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13 講 演‖「新しい女」の誕生とことば

す
わ
」
の
「
わ
」
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
日
本
語
の
歴

史
と
い
う
立
場
で
検
証
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
い
う
「
わ
」
は
、
今
の
ア
ニ
メ
や
吹
き

替
え
で
、
ど
こ
の
国
の
人
で
も
女
性
が
出
て
き

た
会
話
文
末
に
「
わ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
、
つ
ま

り
こ
の
人
が
女
性
だ
と
教
え
て
く
れ
て
い
る
マ
ー

カ
ー
の
よ
う
な
「
わ
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
で

に
マ
ー
カ
ー
と
化
し
た
文
末
の
「
わ
」
を
ご
覧
に

な
っ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
論
の
方
々
は
、
男
性
が

創
っ
た
女
性
像
に
合
う
こ
と
ば
を
使
わ
さ
れ
て

い
る
と
、
ス
パ
っ
と
論
じ
き
ら
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
日
本
語
の
歴
史
を
、
ま
さ
に
現
場
の
警
察
官

の
聞
き
込
み
同
様
、
い
ろ
い
ろ
と
資
料
を
調
べ
て

お
り
ま
す
と
、
女
性
が
「
わ
」
を
獲
得
す
る
ま
で

は
大
変
な
の
で
す
。
よ
う
や
く
獲
得
し
た
こ
と
ば

を
、
美
禰
子
や
お
延
は
使
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ

の
当
時
、
非
常
に
斬
新
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
た
し

は
じ
め
に

清
水
先
生
の
お
話
が
非
常
に
す
っ
き
り
と
み
な
さ
ま
の
頭
に
は
い
っ
て
い
っ
た

と
こ
ろ
で
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
幕
末
に
ま
で
頭
を
戻
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

維
新
後
の
東
京
市
の
市
民
の
こ
と
ば
と
、
そ
れ
に
先
ん
ず
る
江
戸
の
活
気
が
あ
る

町ま
ち

方か
た

、
町
人
た
ち
の
こ
と
ば
か
ら
は
い
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
語
の
歴
史
を
な
が
め
ま
す
と
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
こ
と
ば
は
時

代
を
創
り
、
ま
た
、
時
代
が
こ
と
ば
を
創
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
の
時
代
を
と
っ
て

も
日
本
語
が
大
き
く
変
化
し
た
と
き
は
、
歴
史
が
動
い
て
お
り
ま
す
。

今
回
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
近
代
日
本
語
の
場
合
は
、
社
会
体
制
上
、

女
性
が
初
め
て
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
明
治
だ
か
ら
〝
新
し
い
女
〞（〝
新
し
い
男
〞

と
言
わ
れ
な
い
の
は
男
は
ず
っ
と
中
心
を
占
め
て
き
た
か
ら
）
と
言
わ
れ
る
の
で

し
ょ
う
が
、
明
治
近
代
国
家
を
支
え
る
男
性
た
る
主
人
公
を
描
い
て
い
る
夏
目
漱

石
の『
三
四
郎
』（
一
九
〇
八
年
）
の
三
四
郎
、『
明
暗
』（
一
九
一
六
年
）
の
津
田
と

互
角
に
対
峙
す
る
（
会
話
を
繰
り
広
げ
る
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
）
ヒ
ロ
イ

ン
の
美
禰
子
や
お
延
を
「
新
し
い
女
」
と
み
な
し
、
彼
女
た
ち
の
こ
と
ば
づ
か
い

（
物
言
い
）
が
い
か
に
し
て
手
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
か
、
文
末
の
「
〜
だ
わ
」「
〜
で
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か
に
、
男
の
人
も
、
新
し
い
女
性
で
「
わ
」
を
使
っ
て
は
っ
き
り
自
分
の
物
言
い
が

で
き
る
の
を
「
素
敵
だ
な
ぁ
」
と
思
っ
た
、
素
敵
だ
と
思
っ
て
く
れ
た
か
ら
、
ど
ん

ど
ん
使
う
し
、
そ
の
下
の
若
い
方
々
も
真
似
て
い
き
ま
し
た
。
若
い
方
は
現
代
の

若
者
、
若
い
お
嬢
さ
ん
た
ち
と
同
じ
で
す
。「
い
や
だ
わ
、
よ
く
っ
て
よ
」
な
ど
、

「
わ
」
を
他
の
表
現
と
組
み
合
わ
せ
て
、
当
時
の
年
配
の
男
性
方
に
「
な
ん
と
い
う

こ
と
ば
づ
か
い
だ
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
ば
も
創
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
ど

