
二
葉
亭
四
迷
訳
「
あ
ひ
ゴ
き
」
の
鑑
賞

申

野

恵

海

は
し
が
き

　
人
も
知
る
二
葉
亭
訳
の
「
あ
ひ
y
き
」
は
明
治
二
十
一
年
七
・
八
月
「
国
民
之

友
」
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
八
年
後
の
明
治
二
十
九
年
十
月
発
行
の
彼
の
短

篇
集
、
単
行
本
「
片
恋
」
に
は
こ
れ
を
全
面
的
に
改
訳
し
て
収
め
ら
れ
た
。
本
稿

で
は
こ
の
旧
訳
の
国
民
え
友
訳
を
定
本
に
し
て
単
行
本
「
片
恋
」
所
収
の
改
訳
の

方
は
、
旧
訳
の
解
釈
に
役
立
て
る
程
度
の
気
持
で
取
り
上
げ
る
に
と
ど
め
た
。
そ

の
理
由
は
、
本
稿
の
叙
述
の
中
で
申
し
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
そ
れ
か
ら
原
作
者
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
文
学
に
つ
い
て
の
事
で
あ
る
が
、
普
通
、

ロ
シ
ア
文
学
（
大
陸
文
学
）
と
云
え
ば
、
先
ず
ト
ル
ス
ト
イ
、
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス

キ
ー
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
三
作
家
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
等
の
文
豪
達
の
日
本
近

代
文
学
へ
の
受
容
に
つ
い
て
は
そ
れ
だ
け
で
「
つ
の
大
き
な
問
題
な
の
で
簡
単
に

は
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
世
界
的
長
篇
名
作
の
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
る
「
戦

争
と
平
和
」
や
芸
術
的
完
成
度
に
撃
て
は
随
一
だ
と
の
折
紙
つ
き
で
藤
村
も
口
を

　
　
　
　
　
二
葉
亭
四
迷
訳
「
あ
ひ
父
き
」
の
鑑
賞

極
め
て
絶
賛
し
て
い
る
「
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
」
、
　
又
例
の
相
馬
御
風
の
「
カ

チ
ュ
ー
シ
ャ
可
愛
い
や
別
れ
の
辛
ら
さ
」
の
詩
で
喧
伝
も
さ
れ
た
「
復
活
」
を
三

部
作
と
す
る
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
早
く
日
本
国
民
に
紹
介
愛
読
さ
れ
た
の
で
は
あ
っ

た
が
、
他
面
ト
ル
ス
ト
イ
に
は
そ
の
個
性
の
強
い
人
道
主
義
色
の
濃
い
キ
リ
ス
ト
　
9
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

教
思
想
が
い
か
め
し
く
構
え
ら
れ
て
い
て
、
と
て
も
親
し
味
深
く
と
い
う
具
合
に

は
ゆ
か
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
ー
は
と
云
え
ば
又
そ
の
思
想
的

側
面
が
大
変
に
難
解
で
、
早
く
翻
訳
紹
介
さ
れ
た
「
罪
と
罰
」
の
如
き
も
多
分
に

探
偵
小
説
を
読
む
如
き
読
ま
れ
方
を
さ
れ
た
り
し
て
、
と
て
も
「
神
」
に
対
し
て

何
が
罪
な
の
か
、
罰
と
は
何
か
、
が
魂
の
奥
底
に
於
て
問
わ
れ
る
と
い
う
風
な
点

で
は
ひ
ど
く
浅
薄
な
う
け
と
め
方
を
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
に
較
べ
て
、
ツ

ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
元
来
が
ひ
ど
く
詩
人
的
で
あ
り
、
散
文
詩
的
作
品
が
数
多
く
存

し
、
自
然
愛
好
の
気
質
の
濃
い
日
本
人
に
い
ち
早
く
好
ま
れ
た
の
で
、
こ
の
「
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
っ
こ
う

ひ
父
き
」
の
原
本
と
な
っ
た
「
猟
人
日
記
」
の
如
き
誠
に
そ
の
恰
好
の
も
の
だ
っ

た
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ば
が
き

　
こ
の
「
あ
ひ
軽
き
」
の
本
文
の
前
に
、
二
葉
亭
は
二
、
三
行
の
詞
書
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
二
葉
亭
四
迷
訳
「
あ
ひ
罫
き
」
の
鑑
賞

も
の
を
つ
け
、
こ
れ
は
徳
富
（
蘇
峰
）
先
生
の
御
依
頼
で
訳
し
て
見
ま
し
た
な
ど

と
述
べ
、
あ
と
に
、

　
　
一
私
の
訳
文
は
我
な
が
ら
不
思
議
と
ソ
ノ
何
ん
だ
が
、
是
れ
で
も
原
文
は

　
　
極
め
て
面
白
い
で
す
。

と
、
述
べ
て
い
る
が
、
一
寸
意
味
が
通
じ
難
い
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
こ
の
訳
文
は

