

の
透
谷
の
細
か
い
変
化
に
気
に
掛
け
た
か
、
透
谷
の
質
問
に
親
切
に
答
え
ら

れ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
鈴
木
秀
男
『
幼
時
体
験
－
母
性
と
父
性
の
役
割
一
』
は
、
昭
和
四
十
五
年

に
、
異
常
な
死
を
遂
げ
た
作
家
三
島
由
紀
夫
が
生
ま
れ
て
四
十
九
日
目
に
祖

母
に
よ
っ
て
母
親
の
手
か
ら
奪
わ
れ
た
こ
と
を
例
に
あ
げ
て
、
「
子
供
に
と
っ

て
、
祖
母
と
い
う
も
の
は
、
母
親
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
疎
遠
な
存
在
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
母
親
代
理
者
と
し
て
の
祖
母
は
、
子
供
と
の
関
係
に
お
け
る

直
接
性
、
自
然
性
、
か
つ
必
然
性
に
お
い
て
、
母
親
に
比
べ
る
と
は
は
る
か

に
劣
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
が
う
ま
く
い
っ
た
と
し
て
も
、

子
供
は
母
親
代
理
者
と
し
て
の
祖
母
に
ど
う
し
て
も
不
安
を
抱
か
ざ
る
を
え

な
く
な
る
」
（
注
十
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
二
年
に
、
睡
眠
薬
自

殺
を
遂
げ
た
芥
川
龍
之
介
は
出
産
後
生
母
の
精
神
異
常
が
ひ
ど
く
な
っ
た
た

め
、
九
ヶ
月
の
頃
、
生
母
の
兄
夫
婦
の
と
こ
ろ
に
ひ
き
と
ら
れ
た
。
か
れ
ら
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に
と
っ
て
「
母
親
の
代
理
者
は
、
ど
こ
と
な
く
疎
遠
な
と
こ
ろ
の
あ
る
存
在

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
自
分
が
ほ
ん
と
う
に
母
親
代
理
者
に
所
属
し
、
保

護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
確
か
な
感
触
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
か

れ
ら
が
現
実
に
対
し
て
根
強
い
不
安
を
抱
く
原
因
が
あ
っ
た
」
（
注
十
一
）
。

　
透
谷
の
場
合
は
、
母
親
の
代
理
者
で
あ
っ
た
祖
母
は
継
祖
母
で
あ
っ
た
。

五
年
間
、
愛
情
の
薄
か
っ
た
継
祖
母
の
傍
に
残
さ
れ
て
い
た
透
谷
に
と
っ
て

継
祖
母
と
心
を
触
れ
合
わ
せ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
愛
情

の
基
盤
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
砂
谷
は
心
の
奥
で
母
親
の
帰
り
を
切
に
望

ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
十
一
年
（
九
歳
）
、
透
谷
の
祖
父
が
中
風
に

か
か
り
、
父
親
は
官
を
辞
し
て
、
母
を
伴
い
小
田
原
に
帰
っ
た
。
首
を
長
く

し
て
待
つ
母
親
が
や
っ
と
帰
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
透
谷
は
期
待
し

て
い
た
母
か
ら
愛
情
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
。

二
　
母
・
ユ
キ

　
嘉
永
二
年
十
月
十
八
日
、
小
田
原
藩
士
大
河
内
宇
左
衛
門
・
マ
キ
の
三
女

と
し
て
生
れ
た
。
北
村
家
四
十
二
石
を
は
る
か
に
こ
え
る
二
百
石
と
い
う
上

級
武
士
の
家
で
あ
り
、
男
兄
弟
の
な
い
五
人
姉
妹
で
あ
る
（
注
十
二
）
。
透
谷

の
父
親
の
家
庭
よ
り
相
当
豊
か
な
家
庭
で
育
て
ら
れ
た
と
言
え
る
。
「
生
の
母

は
普
通
の
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
を
抱
け
り
、
則
ち
生
を
し
て
功
名
を
成
さ
し
め
ん

と
思
ふ
の
情
婦
な
り
け
れ
ば
、
毎
夜
一
二
時
頃
ま
で
も
、
窮
屈
な
る
書
机
に

向
か
は
し
め
、
母
自
身
は
是
れ
が
看
守
人
」
（
注
十
三
）
で
あ
っ
た
。
母
親
は

「
透
谷
の
戦
争
遊
び
を
好
ま
ず
、
夜
の
塾
に
通
わ
せ
、
ま
た
“
毎
夜
十
二
時

頃
ま
で
も
”
机
に
向
か
わ
せ
た
」
（
注
十
四
）
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
生
の

