
明
暗
評
釈
　
二

　
　
　
第
一
回
（
下
）

鳥
　
井
　
正
　
晴

同
口
凹
大
正
五
年
（
一
九
＝
ハ
年
）
五
月
二
＋
六
日
・
「
東
京
朝
日
新
聞
」
。

　
　
　
　
　
　　
　
大
正
五
年
二
九
一
六
年
）
五
月
二
十
六
日
・
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
。

⑦
【
根
本
的
の
手
術
・
根
本
的
の
治
療
】
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わ
ざ
は
ひ

　O
、
①
第
百
三
十
四
回
に
、
〈
私
は
根
か
ら
先
へ
療
治
し
た
方
が
遙
か
に
有
効
だ
と
思
ふ
ん
で
す
。
（
中
略
）
夫
人
の
い
ふ
禍
の
根
と
い
　
　
　
一

　
　
た
し
か

ふ
の
は
槌
に
お
延
の
事
に
違
な
か
つ
た
。
で
は
其
根
を
何
う
し
て
療
治
し
よ
う
と
い
ふ
の
か
。
肉
瞠
上
の
病
氣
で
も
な
い
以
上
、
離
別
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
や
す

別
居を
除
い
て
療
治
と
い
ふ
言
葉
は
容
易
く
使
へ
る
も
の
で
も
な
い
の
に
と
津
田
は
考
へ
た
。
〉
と
あ
る
。

②
第
百
四
十
二
回
に
、
∧
是
程
好
い
療
治
は
な
い
ん
で
す
が
ね
。
V
と
あ
る
。

　口
、
『
明
暗
』
は
、
「
則
天
去
私
」
と
い
う
イ
デ
ー
（
理
念
）
の
具
現
化
で
あ
る
を
い
う
、
小
宮
豊
隆
・
唐
木
順
三
に
代
表
さ
れ
る
見
解

があ
る
。

①
小
宮
豊
隆
の
、
〈
『
明
暗
』
〉
（
『
漱
石
の
芸
術
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
年
）
十
二
月
）
に
、
次
の
指
摘
が
あ
る
。

　〈
津
田
が
果
し
て
小
林
の
い
ふ
や
う
に
、
「
事
実
其
物
に
戒
筋
さ
れ
る
」
も
の
か
ど
う
か
は
、
『
明
暗
』
が
未
完
成
の
ま
ま
で
終
つ
て
ゐ

明
暗
評
釈
　
二



明
暗
評
釈
　
二

る
の
だ
か
ら
、
確
実
に
は
分
か
ら
な
い
。
然
し
『
明
暗
』
全
篇
に
与
へ
ら
れ
た
傾
斜
か
ら
考
へ
る
と
、
小
林
の
予
言
は
、
同
時
に
作
者
の

予言
で
あ
り
、
最
後
に
津
田
が
「
事
実
其
物
」
に
よ
つ
て
「
顛
面
」
に
「
切
実
」
に
「
戒
筋
さ
れ
る
」
事
は
、
殆
ん
ど
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

事実
で
あ
つ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
さ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
津
田
は
、
津
田
の
業
か
ら
救
抜
さ
れ
る
期
が
、
寛
に
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
（
巾
ω
N
N
）
〉

　②
ま
た
、
小
宮
豊
隆
の
、
〈
解
説
〉
（
新
書
版
『
明
暗
』
上
・
「
漱
石
全
集
」
第
十
四
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
年
）

十
二
月
）
に
、
次
の
指
摘
が
あ
る
。

　
〈

漱
石
が

死ん
で
し
ま
つ
た
し
、
結
末
を
想
像
さ
せ
る
や
う
な
ノ
ー
ト
は
何
も
残
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
だ
か
ら
、
我
我
に
は
正
確
な
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は

分
か
ら
な
い
。
た
だ
吉
川
夫
人
が
津
田
に
約
束
し
た
や
う
に
、
夫
人
が
津
田
の
留
守
に
お
延
を
「
奥
さ
ん
ら
し
い
奥
さ
ん
に
」
教
育
し

よ
う
と
し
て
、
仮
に
お
延
に
、
津
田
と
清
子
と
の
関
係
を
打
ち
明
け
、
津
田
が
今
行
つ
て
ゐ
る
湯
河
原
の
宿
渥
は
清
子
の
泊
つ
て
ゐ
る
宿
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
つ
そ