自
分
で
言
う
の
は
何
だ
が
、
わ
れ
な
が
ら
満
更
悪
い
と
ぽ
か
り
は
言
え
な
い
。
然

し
浅
薄
に
筆
が
す
べ
り
過
ぎ
た
か
も
知
れ
ぬ
点
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
ツ
ル
ゲ

ー
ネ
フ
の
原
文
は
と
て
も
滋
味
深
く
仲
々
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
程
の
意
味
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
当
時
の
日
本
の
近
代
口
語
文
章
は
ま
さ
に
建
設
途
上
の
過
渡
期
そ
の
も
の
で
あ

っ
て
、
当
時
の
作
家
達
は
周
知
の
如
く
、
小
説
そ
の
も
の
の
創
作
に
精
進
す
る
と

同
時
に
、
新
時
代
に
即
応
す
る
自
家
独
特
の
文
章
の
確
立
に
逼
進
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
新
体
詩
の
誕
生
か
ら
そ
の
発
展
完
成
に
於
て
、
西
欧
の

訳
詩
の
果
た
し
た
大
き
な
役
割
同
様
に
、
小
説
作
品
の
翻
訳
文
の
演
じ
た
役
割
に

は
又
測
り
知
れ
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
明
治
二
十
一
年
に
発
表
さ

れ
、
愛
読
さ
れ
た
二
葉
亭
の
国
民
之
友
旧
訳
の
も
つ
意
味
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て

思
う
こ
と
も
あ
っ
て
本
稿
で
は
こ
れ
を
定
本
と
し
た
の
で
あ
る
。

か
き
は
じ
め

　
作
品
の
最
初
は
秋
九
月
中
ば
の
或
る
曇
っ
た
朝
の
林
の
中
が
叙
さ
れ
る
。
そ
の

中
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
か

　
　
一
無
理
に
押
し
分
け
た
や
う
な
雲
問
か
ら
澄
み
て
怜
痢
し
気
に
見
え
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ぜ
そ
ら

　
　
の
眼
の
如
く
に
朗
ら
か
に
晴
れ
た
蒼
空
が
の
ぞ
か
れ
た
。

と
あ
る
の
は
注
目
に
価
す
る
一
文
で
、
雲
間
か
ら
覗
く
青
空
を
「
人
の
眼
の
如
く

に
」
と
述
べ
た
こ
と
は
、
こ
の
文
の
作
者
は
青
い
目
の
人
間
、
即
ち
西
洋
人
だ
と

思
わ
せ
る
こ
と
勿
論
で
、
当
時
の
人
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
が
ら
も
い
ち
早
く
異
国
情

緒
（
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
雰
囲
気
）
を
味
つ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
こ
の
青
年
が
厚
し
の
ぎ
の
便
も
考
え
て
、
樺
の
木
の
根
か
た
で
ひ
と
眠
り

を
や
ら
か
す
と
こ
ろ
の
描
写
が
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
の

　
　
1
地
上
わ
っ
か
離
れ
て
下
枝
の
生
へ
た
、
雨
凌
ぎ
に
な
り
さ
う
な
木
立
を

　
　
見
立
て
x
、
さ
て
其
の
下
に
栖
を
構
へ
、

と
叙
さ
れ
て
い
る
が
、
　
「
地
上
わ
っ
か
離
れ
て
」
と
い
う
の
は
原
文
に
忠
実
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ

あ
ろ
う
が
、
日
本
語
と
し
て
は
「
地
面
か
ら
わ
っ
か
し
か
離
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ

ぬ
　
　
ぬ

か
ら
下
枝
の
生
へ
た
」
と
い
う
方
が
自
然
で
あ
る
。
　
「
栖
を
構
へ
」
と
い
う
の
も

大
げ
さ
で
改
訳
で
は
「
巣
を
作
っ
て
」
と
し
て
い
て
こ
の
方
が
良
い
よ
う
だ
が
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
　
ツ
　
ト

れ
と
て
も
感
心
出
来
な
い
。
現
在
な
ら
寝
床
作
り
を
し
て
と
で
も
言
う
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
ひ
と
眠
り
か
ら
目
覚
め
て
見
た
林
の
中
の
様
子
が
鮮
や
か

に
活
写
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
青
年
が
一
人
の
百
姓
女
ら
し
い
娘
を
見
つ
け
る
。
「
二

十
歩
ぽ
か
り
あ
な
た
」
と
そ
の
巨
離
が
書
か
れ
て
い
る
。
明
治
時
代
の
陸
軍
歩
兵

操
典
に
は
兵
隊
の
　
歩
の
歩
幅
は
七
十
五
糎
と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
凡
そ
十
五
米

に
当
る
。
二
葉
亭
は
訳
出
に
あ
た
っ
て
原
文
に
は
ど
う
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、

そ
れ
位
の
距
離
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
作
品
は
以
後
こ
の
十

五
米
を
へ
だ
て
て
観
察
さ
れ
た
男
女
の
所
謂
「
あ
ひ
ゴ
き
」
の
姿
が
描
か
れ
る
。
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二
　
十
五
米
離
れ
て
の
観
察