母
は
最
も
甚
し
き
神
経
質
の
恐
れ
べ
き
人
間
な
り
、
一
家
を
修
む
る
に
も
唯
、

己
の
欲
す
る
如
く
、
己
の
書
き
出
せ
る
小
さ
き
模
範
の
通
り
に
、
配
下
の
者

共
を
処
理
せ
ん
と
す
る
六
つ
か
し
き
将
軍
な
り
」
（
注
十
五
）
と
い
う
ぐ
あ
い

に
、
母
親
の
性
質
を
「
神
経
質
」
あ
る
い
は
「
将
軍
」
な
ど
と
い
う
強
い
表

現
で
説
明
し
て
い
る
。
明
治
十
五
年
、
「
生
を
し
て
殆
ど
困
死
せ
し
む
べ
き
程

の
一
年
な
り
（
中
略
）
そ
の
第
五
は
生
よ
り
も
一
層
甚
し
き
神
経
家
な
る
我

家
の
女
将
軍
は
生
が
活
溌
に
粗
暴
を
交
へ
て
動
作
す
る
を
い
た
く
嫌
ひ
て
、

種
々
の
軍
略
を
以
て
生
を
圧
伏
せ
ん
と
企
て
た
」
（
注
十
六
）
。
透
谷
は
四
歳

か
ら
九
歳
の
時
ま
で
母
親
と
離
れ
て
い
た
。
透
谷
が
母
親
の
愛
情
を
切
に
求

め
る
の
は
透
谷
は
子
供
と
し
て
ご
く
普
通
の
要
求
で
あ
ろ
う
。
「
将
軍
」
み
た

い
に
子
供
を
教
育
す
る
母
親
が
黒
谷
の
目
に
非
情
な
人
間
に
映
っ
た
の
も
も

っ
と
も
な
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
成
長
経
験
は
「
幼
少
期
の
自
立
に
際
し
、
愛
情
基
盤
を
欠
い

た
、
い
わ
ば
棄
て
ら
れ
た
暴
君
と
し
て
成
長
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
透
谷

四
歳
か
ら
九
歳
ま
で
の
精
神
的
外
傷
は
母
子
対
立
の
一
因
を
な
す
も
の
で
あ

ろ
う
」
（
注
十
七
）
と
大
田
正
紀
が
述
べ
て
い
る
が
、
母
の
愛
情
が
欠
如
し
た

状
態
で
育
て
ら
れ
た
子
供
の
そ
の
後
の
人
生
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
出
て
く

る
か
に
つ
い
て
以
下
に
児
童
心
理
学
の
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
一
般
論
と
し

て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
親
子
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
乳
幼
児
期
の
愛
情
は
母
親
と
の
間
に
発
生

し
、
し
だ
い
に
家
族
へ
拡
大
さ
れ
て
い
く
」
（
注
十
八
）
。
母
親
に
対
す
る
大

き
な
感
情
の
一
つ
は
、
母
親
か
ら
「
安
全
」
と
「
保
護
」
を
求
め
た
い
と
い

う
感
情
で
あ
る
（
注
十
九
）
。
「
養
育
態
度
と
子
ど
も
の
性
格
と
の
関
係
に
は

あ
る
て
い
ど
の
関
係
は
あ
る
こ
と
は
い
え
る
が
（
中
略
）
育
児
に
当
た
る
母

親
の
人
格
、
そ
れ
に
、
親
子
関
係
に
お
け
る
関
係
の
あ
り
方
が
、
子
供
の
性
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格
形
成
に
、
か
な
り
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
」
（
注
二
十
）
。

さ
ら
に
「
幼
児
に
対
す
る
母
親
的
養
護
の
は
く
奪
が
長
び
け
ば
、
幼
児
の
性

格
お
よ
び
、
幼
児
の
将
来
の
生
活
全
体
に
ゆ
ゆ
し
い
、
か
つ
、
広
範
囲
の
影

響
を
与
え
る
」
（
注
二
十
一
）
。
毒
言
の
場
合
は
五
年
間
、
母
親
に
よ
る
養
護

が
欠
落
し
、
し
か
も
、
そ
の
後
、
同
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
母
親
か
ら
も
「
安

全
」
と
「
保
護
」
を
ま
と
も
に
受
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
ボ
ウ
ル
ビ
ィ
に
よ
る
と
、
「
お
そ
ら
く
、
今
日
の
私
た
ち
は
全
員
が
、
愛
す

る
人
々
か
ら
別
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
不
安
や
悲
嘆
、
死
別
に
よ
っ
て

生
じ
る
深
く
長
い
悲
し
み
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
事
件
が
ひ
き
お
こ
す
か
も

し
れ
な
い
精
神
衛
生
へ
の
危
機
を
鋭
く
認
識
し
て
い
ま
す
。
　
一
度
眼
が
開
か

れ
る
と
、
私
た
ち
が
治
療
す
る
患
者
さ
ん
の
ト
ラ
ブ
ル
の
多
く
は
、
少
な
く

と
も
一
部
分
は
、
最
近
か
、
ま
た
は
人
生
の
初
期
階
段
で
お
こ
っ
た
別
離
か

喪
失
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
慢
性
的
不

安
、
書
け
つ
的
抑
う
つ
、
自
殺
未
遂
や
既
遂
は
、
上
に
述
べ
た
経
験
に
由
来

す
る
一
般
的
ト
ラ
ブ
ル
で
す
」
（
注
二
十
二
）
と
さ
れ
る
。
特
に
、
「
人
生
の

最
初
の
五
年
間
で
の
、
長
び
い
た
、
ま
た
は
く
り
返
さ
れ
た
母
子
間
結
合
の

崩
壊
は
、
後
年
の
精
神
病
質
人
格
や
社
会
病
質
人
格
と
診
断
さ
れ
る
患
者
さ

ん
に
特
に
頻
回
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
」
（
注
二
十
三
）
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
人
間
の
最
初
の
五
年
間
の
母
子
の
あ
い
だ
の
結
び
つ
き
が
子

供
の
後
年
の
人
格
形
成
に
強
く
関
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
小
児
期
に
親
を

喪
失
す
る
体
験
は
、
後
年
の
慢
性
的
不
安
、
問
け
つ
直
門
う
つ
、
自
殺
な
ど

と
関
連
性
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
透
谷
の
後
年
の
自
殺
は
幼
年
時
の
母
親
と
の

離
別
と
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
母
子
の
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
「
ス
キ
ン
シ
ッ
プ

に
よ
る
母
子
の
身
体
的
接
触
は
、
心
の
絆
を
築
く
た
め
に
必
要
不
可
欠
だ
と

言
わ
れ
て
お
り
、
子
育
て
の
土
台
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
土
台
を