屋
であ
る
な
ど
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
話
し
て
聞
か
せ
る
と
し
た
ら
、
「
生
き
て
x
人
に
笑
は
れ
る
位
な
ら
、
一
層
死
ん
で
し
ま
つ
た
方
が
　
　
　
5
2

好
い
」
と
考
へ
、
自
分
の
亭
主
の
為
め
に
近
い
う
ち
「
仲
時
か
一
度
此
お
騰
の
中
に
郁
つ
て
る
勇
気
を
、
飛
へ
出
さ
な
く
つ
ち
や
な
ら
な
　
　
　
一

い日
が
来
る
に
違
な
い
」
と
い
ふ
予
感
を
抱
い
て
ゐ
る
お
延
が
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
う
い
ふ
反
応
を
示
す
か
は
、
お
よ
そ
想
像
の
つ
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
　
　
へ

と
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
さ
う
し
て
そ
れ
に
よ
つ
て
小
林
が
言
つ
た
や
う
に
、
津
田
が
観
面
に
切
実
に
「
事
実
其
物
に
戒
筋
さ
れ
る
」
と

い

ふ
こ
と
に
な
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
更
に
そ
の
想
像
は
明
確
な
も
の
に
し
ぼ
ら
れ
て
来
る
筈
で
あ
る
。
さ
う
し
て
津
田
の
精
神
的
な
病
気

が

「結
核性
」
で
な
か
つ
た
と
す
れ
ば
、
天
も
し
く
は
自
然
が
、
人
間
の
手
を
借
り
て
津
田
に
加
へ
た
「
根
本
的
の
手
術
」
は
、
憧
か
に

成敷
す
る
こ
と
に
な
る
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
る
。
（
㊥
右
漂
N
）
∨

　日
、
唐
木
順
三
の
、
〈
『
明
暗
』
論
〉
（
『
夏
目
漱
石
』
所
収
、
国
際
日
本
研
究
所
、
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
年
）
八
月
）
に
、
次
の

指
摘
が
あ
る
。



　
〈
だ

が最
初
の
一
行
の
最
初
の
言
葉
と
し
て
で
て
く
る
「
医
者
」
に
は
千
鈎
の
重
み
が
あ
る
。
医
者
は
作
者
自
身
で
あ
る
。
津
田
と
い

ふ

『明暗
』
の
主
人
公
は
、
作
者
の
手
術
台
の
上
に
の
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
「
手
術
台
の
上
か
ら
津
田
を
下
し
た
」
で
あ
つ
て
、
「
津
田
は
手

術台
の
上
か
ら
降
り
た
」
の
で
は
な
い
。
（
勺
゜
一
ト
◎
N
）
（
中
略
）
医
者
と
津
田
と
の
関
係
は
、
作
者
と
津
田
の
関
係
で
あ
る
。
漱
石
は
津
田
の

事実
を
知
り
つ
く
し
て
ゐ
る
。
津
田
が
苦
笑
し
て
も
失
望
し
て
も
知
り
つ
く
し
て
ゐ
る
。
作
者
に
と
つ
て
こ
の
主
人
公
は
、
い
は
ば
自
家

薬籠
中
の
も
の
で
あ
る
。
主
人
公
が
作
者
を
裏
切
つ
て
勝
手
に
行
動
す
る
こ
と
は
万
々
な
い
。
主
人
公
が
作
者
を
ひ
き
ず
る
こ
と
は
、
『
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

暗
』
に
お
い
て
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
㊥
』
漣
）
（
中
略
）
医
者
は
津
田
を
診
察
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
°
津
田
の
病
気
は
悪
質
な
結
核

性
では
な
い
、
根
本
的
な
手
術
さ
へ
す
れ
ば
治
療
可
能
で
あ
る
。
穴
の
奥
の
か
く
れ
た
と
こ
ろ
を
、
少
々
痛
い
思
ひ
を
し
て
も
切
り
開
き

さ
へ
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
が
医
者
の
、
ま
た
作
者
の
診
断
で
あ
る
。
「
た
ぶ
診
断
で
分
る
ん
で
す
か
」
と
い
ふ
津
田
の
問
ひ
は
尤
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