　
現
実
を
良
く
観
察
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
写
す
と
い
う
の
が
所

謂
リ
ア
リ
ズ
ム
の
原
則
で
あ
る
。
今
、
や
む
を
得
ぬ
そ
の
場
の
成
り
行
き
か
ら
口

出
し
も
何
も
出
来
な
い
で
観
察
す
る
の
み
と
な
っ
た
こ
の
青
年
、
そ
れ
は
川
端
の

小
説
の
場
合
な
ど
に
よ
く
云
わ
れ
る
視
点
人
物
と
も
云
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

が
、
こ
の
場
合
は
そ
れ
よ
り
も
極
端
で
、
ま
る
で
一
箇
の
カ
メ
ラ
の
如
く
、
見
た

ま
ま
を
読
者
に
伝
え
る
役
目
を
果
た
す
。
こ
の
姿
勢
、
即
ち
こ
の
構
成
、
そ
の
舞

台
設
定
が
今
言
う
リ
ア
リ
ズ
ム
の
典
型
的
な
姿
勢
に
通
う
の
で
、
そ
れ
は
こ
の
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
カ

品
の
性
格
を
決
定
づ
け
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
説
明
を
一
切
せ
ず
、
描
写
に
徹
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
展
開
さ
れ
る
観
察
の
精
細
さ
は
、
又

特
筆
す
る
に
価
す
る
。
娘
の
服
装
、
容
貌
は
勿
論
そ
の
涙
の
流
れ
具
合
に
至
る
ま

で
誠
に
微
妙
精
細
を
極
め
る
。
そ
の
中
の
、
娘
の
眼
を
比
喩
し
た
と
こ
ろ
は
、

　
　
1
涼
し
い
眼
、
牝
鹿
の
も
の
x
や
う
に
を
ど
く
し
た
の
を
ば
、
…
…

と
あ
っ
て
、
娘
の
眼
を
牝
鹿
の
目
と
比
喩
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
相
手
の
男

性
の
そ
れ
は
、

　
　
1
只
さ
へ
少
ひ
さ
な
、
薄
白
く
鼠
ば
み
た
眼
を
細
め
、
…
…

と
あ
っ
て
、
鼠
の
目
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
二
人
が
最
初
顔
を

合
わ
せ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、

　
　
一
先
の
男
が
傍
に
来
て
立
ち
留
っ
て
か
ら
、
漸
く
お
つ
く
頭
を
拾
げ

　
　
て
、
念
ず
る
や
う
に
其
の
顔
を
視
詰
め
た
。

と
い
う
の
が
娘
の
態
度
で
、
男
に
対
す
る
ひ
た
む
き
な
愛
情
に
盗
れ
て
い
る
。
実

　
　
　
　
　
二
葉
亭
四
迷
訳
「
あ
ひ
y
き
」
の
鑑
賞

に
凝
視
こ
そ
は
愛
情
の
最
初
で
あ
り
、
そ
の
最
終
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ

れ
に
対
し
て
男
性
の
方
は
、
さ
ん
ざ
待
た
せ
た
娘
の
前
に
、
ゼ
ス
チ
ャ
ー
た
っ
ぷ

り
な
キ
ザ
な
仕
ぐ
さ
を
し
て
現
わ
れ
、

　
　
t
気
の
無
さ
玉
う
な
眼
を
走
ら
し
て
ヂ
ロ
リ
と
少
女
の
顔
を
見
流
し
て
、

　
　
　
あ
ん
ば
い

と
云
う
塩
梅
で
あ
り
、
そ
の
薄
情
ぶ
り
を
、
く
っ
き
り
さ
せ
て
い
る
。

　
二
人
の
男
女
を
紹
介
す
る
こ
の
青
年
か
ら
の
描
写
、
そ
れ
は
今
も
云
う
カ
メ
ラ

の
如
く
公
平
で
あ
る
べ
き
筈
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
と
か
く
こ
の
娘
に
は
暖
か

く
、
男
性
に
は
辛
辣
で
そ
こ
に
は
一
種
の
ユ
ー
モ
ア
さ
え
た
だ
よ
わ
せ
る
。
そ
し

て
こ
の
書
き
分
け
は
最
後
ま
で
｝
貫
さ
れ
る
。

三
　
話
し
言
葉

　
二
人
の
会
話
の
中
で
、
男
性
が
、

　
　
1
「
ア
ク
！
リ
ナ
」
ち
ヅ
と
寂
れ
か
ら
は
気
を
附
け
る
が
い
瓦
ぜ
、
わ
る

　
　
あ
が
き
も
い
工
加
減
に
し
て
、
を
や
ち
の
云
ふ
事
も
ち
ッ
と
は
聴
く
が
い

　
　
エ
。

と
は
勿
論
親
父
の
す
す
め
る
男
と
早
く
結
婚
し
て
し
ま
え
、
と
い
う
意
味
だ
が
、

娘
の
返
事
の
中
の
、

　
　
i
ア
ノ
始
末
だ
も
の
ヲ
…
…

と
い
う
の
は
少
し
難
解
だ
が
、
こ
れ
は
親
父
の
す
す
め
に
こ
の
娘
が
素
直
に
し
た

が
わ
ぬ
と
こ
ろ
が
ら
起
っ
た
或
る
日
の
騒
動
か
何
か
を
で
も
指
す
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
あ
と
の
と
こ
ろ
で
こ
の
娘
が
自
分
の
行
く
末
を
は
か
な
ん
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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二
葉
亭
四
迷
訳
「
あ
ひ
父
き
」
の
鑑
賞