欠
い
た
子
ど
も
は
、
絶
え
ず
不
安
感
や
恐
怖
感
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
も
な

る
」
（
注
二
十
四
）
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
透
谷
の
場
合
、
母
親

不
在
の
五
年
間
、
「
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
に
よ
る
母
子
の
身
体
的
接
触
」
が
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
健
全
に
成
長
す
る
土
台
を
欠
い
た
岡
谷
は
不

安
感
や
恐
怖
感
が
つ
の
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
後
年
の
透
谷
の
気
欝

病
が
発
す
る
原
因
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
S
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
S
・
ル
ー
ゼ
ン
ス
キ
巨
編
『
精
神
分
析
的
心
理
療
法

の
現
在
　
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
と
英
国
独
立
派
の
潮
流
』
に
よ
る
と
、
「
安
全
で
予

測
可
能
な
、
物
理
的
に
も
情
緒
的
に
も
そ
こ
に
居
る
母
親
が
居
な
い
と
、
空

虚
感
や
他
者
と
の
結
び
付
け
な
さ
を
避
け
る
試
み
が
な
さ
れ
、
ス
プ
リ
ッ
テ

イ
ン
グ
が
生
じ
助
長
さ
れ
る
。
（
中
略
）
母
親
の
物
理
的
あ
る
い
は
情
緒
的
不

在
に
よ
っ
て
養
育
の
中
断
を
体
験
し
て
い
る
患
者
の
場
合
、
こ
の
こ
と
は
特

に
あ
て
は
ま
る
。
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
患
者
は
融
合
と
暴
力
的
離
脱
の
間
を

常
に
揺
れ
動
き
、
治
療
に
は
非
常
に
困
難
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
な
る
」
（
注

二
十
五
）
。
四
歳
の
妻
事
は
突
然
、
母
親
と
離
れ
て
、
不
安
感
を
抱
き
続
け
た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
、
母
親
に
よ
る
養
育
中
断
期
間
の
長
さ
が
重
な

っ
て
、
後
年
の
館
谷
の
精
神
的
な
病
気
の
要
因
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
に
つ
い
て
、
平
谷
は
後
に
妻
と
な
っ
た
美
那
子
へ
の
手
紙
の
中
で
、
「
又
た

生
は
父
母
祖
父
母
、
皆
、
愛
情
に
薄
き
人
々
な
り
と
思
ひ
込
み
け
れ
ば
、
生

を
親
愛
す
る
者
一
人
も
な
く
、
人
生
の
価
値
と
す
べ
き
心
な
し
と
考
へ
居
け

り
、
是
れ
即
ち
後
に
生
を
し
て
気
欝
病
を
発
せ
し
む
べ
き
最
大
な
る
原
素
な

る
べ
き
か
」
（
注
二
十
六
）
と
述
べ
て
い
る
。
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透
谷
の
母
親
を
鈴
木
秀
男
は
「
過
干
渉
（
支
配
的
）
な
母
親
」
と
定
義
す

る
。
こ
の
よ
う
な
母
親
が
「
子
供
の
自
然
的
な
欲
求
を
無
視
し
て
、
自
分
の

思
い
通
り
に
生
き
る
こ
と
を
強
要
す
る
」
。
「
子
供
は
自
発
的
な
意
志
な
ど
育

て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
す
る
と
、
母
親
の
い
い
な
り
に
「
卑
屈
に
、
臆

病
に
、
柔
弱
に
」
生
き
る
し
か
な
く
な
る
」
（
注
二
十
七
）
。
「
過
干
渉
（
支
配

的
）
な
母
親
は
自
己
満
足
に
ふ
け
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
、

子
供
に
迫
害
を
加
え
て
い
る
の
と
同
じ
で
は
な
い
か
」
（
注
二
十
入
）
。
鈴
木

秀
男
は
二
十
五
歳
の
若
さ
で
総
死
し
た
文
学
者
透
谷
の
幼
児
体
験
を
例
と
し

て
説
明
す
る
。
「
幼
い
透
谷
に
は
、
母
親
に
ほ
ん
と
う
に
愛
さ
れ
た
と
い
う
実

感
を
持
て
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
」
（
注
二
十
九
）
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
透
谷
は
、
誰
ひ
と
り
心
に
か
け
て
く
れ
る
者
の
い
な
い
家

族
の
中
で
、
そ
の
人
生
を
ま
ず
生
き
る
に
値
い
し
な
い
も
の
と
し
て
始
め
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
幼
時
の
生
活
に
、
現
在
自
分
を

悩
ま
せ
て
い
る
欝
状
態
の
最
大
の
根
拠
が
あ
る
こ
と
を
、
彼
は
自
覚
し
て
い

た
」
（
注
三
十
）
。
さ
ら
に
、
総
死
し
た
原
因
に
つ
い
て
、
鈴
木
秀
男
は
「
総

死
の
直
接
の
き
っ
か
け
は
と
に
か
く
と
し
て
、
そ
の
遠
因
は
「
生
き
る
に
値

い
し
な
い
」
も
の
と
し
て
始
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
幼
時
の
生
活
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
幼
い
頃
か
ら
、
か
れ
の
生
存
に
ま
つ
わ
り
つ

い
て
き
た
強
い
「
い
わ
れ
の
な
い
不
安
」
を
解
消
す
る
方
法
は
、
み
ず
か
ら

生
命
を
絶
つ
以
外
に
見
出
せ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
見
方
も
で
き
る
」
（
注
三
十
一
）
と
分
析
す
る
。