自
分
の
直
覚
や
勘
が
当
に
な
ら
な
か
つ
た
り
、
不
安
で
あ
つ
た
り
す
る
限
り
尤
で
あ
る
。
「
え
、
、
診
察
た
様
子
で
分
り
ま
す
」
と
い
ふ
答
　
　
　
　
　

へ
に
は
何
の
不
安
も
な
い
。
津
田
に
関
す
る
限
り
、
作
者
の
直
覚
は
神
の
如
し
と
い
つ
て
よ
い
。
こ
れ
は
長
い
経
験
か
ら
来
て
ゐ
る
。
経
　
　
　
5
3

験と
失
敗
を
経
て
の
明
察
で
あ
る
。
暗
を
経
て
の
明
で
あ
る
。
暗
↓
明
で
あ
る
。
然
し
現
在
の
医
者
の
立
場
か
ら
い
へ
ば
、
明
↓
暗
で
あ
　
　
　
　
一

る
。
暗
の
中
に
患
者
の
津
田
が
ゐ
る
。
津
田
は
暗
↓
明
、
病
気
↓
治
癒
と
い
ふ
経
路
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
病
源
が
解
つ
て
ゐ

る
医
者
か
ら
み
れ
ば
、
明
へ
出
る
こ
と
に
疑
ひ
は
な
い
。
か
く
し
て
『
明
暗
』
一
篇
は
津
田
の
精
神
更
生
記
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
第
一

節
に
お
い
て
約
束
さ
れ
た
。
（
勺
゜
」
N
c
c
）
（
中
略
）
吉
川
夫
人
の
意
図
と
津
田
の
清
子
と
の
再
会
、
小
林
と
津
田
と
の
問
答
、
小
林
と
延
子
と

の問
答
、
こ
の
三
つ
を
つ
な
げ
て
み
る
と
、
『
明
暗
』
の
最
後
に
起
つ
て
く
る
こ
と
が
、
容
易
な
ら
な
い
渦
を
巻
き
起
す
で
あ
ら
う
と
い
ふ

予感
は
当
然
で
あ
る
。
清
子
も
「
事
実
」
を
言
ひ
、
吉
川
夫
人
も
「
事
実
」
を
言
ひ
、
小
林
も
ま
た
「
事
実
」
を
言
つ
て
ゐ
る
。
事
実
に

対す
る
解
釈
の
色
合
ひ
は
各
違
ふ
で
あ
ら
う
。
各
自
の
解
釈
と
そ
れ
に
伴
ふ
目
標
は
違
ふ
に
せ
よ
、
外
側
の
体
裁
で
は
な
い
も
の
、
内
側

の
も
の
が
い
ま
外
に
出
よ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
津
田
の
更
生
の
た
め
に
は
、
な
ほ
幾
多
の
曲
折
と
思
は
ぬ
出
来
事
が
起

る
だ
ら
う
と
い
ふ
予
測
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
だ
が
結
局
は
外
側
と
内
側
と
が
一
致
し
、
私
と
い
ふ
我
意
を
も
た
な
い
清
子
の
存
在
が
や
が

明
暗
評
釈
　
二



明
暗
評
釈
　
二

て

大
写し
に
出
て
く
る
に
違
ひ
な
い
や
う
に
思
ふ
。
『
明
暗
』
は
色
々
に
、
つ
み
か
さ
ね
て
き
た
伏
線
が
、
ひ
と
つ
と
こ
ろ
に
集
中
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

こ
れ
か
ら
読
者
に
と
つ
て
思
ひ
も
か
け
ぬ
展
開
を
示
す
こ
と
に
な
ら
う
と
い
う
頂
点
で
途
切
れ
て
し
ま
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
（
勺
゜
一
切
N
）
V

　㈲
、
作
品
冒
頭
に
、
『
明
暗
』
の
結
末
を
み
る
、
右
の
小
宮
豊
隆
・
唐
木
順
三
ら
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
、
三
好
行
雄
の
反
対
の
見
解
が

あ
る
。　

三
好
行雄
の
、
〈
『
明
暗
』
の
構
造
〉
（
『
講
座
夏
目
漱
石
』
第
三
巻
・
漱
石
の
作
品
㊦
、
有
斐
閣
、
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
年
）
十