　
　
一
心
れ
か
ら
先
は
ど
う
な
る
事
か
と
思
ふ
と
心
細
く
ッ
て
く
な
り
や
ア

　
　
　
　
　
　
き
っ
と

　
　
し
な
い
…
…
屹
度
無
理
矢
理
に
お
嫁
に
や
ら
れ
て
…
…
苦
労
す
る
に
違
ひ
な

　
　
い
か
ら
…
…

と
あ
る
の
は
当
時
の
農
民
生
活
を
彷
彿
と
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
、
ゴ
ー
ゴ
リ
の
小
説

に
そ
の
ま
ま
に
出
て
来
る
よ
う
な
絵
に
画
い
た
様
な
貧
農
の
生
活
で
あ
る
。
こ
の

言
葉
の
次
に
男
性
の
、

　
　
1
な
ら
べ
ろ
く
、
た
ん
と
並
べ
ろ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
り
ふ

と
は
又
、
極
端
に
冷
た
い
台
詞
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
考
え
て
み
れ
ば
こ
の
男
性

に
し
て
冷
淡
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
う
に
は
違
い
は
な
い
が
然
し
、
こ
の
娘
の
今
の
境

遇
や
そ
の
将
来
に
対
し
て
誰
が
ど
う
出
来
た
で
あ
ろ
う
か
、
ど
う
仕
様
も
な
い
現

　
　
　
　
の
　
　
　
か

実
が
重
く
伸
し
掛
か
っ
て
来
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
青
年
が
、
自
分
に
思
い
を
寄
せ
る
娘
を
前
に
得
々
と
微
笑
し
な
が
ら
、
大

演
説
を
ぶ
っ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
台
詞
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
一
だ
が
己
を
得
ざ
る
次
第
ぢ
や
な
い
か
？
　
マ
ア
積
ツ
て
も
見
る
が
い

　
　
エ
、
且
那
も
さ
う
だ
が
、
お
れ
に
し
て
も
こ
ん
な
ケ
チ
な
所
に
や
み
ら
れ
な

　
　
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
む

　
こ
の
台
詞
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
「
已
を
得
ざ
る
次
第
」
と
い
う
言

葉
遺
い
は
大
変
に
あ
ら
た
ま
っ
た
、
上
品
な
言
葉
、
或
は
教
養
を
に
お
わ
せ
る
一

種
の
紳
士
言
葉
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
、
次
に
つ
づ
け
ら
れ
た
「
マ
ア
積
ツ
て
も

見
る
が
い
玉
」
と
い
う
言
葉
は
ひ
ど
く
庶
民
的
で
、
こ
の
方
は
↓
種
の
職
人
言
葉

を
思
わ
せ
る
。
そ
し
て
次
に
、

　
　
1
蓋
し
モ
ウ
ぢ
き
に
冬
だ
が
、
田
舎
の
冬
と
い
ふ
や
つ
は
忍
ぶ
可
ら
ず

　
　
だ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

と
あ
る
の
は
又
再
び
文
語
調
の
紳
士
言
葉
に
な
っ
て
い
る
。
今
、
改
訳
の
方
を
見

る
と
す
べ
て
が
巻
き
話
調
の
、
終
始
一
貫
、
労
働
富
岳
の
言
葉
に
統
「
さ
れ
て
い

る
。
原
文
に
関
係
な
く
、
で
は
二
葉
亭
は
こ
の
旧
訳
に
お
い
て
、
何
を
考
え
て
紳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と

士
言
葉
と
労
働
者
言
葉
と
の
混
交
を
は
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
薯
え
ば
こ
ん
な
こ

と
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
青
年
は
得
意
に
な
っ
て
百
姓
娘
の
見
た
こ
と
も
な
い
、

そ
し
て
生
涯
見
る
事
も
か
な
わ
ぬ
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
市
街
の
こ
と
を
述
べ
る
に
あ
た

り
、
大
張
り
切
り
に
張
り
切
っ
て
上
品
な
紳
士
言
葉
で
や
ら
か
そ
う
と
し
た
も
の

の
、
う
ま
く
つ
づ
け
ら
れ
ず
に
職
人
言
葉
の
よ
う
な
平
常
使
い
馴
れ
た
巻
き
舌
調

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
風
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
て
み
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
と
、
筆
者
は
想
像
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
す
ぐ
あ
と
の
と
こ
ろ
で
娘
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
一
な
ぜ
此
頃
わ
そ
う
邪
樫
だ
ら
う
？