　
S
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
S
・
ル
ー
ゼ
ン
ス
キ
i
編
『
精
神
分
析
的
心
理
療
法

の
現
在
』
に
は
ま
た
「
母
親
は
情
緒
発
達
の
中
枢
的
存
在
で
あ
る
。
赤
ち
ゃ

ん
に
と
っ
て
母
親
は
生
物
学
的
に
も
心
理
学
的
に
も
最
初
の
環
境
で
あ
る
。

母
親
が
赤
ち
ゃ
ん
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
い
感
じ
る
か
に
よ
っ
て
、

そ
の
後
の
人
生
に
お
け
る
健
康
は
大
い
に
影
響
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
居
な
い

母
親
、
無
能
な
母
親
、
一
定
し
な
い
母
親
は
映
し
出
し
の
不
足
を
き
た
し
、

結
果
と
し
て
、
分
離
が
全
く
し
な
い
融
合
的
な
母
親
と
い
う
理
想
化
さ
れ
た

幻
想
を
生
む
こ
と
に
な
る
」
（
注
三
十
二
）
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ

れ
ば
、
隠
谷
の
母
親
は
不
在
期
間
が
長
く
、
そ
の
結
果
と
し
て
面
谷
は
理
想

化
さ
れ
た
母
親
像
を
抱
く
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
分
と
決
し
て
離
別

し
な
い
母
親
の
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
「
母
親
の
不
在
や
母
親
へ

の
ひ
ど
い
落
胆
が
あ
っ
た
場
合
、
し
ば
し
ば
母
親
へ
の
非
常
に
強
力
理
想
化

が
生
じ
、
そ
の
幻
想
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
、
母
親
を
段
階
に
脱
理
想
化
し
た
り

母
親
と
の
融
合
的
関
係
を
段
階
的
に
脱
理
想
化
し
た
り
す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
不

可
能
と
な
る
」
（
注
三
十
三
）
。
そ
の
た
め
、
透
谷
の
心
の
中
で
母
親
の
非
常

に
強
い
理
想
化
が
生
じ
、
自
分
の
理
想
と
す
る
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
定

着
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
年
の
透
谷
が
接
す
る
女
性
、
例
え
ば
、
恋
人

を
選
ぶ
時
の
基
準
な
ど
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
透
谷
の
恋
人
と
し
て
の
美
那
子
へ
の
手
紙

　
明
治
二
十
年
、
透
谷
は
美
那
子
と
突
如
恋
愛
に
落
ち
た
。
こ
の
年
の
八
月

か
ら
翌
年
春
ま
で
、
透
谷
か
ら
美
那
子
に
与
え
た
恋
文
及
び
手
記
は
計
十
通

存
す
る
。
こ
れ
ら
の
手
紙
及
び
石
坂
登
志
子
あ
て
の
書
簡
一
通
、
石
坂
画
歴

あ
て
書
簡
一
通
、
石
坂
昌
孝
あ
て
書
簡
一
通
、
父
快
藏
あ
て
の
書
簡
一
通
、

合
わ
せ
て
十
四
通
を
参
考
し
な
が
ら
、
恋
愛
中
の
透
谷
の
女
性
観
を
検
討
し

た
い
。
十
四
通
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

夢
中
の
詩
人
（
日
付
不
明
）

一　21　一



石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
一
人
人
七
年
人
月
十
八
日

（（

k
村
門
太
郎
の
）
）
一
生
中
最
も
惨
憺
た
る
一
週
間

父
快
藏
宛
書
簡
一
八
八
七
年
八
月
下
旬

石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
一
八
八
七
年
九
月
三
日

石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
一
八
八
七
年
九
月
四
日

悲
苦
の
世
紀
（
目
付
不
明
）

石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
草
稿
一
八
八
七
年
十
二
月
十
四
日

絶
情
（
日
付
不
明
）

在
米
石
坂
器
量
宛
書
簡
草
稿
一
八
八
七
年
十
二
月
十
六
日

石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
一
八
八
八
年
一
月
廿
一
冒

嵯
世
に
愛
情
よ
り
（
日
付
不
明
）

石
坂
昌
孝
宛
書
簡
一
八
八
人
年
三
月
廿
三
日

石
坂
登
志
子
宛
書
簡
草
稿
一
八
人
八
年
春
頃

　
ま
ず
、
「
夢
中
の
詩
人
」
に
は
、
「
君
の
富
み
た
る
、
識
見
、
経
験
、
思
想
、

是
三
の
者
は
、
君
と
共
に
あ
ら
ぬ
時
に
て
も
、
常
に
、
僕
を
し
て
、
良
友
を

得
た
る
の
、
喜
悦
、
を
た
も
た
し
め
、
（
中
略
）
た
だ
、
真
に
思
想
に
、
富
み

た
る
、
会
話
を
好
む
人
を
得
て
、
晩
食
の
後
、
業
務
の
後
、
に
、
清
快
な
る

談
話
を
な
し
、
尤
も
楽
し
き
幸
福
を
受
け
ん
事
よ
り
ほ
か
に
は
な
し
、
（
中
略
）

第
一
、
優
美
を
愛
す
る
心
、
第
二
、
理
想
を
好
み
た
ま
う
事
、
第
三
、
消
極

的
（
（
に
）
）
を
以
て
社
界
に
尽
さ
ん
と
底
ひ
玉
ふ
事
、
右
は
他
の
俗
論
者
に

反
し
て
、
独
り
君
に
、
見
出
し
た
る
、
尊
敬
す
べ
き
性
質
な
り
か
し
、
」
（
注

三
十
四
）
と
あ
る
。
透
谷
は
美
那
子
と
出
会
っ
た
こ
と
で
「
良
友
を
得
」
、
「
会

話
を
好
む
人
を
得
」
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
透
谷
が
心
を
思