一月
）
に
、
次
の
指
摘
が
あ
る
。

　〈
最
初
の
一
章
か
ら
読
者
を
魅
了
し
て
止
ま
ぬ
－
小
説
の
導
入
部
に
、
読
者
に
は
ま
だ
未
知
の
終
末
か
ら
吹
き
つ
け
て
く
る
風
の
よ

う
に
、
傑
作
の
予
感
が
濃
く
た
だ
よ
う
長
篇
小
説
な
の
で
あ
る
。
（
勺
N
誤
）
（
中
略
）
『
明
暗
』
は
現
に
書
か
れ
て
い
る
か
ぎ
り
の
形
で
、
作
　
　
　
　
一

品
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
実
質
を
そ
な
え
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
導
入
部
に
吹
い
て
い
た
あ
の
風
の
源
泉
を
読
者
は
確
か
め
る
こ
　
　
　
5
4

と
が
で
き
な
い
。
こ
の
矛
盾
は
、
『
明
暗
』
を
論
じ
よ
う
と
す
る
試
み
に
と
っ
て
の
大
き
な
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
と
同
時
に
、
収
束
が
書
か
れ
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て

いな
い
か
ら
、
そ
れ
を
予
想
す
る
自
由
を
ひ
と
に
残
す
。
ま
し
て
、
漱
石
は
伏
線
を
張
る
と
い
う
、
推
理
小
説
に
も
っ
と
も
有
効
な
手

法を
多
用
し
た
作
家
で
あ
る
。
書
か
れ
な
か
っ
た
破
局
を
推
理
す
る
材
料
に
も
こ
と
欠
か
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
唐
木
順
三
は
冒
頭

の

三節
に
『
明
暗
』
の
モ
チ
ー
フ
は
鮮
明
だ
と
す
る
。
津
田
の
痔
痩
が
結
核
性
で
は
な
い
か
ら
、
根
本
的
な
手
術
を
ほ
ど
こ
せ
ば
治
癒
す

る
と
い
う
医
師
の
こ
と
ば
を
重
要
な
伏
線
と
見
て
、
「
『
明
暗
』
の
最
後
に
起
つ
て
く
る
こ
と
が
、
容
易
な
ら
ぬ
渦
を
巻
き
起
」
こ
し
、
「
人

間
の
外
側
と
内
側
と
が
一
致
し
、
私
と
い
ふ
我
意
を
も
た
な
い
清
子
の
存
在
が
大
写
し
に
出
て
く
る
」
と
い
う
予
測
を
た
て
る
。
『
明
暗
』

を
「
津
田
の
精
神
更
生
記
」
と
し
て
読
む
わ
け
だ
が
、
こ
の
立
場
は
基
本
的
に
は
小
宮
豊
隆
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
。
か
り
に
吉
川
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
そ

人
が真
相
を
お
延
に
打
明
け
た
と
し
た
ら
、
お
延
は
ど
う
反
応
す
る
か
。
お
延
は
か
ね
て
「
生
き
て
〉
人
に
笑
は
れ
る
位
な
ら
、
一
層
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
　
　
　
　
　
　
も

ん

でし
ま
つ
た
方
が
好
い
」
と
公
言
し
（
八
十
七
）
、
夫
の
た
め
に
「
何
時
か
一
度
此
お
肚
の
中
に
有
つ
て
る
勇
気
を
、
外
へ
出
さ
な
く
つ



ち
や
な
ら
な
い
日
が
来
る
に
違
い
な
い
」
こ
と
を
予
感
し
て
い
る
（
百
五
十
四
）
。
小
宮
は
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
伏
線
と
見
て
、
お
延
の
死
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

暗
示し
な
が
ら
、
「
津
田
が
廟
面
に
切
実
に
『
事
実
其
物
に
戒
筋
さ
れ
る
』
」
、
「
夫
も
し
く
は
自
然
が
、
人
間
の
手
を
借
り
て
津
田
に
加
へ

た
『
根
本
的
の
手
術
』
は
、
樋
か
に
成
効
す
る
」
と
断
言
す
る
。
両
氏
の
論
は
『
明
暗
』
が
則
天
去
私
の
具
現
を
め
ざ
し
た
作
品
で
あ
る