と
言
い
、
男
の
方
が
、

　
　
ー
ナ
ニ
此
頃
わ
邪
樫
だ
と
…
…
？
　
ト
何
と
な
く
不
平
さ
う
で
、
此
頃
！

　
　
フ
X
ム
此
頃
！
…
…

　
両
人
と
も
暫
時
無
言
。

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
全
く
こ
の
男
に
惚
れ
切
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
娘
が
、
多
少
と
も
抗
議
を
申
し
込
む
か
た
ち
を
と
っ
た
も
の
で
、
男
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
た

方
で
は
何
よ
り
も
不
平
の
気
持
が
先
ず
頭
を
雪
げ
か
け
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
は

そ
う
は
な
ら
ず
「
此
頃
！
　
フ
x
ム
此
頃
！
」
と
甚
だ
歯
切
れ
悪
く
、
考
え
こ
む

と
い
っ
た
様
子
に
書
か
れ
て
い
る
、
の
は
何
故
か
。
こ
こ
は
、
こ
の
男
の
冷
淡
さ

　
ぬ
　
　
カ

は
此
頃
特
に
ひ
ど
い
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
男
も
自
覚
し
て
い
る
。
い
や
も
っ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
や

想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
（
稽
、
空
想
に
過
ぎ
る
か
も
知
れ
な
い
が
）
筆
者
に
は



此
頃
の
冷
淡
さ
（
不
実
さ
）
に
は
何
ら
か
具
体
的
な
裏
打
ち
、
警
え
ぽ
最
近
他
に

新
し
い
愛
人
が
出
来
た
と
か
何
と
か
そ
ん
な
風
な
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
男
は
こ
の

時
田
舎
娘
と
あ
な
ど
っ
て
い
た
が
女
と
は
案
外
こ
ん
な
こ
と
に
は
鋭
い
も
の
だ
位

の
思
い
が
胸
に
来
て
、
怒
る
べ
き
と
こ
ろ
に
も
心
が
鈍
っ
て
暫
時
無
言
と
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
考
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
娘
の
言
葉
賢
い
に
つ
い
て
一
言
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
全
篇
を
通
し
て

何
と
な
く
二
葉
亭
は
当
時
の
下
町
娘
の
語
調
を
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
「
浮
雲
」
の
お
勢
な
ど
と
一
般
で
あ
ろ
う
。

　
　
1
若
し
さ
う
で
も
な
ツ
た
ら
モ
ウ
わ
た
し
の
事
な
ん
ざ
ア
忘
れ
て
お
仕
舞

　
　
ひ
な
さ
る
だ
ら
う
ネ
！
」

　
　
一
こ
ん
な
に
お
前
さ
ん
の
事
を
思
ふ
の
も
、
聖
徳
つ
く
ぢ
や
な
い
か
ら
…

な
ど
か
ら
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
そ
の
事
が
強
調
さ
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
い
よ

く
の
別
れ
に
臨
ん
で
哀
し
く
訴
え
る
、

　
　
一
今
別
れ
た
ら
ま
た
い
つ
逢
は
れ
る
か
知
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
な
ん
と
か

　
　
一
ト
言
ぐ
ら
ゐ
云
ツ
た
ツ
て
よ
さ
Σ
う
な
も
の
だ
、
何
と
か
一
ト
言
ぐ
ら
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
と
こ
と

　
こ
の
「
｝
ト
言
」
と
い
う
の
を
特
に
改
訳
の
方
で
は
「
一
言
」
と
ル
ビ
を
振
っ

て
い
る
。
こ
の
あ
と
数
箇
所
出
て
来
る
「
一
ト
言
」
も
す
べ
て
「
し
と
こ
と
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま
り

読
ま
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
下
町
娘
の
詑
を
強
調
し
て
い
る
事
で
、
旧
訳
、
改
訳
を

通
じ
て
こ
の
事
に
配
慮
が
あ
る
の
は
二
葉
亭
の
、
こ
の
事
に
関
す
る
思
い
の
深
さ

が
感
じ
と
ら
れ
る
。

二
葉
亭
四
迷
訳
「
あ
ひ
罫
き
」
の
鑑
賞

四
　
花
束

　
篇
中
の
描
写
で
目
立
つ
も
の
の
一
つ
に
花
束
が
あ
る
。
最
初
は
本
当
に
さ
り
気

な
く

　
　
1
草
花
の
束
ね
が
呼
吸
を
す
る
た
び
に
縞
の
ペ
チ
コ
ー
ト
の
上
を
し
っ
か

　
　
に
こ
ろ
が
ツ
て
る
た
。

と
い
う
の
が
最
初
で
、
次
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
き
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え