い
切
っ
て
打
ち
明
け
、
心
を
通
わ
せ
る
人
と
出
会
う
こ
と
を
い
か
に
切
望
し

て
い
た
か
と
い
う
こ
と
浴
う
か
が
え
る
。

　
「
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
」
（
一
人
八
七
年
八
月
十
八
日
）
に
は
「
生
は
貴
嬢
の

風
采
を
慕
ふ
事
い
と
永
か
り
し
、
而
し
て
親
友
た
る
の
時
日
は
斯
の
如
く
そ

れ
短
し
、
生
は
貴
嬢
の
親
友
と
し
て
世
を
送
る
を
得
ば
、
他
に
何
の
求
む
べ

き
幸
福
あ
ら
ん
や
と
曾
っ
て
思
考
し
た
り
き
、
（
中
略
）
貴
嬢
は
常
に
生
の
ハ

ッ
ピ
イ
な
る
を
祈
り
た
ま
ふ
我
親
友
な
り
か
し
、
然
ら
ば
即
ち
生
の
ミ
ザ
リ

イ
を
察
し
て
心
の
苦
を
慰
む
る
術
も
が
な
あ
ら
ば
、
是
れ
を
指
示
し
く
れ
た

ま
ふ
可
き
道
徳
上
の
義
務
を
も
ち
た
ま
ふ
御
身
な
る
べ
し
、
疑
れ
即
ち
生
が

誰
に
も
語
ら
ぬ
心
中
の
苦
を
打
ち
明
け
て
、
貴
嬢
に
書
き
送
り
ま
い
ら
す
所

な
り
か
し
」
（
注
三
十
五
）
と
書
い
て
い
る
。
美
那
子
は
「
親
友
」
の
よ
う
に
、

「
生
の
ミ
ザ
リ
イ
を
察
し
て
」
「
心
の
苦
を
慰
」
め
て
く
れ
る
の
で
、
「
生
が

誰
に
も
語
ら
ぬ
心
中
の
苦
を
打
ち
明
け
」
る
と
、
心
の
奥
の
と
こ
ろ
を
理
解

し
、
慰
め
て
く
れ
る
人
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
「
（
（
北
村
門
太
郎
の
）
）
一
生
中
貫
も
惨
憺
た
る
一
週
間
」
に
は

「
虚
言
余
の
活
発
な
る
生
活
と
嬢
の
栄
誉
あ
る
生
活
と
一
致
せ
ば
、
吾
人
の

快
楽
は
果
し
て
如
何
ぞ
や
、
余
は
凡
夫
の
一
壷
病
者
な
り
、
嬢
は
真
神
の
庭

に
生
長
す
る
萄
菊
〔
葡
萄
ヵ
〕
（
注
三
十
六
）
の
美
果
な
り
、
嬢
は
此
ラ
ブ
を

以
て
一
時
の
音
樂
の
如
く
面
前
を
通
過
せ
し
む
る
を
得
た
り
、
余
は
即
ち
然

ら
ば
、
　
一
度
び
会
し
一
語
を
交
る
毎
に
ラ
ブ
の
堅
城
愈
固
く
」
（
注
三
十
七
）

と
書
い
て
い
る
。
美
那
子
の
生
活
を
「
栄
誉
」
あ
る
生
活
と
称
え
、
美
那
子

を
「
真
神
の
庭
に
生
長
す
る
乱
菊
〔
葡
萄
ヵ
〕
の
美
果
」
と
喩
え
る
。
美
那

子
を
女
神
と
し
て
崇
拝
す
る
態
度
が
う
か
が
え
る
。

　
ま
た
、
「
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
」
（
一
八
八
七
年
九
月
四
日
）
で
は
「
吾
等
の
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ラ
ブ
は
情
慾
以
外
に
立
て
り
、
心
を
愛
し
、
望
み
を
愛
す
、
吾
等
は
彼
等
情