ん
ど
ん
使
用
の
広
が
る
一
歩
手
前
の
「
わ
」
に
つ
い
て
、
今
日
お
話
し
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
そ
の
試
み
の
な
か
で
、「
近
代
の
日
本
語
は
こ
う
し
て
で
き
た
」
と
い
う

多
面
性
を
持
つ
タ
イ
ト
ル
の
一
面
に
つ
い
て
、
結
果
論
で
は
な
く
プ
ロ
セ
ス
を
描

き
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

一
　
江
戸
後
期
〜
幕
末
期
の
女
こ
と
ば
　

　
　
そ
の
一
：『
浮
世
風
呂
』よ
り

明
治
期
の
新
し
い
女
に
直
接
つ
な
が
る
の
は
、
江
戸
市
民
で
も
知
識
層
で
あ
ろ

う
と
い
う
こ
と
で
見
て
い
き
ま
す
。
当
時
は
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
、
ビ
デ
オ
が
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
で
き
る
だ
け
会
話
を
忠
実
に
復
元
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
『
浮

世
風
呂
』（
一
八
〇
九
〜
一
三
年
）
か
ら
拾
っ
て
い
き
ま
す
。『
浮
世
風
呂
』
で
、
か

も
子
さ
ん
と
け
り
子
さ
ん
の
よ
う
に
『
万
葉
集
』
を
読
む
よ
う
な
ち
ょ
っ
と
知
識
が

高
い
方
々
は
次
の
よ
う
に
話
し
て
い
ま
す
。

け
り
子
「
ハ
イ
、
見
ま
し
た
。
中
々
手
際
な
事
で
ご
ざ
り
ま
す
。
し
か
し
疑
わ

し
い
事
は
、
あ
の
頃
に
は
ま
だ
ひ
ら
け
ぬ
古
言
な
ど
が
今
の
如
ひ
ら
け
て
、
つ
か

ひ
ざ
ま
に
誤
の
な
い
所
を
見
ま
し
て
は
、
校
合
者
の
添
削
な
ど
も
少
し
は
有
た
か

と
存
ぜ
ら
れ
ま
す
よ
」

か
も
子
「
何
に
い
た
せ
、
女
子
で
あ
の
位

な
文
者
は
珍
ら
し
う
ご
ざ
り
ま
す
。
先
日
も

外
で
消
息
文
を
見
ま
し
た
が
、
い
に
し
へ
ぶ

り
の
か
き
ざ
ま
は
、
手
に
入
っ
た
物
で
ご
ざ

り
ま
す
」

け
り
子
「
さ
よ
う
で
ご
ざ
り
ま
す
。
何
ぞ

著
述
が
あ
っ
た
で
ご
ざ
り
ま
し
ょ
う
ネ
」（
三

編
下
）

「
ま
す
よ
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

「
ご
ざ
り
ま
す
」
は
江
戸
的
で
す
。
そ
し
て
、

終
助
詞
「
よ
」「
ネ
」
な
ど
持
ち
か
け
の
こ
と

ば
が
目
立
ち
ま
す
が
、「
わ
」
は
使
わ
れ
て
お

り
ま
せ
ん
。
も
う
少
し
、
な
ん
と
言
う
ん
で

し
ょ
う
か
、
け
り
子
・
か
も
子
よ
り
知
的
会

話
を
抜
く
と
、
中
流
階
級
の
日
常
会
話
と
し

て
次
の
よ
う
な
も
の
が
耳
に
は
い
り
ま
す
。

▲「
さ
よ
う
さ
。
今
年
は
余
寒
が
強
う
ご
ざ
い
ま
し
て
、
あ
の
ま
ア
雪
を
御
覧

じ
ま
し
な
」

●
「
さ
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
雪
の
所
為
か
し
て
兎
角
病
人
が
多
う
ご
ざ
い
ま