　
　
1
前
よ
り
は
一
際
低
く
屈
み
な
が
ら
、
ま
た
払
う
に
花
を
択
り
分
け
初
め

　
　
た
。

と
い
う
ふ
う
で
、
娘
が
男
を
待
つ
間
の
手
慰
み
も
の
の
如
く
書
か
れ
る
。
そ
し
て

男
に
会
っ
て
、
頃
合
い
を
み
て
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
2

　
　
i
こ
れ
は
ネ
、
お
前
さ
ん
に
あ
げ
や
う
と
思
ツ
て
摘
ん
で
来
た
の
で
す
　
　
一

　
　
よ
、

　
そ
れ
を
男
は
、

　
　
－
し
ぶ
く
手
を
出
し
て
、
花
束
を
取
ッ
て
、
気
の
無
さ
瓦
う
に
匂
ひ
を

　
　
嗅
い
で
、
…
…
そ
の
花
束
を
指
頭
で
ま
わ
し
は
じ
め
た
。

　
そ
し
て
指
先
で
い
ち
っ
て
い
る
う
ち
に
、

　
　
1
花
束
を
草
の
上
に
取
り
落
し
て
仕
舞
ひ
、
…
…

　
そ
れ
は
遂
に
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
花
束
は
、
男
女
二
人
が
慌
た

だ
し
く
読
者
の
前
か
ら
姿
を
消
し
て
「
あ
ひ
諄
き
」
の
ド
ラ
マ
が
終
了
し
た
後
に

本
作
品
の
説
明
役
、
カ
メ
ラ
の
役
を
演
じ
た
青
年
が
拾
い
あ
げ
、
そ
し
て
最
後
の

一
句
が
置
か
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
二
葉
亭
四
迷
訳
「
あ
ひ
ゴ
き
」
の
鑑
賞

　
　
i
自
分
は
帰
宅
し
た
、
が
可
哀
さ
う
と
思
ッ
た
「
ア
ク
リ
ー
ナ
」
の
姿
は

　
　
久
し
く
眼
前
に
ち
ら
つ
い
て
、
忘
れ
か
ね
た
。
持
帰
ツ
た
花
の
束
ね
は
、
か

　
　
ら
び
た
ま
瓦
で
、
尚
ほ
い
ま
だ
に
秘
蔵
し
て
有
る
…
…

　
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
意
味
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
花
束
は
、
ア
ク
リ
ー
ナ

と
呼
ば
れ
る
田
舎
娘
の
女
心
の
哀
れ
さ
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
る
。
巧
ま
ず
し
て

こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
を
圧
縮
し
、
さ
り
げ
な
く
暗
示
し
て
「
干
か
ら
び
た
ま
ま
秘

蔵
」
さ
れ
る
花
束
を
作
品
中
の
小
道
具
に
し
た
と
こ
ろ
は
作
者
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の

　
　
　
わ
　
ざ

心
憎
き
技
巧
の
冴
え
と
称
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
テ
　
ロ
　
　
マ

五
　
主
　
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
マ

　
そ
れ
で
は
こ
の
作
品
の
主
題
は
何
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
も
は
や
明
白
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
主
題
は
、
愛
情
う
す
き
給
仕
め
い
た
青
年
と
、
そ
れ
と
知
り
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
か
　
な

愛
す
る
こ
と
の
止
め
ら
れ
な
い
百
姓
娘
と
の
或
る
日
の
果
敢
無
い
「
あ
ひ
堆
き
」

の
姿
を
通
し
て
、
　
「
女
こ
こ
ろ
の
哀
し
さ
」
を
描
く
こ
と
、
そ
の
一
つ
の
典
型
を

示
す
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
典
型
と
は
、
時
代
や
民
族
や
風
土
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ち

も
超
越
し
て
存
在
す
る
真
実
の
姿
を
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
描
か
れ
る
キ
ザ
な
薄
情
男
と
愚
か
な
純
情
娘
の
取
り
合
わ
せ
ば
百
年
置

以
前
の
日
本
を
離
れ
た
ロ
シ
ア
の
話
で
は
あ
る
が
、
わ
が
日
本
に
於
て
も
、
万
葉

の
昔
か
ら
源
氏
、
西
鶴
の
時
代
を
経
て
戦
後
の
今
日
の
我
々
の
周
囲
に
も
、
そ
れ

こ
そ
ざ
ら
に
見
受
け
ら
れ
る
男
女
カ
ッ
プ
ル
の
図
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
や
我
々

の
周
囲
と
は
言
う
ま
い
。
我
々
の
内
部
に
そ
れ
は
姿
を
ち
ら
っ
か
せ
て
い
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
誰
れ
が
ア
ク
リ
ー
ナ
の
愚
昧
さ
を
笑
う
事
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

そ
れ
は
遂
に
は
「
愛
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。
　
「
愛
」
と
は
何
と

も
解
ら
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
は
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
人
の
名
言
で
あ
る
。
そ
し
て
文

学
の
永
遠
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
作
品
も
又
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
こ
れ
に
こ
た
え