慾
ラ
ブ
よ
り
も
最
ソ
ツ
ト
強
き
ラ
ブ
の
力
を
も
て
り
、
吾
等
は
今
尚
ワ
ン
ボ

デ
ィ
た
ら
ざ
る
も
、
常
に
も
は
や
一
所
に
あ
る
が
如
き
思
ひ
あ
り
、
吾
等
は

世
に
恐
る
べ
き
敵
な
き
ラ
ブ
の
堅
城
を
築
き
た
り
、
道
義
の
真
神
に
も
背
か

ず
、
世
間
の
俗
言
を
も
凌
ぎ
居
る
者
な
り
、
君
よ
請
ふ
生
を
ラ
ブ
せ
よ
、
生

も
此
身
の
あ
ら
ん
限
り
は
君
を
ラ
ブ
す
思
し
、
既
に
君
を
ラ
ブ
し
て
、
後
に

は
ワ
ン
ボ
デ
ィ
と
な
る
べ
き
望
み
あ
ら
ば
、
土
竃
に
相
慰
め
相
励
ま
ざ
る
可
か

ら
ず
、
我
が
お
も
し
ろ
き
事
あ
る
節
は
語
り
て
心
を
療
ず
瞬
く
、
君
に
感
ず

る
所
あ
ら
ば
落
な
く
話
し
出
で
給
は
ら
ん
事
、
拙
の
深
く
望
む
所
」
（
注
三
十

八
）
と
書
い
て
い
る
。
二
人
の
間
の
恋
愛
の
激
し
さ
や
結
婚
を
希
望
し
て
い

る
気
持
ち
が
よ
く
う
か
が
え
る
。
二
人
の
愛
は
「
心
を
愛
し
、
望
み
を
愛
す
」
、

「
共
に
相
慰
め
相
励
ま
ざ
る
可
か
ら
ず
」
、
さ
ら
に
、
「
心
を
療
ず
可
く
」
と

い
う
愛
で
あ
る
。
富
谷
に
必
要
な
の
は
自
分
の
理
想
の
実
現
を
助
け
て
く
れ
、

理
想
を
追
求
す
る
過
程
で
、
お
互
い
に
慰
め
た
り
励
ま
し
た
り
す
る
人
の
存

在
で
あ
っ
た
。

　
「
悲
苦
の
世
紀
」
に
は
「
∪
＄
弩
①
魯
よ
り
の
手
紙
あ
り
ゃ
を
求
め
た
り
、

案
の
如
く
一
封
の
書
簡
余
を
し
て
満
面
に
喜
色
を
呈
せ
し
め
た
り
、
豊
図
ら

ん
や
、
書
中
言
ふ
所
は
最
早
余
を
し
て
望
み
を
即
製
す
る
事
を
得
ざ
ら
し
む

る
最
終
の
手
紙
に
て
あ
り
け
り
、
鳴
呼
此
案
外
の
手
紙
の
余
が
心
を
鼓
し
た

る
事
、
如
何
ば
か
り
そ
や
、
夢
に
だ
も
斯
か
る
事
の
あ
ら
ん
と
は
思
は
ざ
り

し
、
余
は
余
が
小
説
の
勉
励
に
て
∪
①
霞
を
訪
ひ
行
く
心
は
な
か
り
し
、
∪
①
母

は
之
れ
を
催
が
し
来
れ
り
、
（
中
略
）
鳴
呼
余
の
∪
同
8
曙
　
一
罵
Φ
を
救
ひ
く

れ
し
は
∪
①
母
な
り
」
（
注
三
十
九
）
と
書
い
て
い
る
。
美
那
子
か
ら
手
紙
を

も
ら
っ
た
う
れ
し
さ
や
「
余
が
心
を
鼓
」
す
る
感
激
の
気
持
ち
な
ど
が
う
か

が
え
る
。

　
「
球
心
に
愛
情
よ
り
」
で
は
透
谷
は
「
真
の
愛
情
」
を
「
論
れ
（
（
倦
む
）
）

癩
む
時
は
友
来
っ
て
慰
諭
し
、
食
れ
怒
る
時
は
友
来
っ
て
緩
誠
す
、
病
あ
れ

ば
訪
ひ
苦
あ
れ
ば
救
ふ
」
（
注
四
十
）
も
の
と
定
義
す
る
。
こ
の
真
正
の
愛
情

は
疲
れ
た
時
、
自
己
を
「
慰
諭
」
し
て
く
れ
、
怒
っ
た
時
、
自
己
を
「
懇
誠
」

し
て
く
れ
、
病
気
に
か
か
っ
た
時
、
自
己
を
見
舞
っ
て
く
れ
、
苦
し
ん
で
い

る
時
、
自
己
を
救
っ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
透
谷
は
小
さ
い
時
か
ら
、
「
愛
情
が
薄
か
っ
た
ら
し
い
」
「
冷
淡
」
な
、
「
女

性
ら
し
い
細
や
か
さ
と
暖
か
い
愛
情
に
も
欠
け
て
い
た
」
「
我
が
利
益
に
は
余

り
心
配
せ
ぬ
祖
母
」
の
継
祖
母
に
育
て
ら
れ
た
た
め
、
心
か
ら
打
ち
と
け
ら

れ
る
人
間
を
切
望
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
母
・
ユ
キ
を
一
番
必

要
と
し
た
時
、
透
谷
は
祖
父
母
に
預
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
母
親
の
不

在
」
と
後
年
の
「
母
親
へ
の
ひ
ど
い
落
胆
が
あ
っ
た
一
た
め
、
母
親
の
理
想

化
が
生
じ
、
理
想
と
す
る
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
に
執
着
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
と
、
美
那
子
を
理
想
化
し
、
女
神
化
と
し
て
崇
め
た
こ
と
と
は
深
い
関

係
が
あ
る
だ
ろ
う
。

四
　
妻
・
美
那
子
と
友
達
の
回
想

　
長
谷
の
総
死
後
、
妻
・
美
那
子
に
よ
る
透
谷
に
つ
い
て
の
回
想
は
「
『
春
』

と
透
谷
」
、
「
透
谷
の
晩
年
と
そ
の
言
行
」
及
び
神
崎
清
が
美
那
子
の
生
前
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
整
理
し
た
「
北
村
美
那
子
覚
書
」
な
ど
が
あ
る
。
特
に
、

「
『
春
』
と
古
津
」
で
は
両
親
と
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
。
美
那
子
は
透
谷

の
性
質
に
つ
い
て
、
「
猜
忌
心
」
の
あ
る
人
間
で
、
「
人
の
感
じ
な
い
所
に
妙

な
感
じ
を
起
こ
す
人
で
し
た
」
と
し
て
い
る
が
そ
の
原
因
を
「
初
め
は
な
か
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つ
た
と
し
ま
し
て
も
、
弟
の
方
ば
か
り
が
立
派
に
母
か
ら
商
売
上
の
相
談
を