す
よ
」

▲「
さ
や
う
さ
。
い
つ
も
寒
明
に
は
ち
つ
と
づ
ゝ
病
ひ
勝
で
ご
ざ
い
ま
す
。
シ

タ
ガ
お
ま
へ
さ
ん
は
い
つ
も
御
丈
夫
で
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」

●
「
イ
ヱ
モ
ウ
、
是
で
も
病
身
で
ご
ざ
い
ま
す
が
ネ
、（
略
）
至
極
達
者
に
な
り

ま
し
た
」
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▲「
ハ
イ
、
そ
れ
は
お
仕
合
せ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
の
延
寿
丹
は
（
略
）
名
高
い

薬
で
ご
ざ
い
ま
す
の
さ
。
あ
れ
は
一
丁
目
で
ご
ざ
い
ま
し
た
っ
け
。
私
も
暑
寒
に

は
た
べ
ま
す
の
さ
」（
三
編
上
）

こ
こ
で
▲
は
、
六
十
ぢ
か
き
ば
あ
さ
ま
、
●
は
、
そ
れ
よ
り
年
下
の
品
の
良
い

奥
様
で
す
。

六
十
が
〝
ば
あ
さ
ま
〞
だ
っ
た
ら
私
は
何
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、

六
十
ぢ
か
き
ば
あ
さ
ま
と
、
そ
れ
よ
り
年
下
の
品
の
良
い
奥
様
の
会
話
で
す
。

江
戸
こ
と
ば
と
し
て
、
男
女
と
も
特
徴
的
な
「
さ
」
を
用
い
て
い
る
の
が
目
立
ち

ま
す
。
明
治
、
大
正
、
昭
和
も
そ
の
使
用
が
耳
に
立
つ
く
ら
い
す
ご
か
っ
た
。
そ

れ
で
、「
さ
」
を
取
り
除
こ
う
と
い
う
小
・
中
学
校
教
育
活
動
（
ネ
・
サ
・
ヨ
運
動
）

が
な
さ
れ
た
く
ら
い
で
す
。

「
ま
す
」「
ご
ざ
い
ま
す
」
の
敬
語
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
て
い
る
の
は
、
け
り
子
・

か
も
子
と
同
じ
で
す（
た
だ
し
、
け
り
子
・
か
も
子
は
、
さ
ら
に
古
風
で
重
々
し
い

「
ご
ざ
り
ま
す
」
を
使
っ
て
い
る
）。
で
は「
わ
」は
ど
こ
に
隠
れ
て
い
る
の
か
、
同
じ

お
風
呂
に
来
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
階
層
の
女
た
ち
を
見
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
登
場
人
物
の
幅
を
広
げ
て
、
や
っ
と
主
人
の
お
許
し
を
も
ら
っ
て
お
風

呂
に
来
て
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
る
人
々
の
会
話
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

お
べ
か
「
お
猿
ど
ん
、
今
の
を
き
い
た
か
」

お
さ
る
「
ウ
ウ
、
聞
た
は
」

「
は
」
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
明
治
期
の
お
嬢
様
方
が
使

う
「
わ
」
で
は
な
く
、
吐
き
捨
て
る
よ
う
な
「
は
」
で
す
。
で
も
、
こ
れ
こ
そ
元

の「
わ
」
で
す
。
中
世
か
ら
の「
わ
」
な
ん
で
す
。
今
も
大
阪
で
は
続
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
京
都
で
も
若
干
耳
に
し
ま
す
が
中
世
以
来
続
け
ら
れ
て
い
た
語
気
の
強
い