ん
と
し
て
製
作
さ
れ
た
文
芸
作
品
で
あ
る
。

六
　
自
然
描
写

　
こ
の
作
品
に
は
自
然
描
写
が
三
箇
所
あ
る
。
朝
早
く
青
年
が
猟
に
出
た
林
の

中
、
ひ
と
眠
り
か
ら
目
覚
め
た
清
新
の
気
滋
る
林
の
中
、
最
後
は
相
当
の
時
間
が

経
過
し
て
夕
方
に
近
い
矢
張
り
同
じ
林
の
中
で
あ
る
。
殆
ん
ど
同
じ
風
物
を
魅
力

的
に
描
く
な
ど
極
め
て
難
し
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
筆
は

こ
こ
に
於
て
ま
こ
と
に
周
密
精
到
と
い
う
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
暮
色
た
だ
よ
う

枯
れ
草
に
か
ら
み
つ
い
た
蜘
蛛
の
巣
が
風
に
吹
き
靡
か
さ
れ
て
波
だ
つ
な
ど
そ
の

好
箇
の
例
で
あ
ろ
う
。
古
来
よ
り
自
然
の
情
趣
を
愛
好
す
る
日
本
の
人
々
が
こ

の
、
源
氏
に
も
徒
然
草
に
も
西
鶴
に
も
な
か
っ
た
新
鮮
な
精
緻
な
描
写
に
深
く
魅

了
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
国
木
田
独
歩
が
そ
の
初
期
の
佳
作
「
武
蔵

野
」
（
明
治
三
十
一
年
一
・
二
月
・
国
民
之
友
）
で
、

　
　
i
か
玉
る
落
葉
林
の
美
を
解
す
る
に
至
た
の
は
近
来
の
事
で
、
そ
れ
も
左

　
　
の
文
章
が
大
に
自
分
を
教
え
た
の
で
あ
る
。

と
書
い
て
、
　
「
秋
九
月
中
旬
と
い
ふ
こ
ろ
…
…
」
と
い
う
最
初
の
文
章
か
ら
「
今

ま
雨
に
濡
れ
た
計
り
の
細
枝
の
繁
み
を
漏
れ
て
滑
り
な
が
ら
に
脱
け
て
来
る
の
を

あ
び
て
は
、
キ
う
く
と
き
ら
め
い
た
。
」
　
と
い
う
ま
で
相
当
量
の
文
章
を
引
用

し
、
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1
即
ち
こ
れ
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
書
た
る
も
の
を
二
葉
亭
が
訳
し
て
「
あ

　
　
ひ
び
き
」
と
題
し
た
短
篇
の
冒
頭
に
あ
る
一
節
で
あ
っ
て
、
自
分
が
か
玉
る

　
　
落
葉
林
の
趣
き
を
解
す
る
に
至
っ
た
の
は
此
微
妙
な
叙
景
の
筆
の
力
が
多

　
　
い

と
述
べ
、
次
の
章
で
再
び
引
用
が
あ
る
。

　
　
一
そ
こ
で
自
分
は
今
一
度
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
を
引
く
。

　
　
自
分
は
た
ち
ど
ま
っ
た
、
花
束
を
拾
ひ
上
げ
た
、
そ
し
て
林
を
去
ツ
て
の
ら

　
　
へ
出
た
。

　
こ
の
あ
と
の
文
は
「
誰
だ
か
禿
山
の
向
ふ
を
通
る
と
見
え
て
、
か
ら
車
の
音
が

虚
空
に
響
き
わ
た
ツ
た
…
…
」
ま
で
に
及
び
、
　
「
こ
れ
は
露
西
亜
の
野
で
あ
る

が
、
我
武
蔵
野
の
野
の
秋
か
ら
冬
へ
か
け
て
の
光
景
も
、
凡
そ
こ
ん
な
も
の
で
あ

る
。
」
　
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
箇
所
の
引
用
は
、
分
量
的
に
相
当
な
も
の

で
、
　
「
武
蔵
野
」
の
よ
う
な
短
か
い
自
己
の
作
品
中
に
悠
々
と
引
用
し
て
い
る
の

・
は
こ
せ
こ
せ
し
な
い
独
歩
の
気
質
や
こ
の
作
品
に
傾
倒
す
る
青
年
ら
し
い
気
持
を

よ
く
示
し
て
い
る
。

　
最
後
に
こ
の
作
の
終
り
に

　
　
一
日
没
に
は
ま
だ
半
時
間
も
有
ら
う
に
、
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
の
い
り
　
　
　
　
も
　
　
　
は
ん
と
き

と
い
う
箇
所
が
改
訳
で
は
「
日
没
に
は
最
う
半
時
し
か
有
る
ま
い
」
と
な
っ
て
い

る
の
は
筆
者
に
は
次
く
如
く
思
え
る
。
季
節
は
冬
近
き
秋
、
そ
し
て
物
言
に
愁
色

た
だ
よ
う
夕
暮
れ
で
あ
る
。
こ
の
中
に
愛
す
る
男
に
別
れ
た
娘
が
残
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
へ
　
　
も