受
け
て
、
透
谷
の
方
は
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
対
す

る
不
愉
快
が
重
な
り
重
な
っ
て
さ
う
な
る
事
が
止
む
を
得
な
か
っ
た
の
で
せ

う
」
（
注
四
十
一
）
と
し
、
ま
た
「
親
類
が
皆
商
人
な
ん
で
す
か
ら
話
の
合
は

ぬ
の
は
無
理
の
な
い
事
、
又
心
の
合
は
ぬ
の
も
そ
の
筈
」
（
注
四
十
二
）
だ
と

考
え
て
い
る
。
一
番
、
美
那
子
を
困
ら
せ
た
こ
と
は
「
自
分
の
心
は
親
に
は

思
い
切
っ
て
打
ち
明
け
る
事
も
出
来
ず
、
い
つ
も
私
ば
か
り
に
云
ふ
の
で
す

か
ら
」
（
注
四
十
三
）
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　
親
友
で
あ
っ
た
島
崎
藤
村
の
「
六
年
前
、
北
村
透
谷
二
十
七
回
忌
を
迎
へ

し
時
に
」
に
も
豊
北
の
継
祖
母
、
母
親
、
家
族
に
言
及
し
て
い
る
。
祖
母
が

実
の
祖
母
で
は
な
く
、
彼
に
対
す
る
愛
清
の
薄
か
っ
た
こ
と
が
、
後
に
な
っ

て
彼
が
気
欝
病
を
発
症
し
た
一
番
の
理
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
触
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
「
お
母
さ
ん
の
愛
は
高
な
る
義
甲
よ
り
も
寧
ろ
そ
れ
ほ
ど
神

経
質
で
な
い
弟
の
方
に
あ
つ
ま
っ
て
い
た
ら
し
い
。
透
谷
は
母
子
の
苦
い
争

い
を
深
刻
に
経
験
し
た
人
の
一
人
置
」
（
注
四
十
四
）
と
評
し
て
い
る
。
「
文

学
界
」
同
人
の
星
野
天
知
の
「
透
谷
君
の
思
ひ
出
」
に
は
「
又
其
住
所
を
四

五
回
訪
問
し
て
居
る
、
一
度
は
数
寄
屋
橋
近
く
の
父
親
の
見
世
で
、
之
は
不

在
の
た
め
見
世
先
き
か
ら
帰
っ
た
が
同
君
の
継
母
ら
し
い
人
が
居
て
至
極
冷

や
か
な
人
で
あ
っ
た
」
（
注
四
十
五
）
と
い
う
追
憶
が
あ
る
。

　
以
上
の
心
理
学
的
検
討
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
母
親
は
子
供
の
成
長
に
は
、

特
に
乳
幼
児
の
子
供
の
成
長
に
と
っ
て
は
重
要
な
役
割
を
す
る
。
母
親
の
態

度
は
子
供
の
性
格
に
影
響
を
与
え
る
場
合
が
あ
る
し
、
親
と
の
長
期
的
離
別

は
子
供
の
精
神
病
質
的
性
格
の
原
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
市

谷
と
っ
て
は
、
ち
ょ
う
ど
、
子
供
の
第
一
反
抗
期
と
呼
ば
れ
る
、
自
意
識
が

盛
ん
に
な
る
時
期
に
母
親
と
離
れ
た
。
透
額
の
作
品
に
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」

と
い
い
、
「
処
女
の
純
潔
」
と
い
い
、
「
心
機
妙
変
を
論
ず
」
と
い
い
、
両
性

間
に
起
こ
る
問
題
を
取
り
扱
っ
た
も
の
の
多
い
の
も
決
し
て
偶
然
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
美
那
子
と
の
結
婚
生
活
が
う
ま
く
い
か
な
い

か
ら
だ
と
い
う
考
え
方
も
で
き
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
根
本
的
な
原
因
は
、

小
さ
い
と
き
の
経
験
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
注
」

一、

ｽ
岡
敏
夫
『
北
村
盤
谷
研
究
　
評
伝
』
有
精
堂
　
一
九
九
五
年
一
月
　
四

　
十
二
頁

二
、
「
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
」
（
一
八
八
七
年
八
月
十
八
日
）
『
透
谷
全
集
』
第
三

　
巻
　
一
九
五
五
年
九
月
十
日
　
一
六
二
頁

三
、
同
右

四
、
『
明
治
文
学
全
集
二
十
九
一
北
村
二
丈
集
』
筑
摩
書
房
　
一
九
七
六
年
置

　
月
　
三
九
六
頁

五
、
『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』
第
二
巻
　
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
学
研
究
室

　
一
九
五
六
年
四
月
　
一
二
八
頁

六
、
平
岡
敏
夫
『
北
村
透
谷
研
究
　
評
伝
』
有
精
堂
　
一
九
九
五
年
一
月
　
四

　
十
二
～
四
十
三
頁

七
、
生
活
科
学
調
査
会
編
『
現
代
の
生
理
と
心
理
I
l
幼
児
の
生
理
と
心
理
』

　
医
歯
薬
出
版
　
一
九
五
九
年
九
月
　
十
二
頁

八
、
同
右
　
二
十
四
頁

九
、
同
歯
　
二
十
八
頁
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十
、
鈴
木
秀
男
『
幼
時
体
験
－
母
性
と
父
性
の
役
割
』
講
談
社
　
一
九
八
一

　
年
七
月
　
一
二
九
頁

十
一
、
同
右
　
＝
一
二
頁

十
二
、
平
岡
敏
夫
『
北
村
透
谷
研
究
　
評
伝
』
有
精
堂
　
一
九
九
五
年
一
月

　
五
十
四
頁

十
三
、
「
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
」
（
一
八
八
七
年
八
月
十
八
日
目
『
透
谷
全
集
』
第