と
の
共
通
の
認
識
の
う
え
に
立
っ
て
い
る
。
（
勺
已
ぺ
）
（
中
略
）
唐
木
順
三
の
説
く
よ
う
に
、
冒
頭
の
津
田
と
医
師
と
の
対
話
が
、
以
後
の

展開
に
き
わ
め
て
象
徴
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
認
め
て
い
い
。
し
か
し
、
医
師
を
漱
石
に
擬
し
て
、
「
根
本
的
な
手
術
を
一
思
ひ
に
遣
る

よ
り
外
に
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
」
、
そ
う
す
れ
ば
「
結
核
性
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
」
か
ら
か
な
ら
ず
癒
り
ま
す
と
い
う
診
断
に
、
津
田
を
「
自

家
薬
籠
中
」
の
も
の
と
し
た
漱
石
の
確
信
ま
で
を
読
む
こ
と
が
果
し
て
可
能
か
。
か
り
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
第
三
節
に
は
つ
ぎ
の
よ
う

な
一
節
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
　
　
「
厭ね
、
切
る
な
ん
て
、
怖
く
つ
て
。
今
迄
の
様
に
そ
つ
と
し
て
置
い
た
つ
て
宜
か
な
い
の
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　

「矢
張
医
者
の
方
か
ら
云
ふ
と
此
儘
ぢ
や
危
険
な
ん
だ
ら
う
ね
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
5

　
　
　
「だ
け
ど
厭
だ
わ
、
貴
方
、
も
し
切
り
損
な
い
で
も
す
る
と
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　細
君
は
濃
い
恰
好
の
好
い
眉
を
心
持
寄
せ
て
夫
を
見
た
。

　
お

延
は結
核
性
で
は
な
い
と
い
う
診
断
の
当
否
ま
で
を
う
た
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
医
者
が
手
術
に
失
敗
し
な
い
と

い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
現
に
「
行
き
留
り
だ
と
ば
か
り
」
思
っ
た
そ
こ
に
、
ま
だ
奥
が
あ
っ
た
と
い
う
判
断
の
誤
り
を

か

れは
津
田
に
告
げ
て
い
る
（
一
）
。
眉
を
ひ
そ
め
た
お
延
の
表
情
は
い
ぜ
ん
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

　
『明
暗
』
で
は
緻
密
に
張
ら
れ
た
伏
線
さ
え
も
が
相
対
化
さ
れ
る
。
「
自
分
の
批
判
は
殆
ん
ど
当
初
か
ら
働
ら
か
な
い
し
、
他
の
批
判
は

耳
へ
入
ら
ず
、
ま
た
耳
へ
入
れ
や
う
と
す
る
も
の
も
な
い
」
（
百
三
十
七
）
吉
川
夫
人
が
、
そ
の
ゆ
え
に
肥
大
し
た
自
信
を
ふ
り
か
ざ
し
て

試
み
よ
う
と
す
る
「
お
延
の
教
育
」
（
百
四
十
二
）
の
成
功
と
、
お
延
が
い
つ
か
夫
の
た
め
に
使
う
は
ず
の
「
お
肚
の
中
に
有
つ
て
る
勇
気
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
し
よ
く

（百
五十
四
）
の
効
果
の
い
ず
れ
を
作
者
が
選
ぶ
か
は
ま
だ
読
み
と
れ
な
い
。
「
小
林
に
啓
発
さ
れ
る
よ
り
も
、
事
実
其
物
に
戒
筋
さ
れ
る

明
暗
評
釈
　
二
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て
き
め
ん

方
が
、
遙
か
に
観
面
で
切
実
で
可
い
だ
ら
う
」
（
百
六
十
七
）
と
い
う
小
林
の
予
言
を
信
じ
る
自
由
と
同
時
に
、
「
今
に
君
が
其
所
へ
追
ひ

詰め
ら
れ
て
、
何
う
す
る
事
も
出
来
な
く
な
つ
た
時
に
、
僕
の
言
葉
を
思
ひ
出
す
ん
だ
。
思
ひ
出
す
け
れ
ど
も
、
ち
つ
と
も
言
葉
通
り
に