「
半
時
間
も
あ
る
」
と
い
う
風
な
余
裕
の
あ
る
述
べ
方
よ
り
も
意
味
は
同
じ
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
わ

「
半
時
し
か
な
い
」
と
い
う
方
が
せ
わ
し
な
く
慌
た
だ
し
い
気
分
が
す
る
。
そ
れ

が
切
な
く
哀
れ
な
田
舎
娘
の
女
心
の
哀
れ
さ
に
よ
く
似
合
う
。
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
二
葉
亭
四
迷
訳
「
あ
ひ
ゴ
き
」
の
鑑
賞

　
独
歩
に
限
ら
ず
、
当
時
の
文
学
愛
好
者
に
こ
の
自
然
描
写
が
大
き
な
影
響
を
与

え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
は
間
違
い
は
な
い
。

む
　
す
　
び

　
思
え
ば
翻
訳
と
い
う
も
の
の
む
ず
か
し
さ
が
今
更
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
下
れ

か
が
、
そ
れ
は
演
奏
老
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
作
曲
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
っ
た

の
作
っ
た
楽
譜
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
解
釈
し
、
そ
の
全
き
姿
を
効
果
的
に
演
奏
し

て
み
せ
る
。
尚
そ
れ
は
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
。
今
「
あ
ひ
ゴ
き
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
ね
ん

の
旧
訳
と
改
訳
を
通
読
し
て
み
て
、
そ
の
味
わ
い
の
違
い
に
驚
ろ
い
た
。
永
年
、

旧
訳
ぽ
か
り
を
読
み
つ
け
て
い
た
の
で
改
訳
の
方
は
、
文
芸
的
興
趣
を
汲
み
と
り

に
く
く
、
大
意
は
通
じ
易
い
様
だ
が
香
気
に
欠
け
る
思
い
が
し
た
。
之
は
勿
論
筆

者
の
個
人
的
主
観
に
よ
る
事
で
は
あ
る
が
、
旧
訳
の
方
は
文
章
の
根
底
に
漢
文
が

あ
り
、
改
訳
は
そ
れ
を
平
易
に
平
易
に
と
心
が
け
た
為
、
語
り
口
が
や
や
低
俗
に

な
り
過
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
細
部
に
於
て
漢
文
体
、
文
語
調
が
露
骨
に

顔
を
出
し
文
意
の
通
じ
に
く
い
欠
点
が
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の
、
通
俗
味
の
勝
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ん

改
訳
よ
り
は
旧
訳
は
格
調
高
く
情
趣
深
き
も
の
と
賞
翫
し
て
い
る
。

　
筆
者
は
「
あ
ひ
黛
き
」
の
旧
訳
に
つ
い
て
そ
の
本
文
の
些
末
な
語
句
ま
で
採
り

上
げ
て
、
ま
る
で
こ
の
訳
文
を
二
葉
亭
の
創
作
で
あ
る
か
の
如
き
取
り
扱
い
方
を

し
た
で
あ
ろ
う
。
あ
の
カ
ー
ル
・
ブ
ッ
セ
の
詩
を
、
上
田
敏
の
訳
「
山
の
あ
な
た

の
空
遠
く
」
で
読
ん
だ
老
の
心
情
は
良
く
解
る
。
そ
う
云
え
ば
あ
の
訳
詩
は
余
り

に
も
流
麗
で
、
人
は
翻
訳
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
上
田
敏
の
創
作
で
あ
る
と
思
い

込
ん
で
い
た
者
が
多
か
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
程
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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二
葉
亭
四
迷
訳
「
あ
ひ
父
き
」
の
鑑
賞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
原
文
を
原
語
で
読
む
に
如
く
は
な
い
。
正
論
で
あ
る
だ
ろ
う
。
然
し
現
実
は
如

　
　
な
ま

か
く
半
や
さ
し
い
も
の
で
は
な
い
。
母
国
語
で
な
い
他
民
族
の
言
語
を
完
全
に
マ

ス
タ
ー
す
る
事
は
容
易
で
は
な
い
。
殊
に
文
芸
作
品
は
云
う
迄
も
な
く
芸
術
作
品

で
あ
っ
て
学
術
書
で
は
な
い
。
誰
れ
か
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
作
品
に
つ
い
て
ど
の
程

度
ま
で
そ
の
芸
術
的
香
気
を
ま
で
了
解
し
之
を
完
全
に
他
国
語
に
翻
訳
す
る
こ
と

が
出
来
る
か
。
繰
り
返
す
。
筆
者
は
明
治
二
十
一
年
に
発
表
さ
れ
た
「
あ
ひ
父

き
」
の
旧
訳
を
一
箇
の
作
品
と
し
て
鑑
賞
し
て
来
た
。
そ
れ
は
独
歩
が
読
ん
で
感

動
し
、
影
響
さ
れ
た
が
如
く
に
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
独
歩
の
こ
と
は
文
学
史
上

の
一
つ
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
を
言
い
そ
え
て
お
わ
り
と
す
る
。

二
二
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