　
三
巻
　
一
九
五
五
年
九
月
　
一
六
三
～
一
六
四
頁

十
四
、
小
田
切
秀
雄
作
成
「
年
譜
」
『
明
治
文
学
全
集
二
十
九
一
北
村
透
谷
集
』

　
筑
摩
書
房
　
一
九
七
六
年
十
月
　
三
九
六
頁

十
五
、
「
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
」
（
一
八
八
七
年
八
月
十
人
日
）
『
寸
義
全
集
』
第

　
三
巻
　

一
九
五
五
年
九
月
　
一
六
一
頁

十
六
、
　
同
右
　
　
一
六
六
頁

十
七
、
大
田
正
紀
「
透
谷
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
1
仮
偽
の
愛
へ
の
悲
歌
」

　
『
キ
リ
ス
ト
教
文
芸
』
第
二
巻
　
一
九
八
四
年
十
一
月
　
一
頁

十
八
、
大
野
博
之
（
ほ
か
）
編
『
児
童
心
理
学
』
ブ
レ
ー
ン
出
版
　
一
九
七
六

　
年
三
月
　
人
十
人
頁

十
九
、
同
塵
　
八
十
七
頁

二
十
、
同
右
　
九
十
二
頁

二
十
一
、
同
署
　
九
十
五
頁

二
十
二
、
J
・
ボ
ウ
ル
ビ
ィ
『
ボ
ウ
ル
ビ
ィ
母
子
関
係
入
門
』
作
田
勉
監
訳

　
星
和
書
店
　
一
九
八
一
年
九
月
　
一
一
四
頁

二
十
三
、
同
右
　
　
一
一
五
頁

二
十
四
、
亀
口
憲
治
『
家
族
力
の
根
拠
』
ナ
二
割
シ
や
出
版
　
二
〇
〇
四
年

　
十
一
月
　
＝
ご
○
頁

二
十
五
、
S
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
S
・
ル
ー
ゼ
ン
ス
キ
三
編
『
精
神
分
析
的
心

　
理
療
法
の
現
在
　
ウ
イ
ニ
コ
ッ
ト
と
英
国
独
立
派
の
潮
流
』
岩
崎
学
術
出

　
版
社
　
二
〇
〇
七
年
九
月
　
六
十
九
頁

二
十
六
、
「
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
」
（
一
八
八
七
年
入
月
十
人
日
）
『
透
谷
全
集
』

　
第
三
巻
　
一
九
五
五
年
九
月
　
一
六
四
頁

二
十
七
、
鈴
木
秀
男
『
幼
時
体
験
－
母
性
と
父
性
の
役
割
一
』
講
談
社
　
　
一

　
九
八
一
年
七
月
　
＝
二
八
頁

二
十
八
、
同
罪
　
　
＝
二
七
頁

二
十
九
、
同
右
　
一
四
〇
頁

三
十
、
里
雪
　
一
四
〇
頁

三
十
一
、
同
右
　
一
四
一
頁

三
十
二
、
S
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
S
・
ル
ー
ゼ
ン
ス
キ
葦
子
『
精
神
分
析
的
心

　
理
療
法
の
現
在
　
ウ
イ
ニ
コ
ッ
ト
と
英
国
独
立
派
の
潮
流
』
　
七
十
頁

三
十
三
、
同
右
七
十
一
頁

三
十
四
、
「
夢
中
の
詩
人
」
『
今
谷
全
集
』
第
三
巻
　
岩
波
書
店
　
昭
和
三
十

　
年
九
月
　
一
五
七
頁

三
十
五
、
「
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
」
（
一
人
人
七
年
入
月
十
八
日
）
『
透
谷
全
集
』

　
第
三
巻
　
岩
波
書
店
　
昭
和
三
十
年
九
月
　
一
六
〇
頁

三
十
六
、
亀
甲
形
の
括
弧
〔
〕
で
か
こ
ん
だ
語
句
は
編
纂
者
勝
本
清
一
郎

　
の
挿
入
で
あ
る
。

三
十
七
、
「
（
（
北
村
門
太
郎
の
）
）
一
生
中
最
も
惨
憺
た
る
一
週
間
」
『
透
谷
全

　
集
』
第
三
巻
　
岩
波
書
店
　
昭
和
三
十
年
九
月
　
一
七
〇
頁

三
十
八
、
「
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
」
（
一
八
八
七
年
九
月
四
日
）
『
透
谷
全
集
』
第

　
三
巻
　
岩
波
書
店
　
昭
和
三
十
年
九
月
　
一
八
五
頁
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三
十
九
、
「
悲
苦
の
世
紀
」
『
透
谷
全
集
』
第
三
巻
　
岩
波
書
店
　
昭
和
三
十

　
年
九
月
　
一
八
七
頁
～
一
八
八
頁

　
頁

四
十
、
「
嵯
世
に
愛
情
よ
り
」
『
透
谷
全
集
』
第
三
巻
　
岩
波
書
店
　
昭
和
三

　
十
年
九
月
　
二
〇
三
頁

四
十
一
、
『
明
治
文
学
全
集
二
十
九
一
北
村
透
谷
集
』
筑
摩
書
房
　
昭
和
五
十

　
一
年
十
月
　
三
二
三
頁

四
十
二
、
同
右
　
三
二
四
頁

四
十
三
、
同
右

四
十
四
、
同
右
　
三
三
四
頁

四
十
五
、
星
野
天
知
「
透
谷
君
の
思
ひ
出
」
『
北
村
透
谷
　
日
本
文
学
研
究
資

　
料
叢
書
』
有
精
堂
　
昭
和
四
十
七
年
一
月
　
二
九
九
頁
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