実
行
は
出
来
な
い
ん
だ
」
（
百
五
十
八
）
と
い
う
小
林
の
別
な
予
言
を
と
る
自
由
も
読
者
に
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
後
ま
で
意
識
の
人
と

し
て
、
実
行
家
へ
転
じ
え
な
い
津
田
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
ま
た
津
田
が
決
し
て
変
る
こ
と
は
な
い
、
つ
ま
り
、
か
れ

の更
生
は
所
詮
不
可
能
と
の
判
断
に
読
者
を
み
ち
び
く
の
で
あ
る
。
『
門
』
で
、
宗
助
と
お
米
の
あ
の
仲
の
良
い
夫
婦
に
さ
え
「
結
核
性
の

怖ろ
し
い
も
の
」
が
胸
の
な
か
に
巣
く
っ
て
い
る
、
と
漱
石
は
書
い
て
い
た
。
確
か
に
、
『
明
暗
』
の
作
者
に
は
我
執
を
「
結
核
性
の
怖
ろ

し
い
も
の
」
と
同
一
視
す
る
認
識
は
無
さ
そ
う
で
あ
る
。
だ
と
し
て
も
、
伏
線
の
問
題
と
し
て
な
ら
医
師
の
誤
診
は
あ
り
う
る
。
す
く
な

く
と
も
、
み
ず
か
ら
の
診
断
を
疑
う
こ
と
を
し
な
い
医
師
は
、
漱
石
と
等
身
大
で
は
な
い
。
（
㊥
゜
N
8
）
〉

⑧
【
八
百
五
十
倍
の
鏡
の
底
に
映
っ
た
も
の
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
6

　人間
の
心
理
を
八
百
五
十
倍
に
ま
で
拡
大
さ
せ
て
み
せ
る
、
『
明
暗
』
の
す
ぐ
れ
て
心
理
小
説
で
あ
る
こ
と
が
、
比
喩
・
約
束
さ
れ
る
。
　
　
　
｝

　O
、
猪
野
謙
二
の
、
〈
『
明
暗
』
に
お
け
る
漱
石
－
虚
無
よ
り
の
創
造
ー
l
V
（
『
明
治
の
作
家
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
一

年

二

九
六
六年
）
十
一
月
）
に
、
次
の
指
摘
が
あ
る
。

　
〈
極度
に
と
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
精
巧
な
レ
ン
ズ
の
よ
う
な
彼
の
眼
が
、
人
間
心
理
の
細
か
な
襲
々
を
執
拗
に
あ
と
づ
け
、
人
間
と
人
間
が

互
い
に

加え
あ
う
刺
戟
と
そ
れ
に
も
と
つ
く
反
応
と
を
つ
き
と
め
て
ゆ
く
。
そ
の
言
葉
と
言
葉
と
が
噛
み
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
い
わ
ば
自

動的
に
発
展
す
る
人
間
関
係
の
不
可
思
議
さ
が
あ
る
。
（
㊥
゜
窃
ω
）
〉

口
、
篠
田
浩
一
郎
の
、
〈
『
破
戒
』
と
『
明
暗
』
〉
（
『
小
説
は
い
か
に
書
か
れ
た
か
ー
『
破
戒
』
か
ら
『
死
霊
』
ま
で
ー
』
、
岩
波
新
書



（
黄
版
）
呪
、
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
年
）
五
月
）
に
、
次
の
指
摘
が
あ
る
。

　〈
『
明
暗
』
と
い
う
漱
石
の
さ
い
こ
の
小
説
で
企
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
作
中
人
物
た
ち
の
内
部
に
世
界
を
限
定
し
て
彼
ら
の
心
理
を
追

う
こ
と
に
徹
底
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
冒
頭
に
顕
微
鏡
か
ら
の
ぞ
き
こ
ん
だ
お
り
の
細
菌
が
示
さ
れ
る
の
は
象
徴
的
で
あ
り
、

こ
の
小
説
の
総
体
が
人
間
心
理
の
微
細
な
動
き
を
八
百
五
十
倍
に
拡
大
し
て
い
ま
ま
で
の
心
理
小
説
の
境
を
越
え
よ
う
と
い
う
野
心
が
そ

こ
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
㊥
゜
ω
《
）
∨

一
5
7一
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