吐
き
捨
て
る
よ
う
な
「
わ
」
で
す
。「
俺
し
ら
ん
ワ
」「
う
ち
知
ら
ん
ワ
」
な
ど
言
う

「
わ
」で
す
。

お
べ
か
「
よ
く
し
ゃ
べ
く
る
婆
さ
ん
だ
の
」

お
さ
る
「
さ
う
さ
婆
は
あ
た
り
め
へ
だ
が
、
金
溜
屋
の
お
か
み
さ
ん
よ
。
人
品

の
能
風
を
し
て
と
ん
だ
目
口
乾
だ
の
。
遊あ
す

ば
せ
の
、
入
ら
ツ
し
ゃ
い
の
と
、
た
べ

つ
け
ね
へ
言
語
を
し
て
も
お
里
が
し
れ
ら
ア
。
…
…
」

こ
こ
で
「
遊あ
す

ば
せ
」
と
い
う
の
は
「
な
に
な
に
遊
ば
せ
」「
ご
め
ん
遊
ば
せ
」
で

す
。
明
治
に
な
っ
て
上
流
家
庭
の
女
性
た
ち
に
使
わ
れ
る
「
遊あ
そ

ば
せ
こ
と
ば
」
の

「
遊
ば
せ
」
で
す
。「
入
ら
ツ
し
ゃ
い
」「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
」、
今
「
い
ら
っ
し
ゃ

い
」
は
ま
だ
使
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
ば
で
す
。
そ
し
て
、「
た
べ
つ

け
ね
へ
言
語
を
し
て
も
お
里
が
し
れ
ら
ア
。
あ
れ
だ
か
ら
奉
公
人
が
居
着
ね
へ
は

な
」
で
は
、「
は
な
」（
ワ
ナ
）
と
い
う
か
た
ち
で
「
な
」
と
合
体
し
て
出
て
き
て
お

り
ま
す
。

お
さ
る
「
マ
ア
、
た
め
し
て
み
な
、
去
年
ま
で
居
た
お
三
ど
ん
は
、
六
十
四
文

ば
か
り
置
い
て
来
た
人
だ
か
ら
久
し
く
辛
抱
も
し
た
ら
う
が
、
あ
の
跡
で
幾
人
出

た
と
お
も
ふ
。
た
っ
た
十
月
ば
か
り
の
間
に
丁
度
五
人
か
は
っ
た
ぜ
」

お
べ
か
「
ど
う
せ
又
、
あ
の
て
や
い
の
気
に
い
ら
う
と
す
れ
ば
直
さ
ま
労
咳
だ
」

お
さ
る
「
し
れ
た
事
さ
。（
略
）
気
散
じ
に
暮
す
方
が
徳
さ
。
針
を
持
う
と
持
め

へ
と
こ
つ
ち
の
量
見
づ
く
だ
。
縫
物
が
出
来
ね
へ
て
打
遣
ら
れ
た
女
も
ね
へ
も
ん

だ
は
な
」（
三
編
上
）

「
は
な
」（
ワ
ナ
）が
出
て
き
て
い
ま
す
。
吐
き
捨
て
る
よ
う
な
「
は
」
と
、
そ
れ
か

ら
ち
ょ
っ
と
持
ち
か
け
る
よ
う
な
「
な
」が
合
体
し
た
も
の
が
見
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

「
ウ
ウ
、
聞
い
た
は
」
の
「
は
」
は
、
驚
い
た
り
、
憤
慨
し
た
り
す
る
と
き
に
下

降
調
で
発
さ
れ
る
強
い
語
気
を
持
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
中
世
か
ら
男
女
区
別
な

く
認
め
ら
れ
る
表
現
で
す
。「
居
着
ね
へ
は
な
」「
ね
へ
も
ん
だ
は
な
」
の
「
は
な
」
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（
発
音
と
し
て
は
「
ワ
ナ
」）
は
、
自
分
の
判
断
を
相
手
に
持
ち
か
け
る
気
持
ち
を
出

す
た
め
に
「
な
」
を
添
え
た
も
の
で
、
完
全
に
吐
き
捨
て
る
よ
う
な
調
子
で
は
あ
り

え
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
少
し
変
貌
し
て
い
ま
す
ね
。「
な
」
が
つ
け
ら
れ
た
。

男
女
共
用
の
「
居
着
け
ね
へ
ぜ
」「
ね
へ
も
ん
だ
ぜ
」
の
「
ぜ
」
よ
り
も
、
や
わ
ら

か
さ
が
あ
り
ま
す
。「
ま
す
」「
ご
ざ
い
ま
す
」
の
敬
語
を
使
わ
ず
、
活
用
語
の
言
い

切
り
や
「
だ
」
を
そ
の
ま
ま
使
う
下
働
き
の
若
い
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
も
、「
〜
は
」

と
言
う
の
は
、
や
は
り
強
す
ぎ
る
の
で
、「
ワ
ナ
」
で
や
わ
ら
か
さ
を
出
し
て
い
た

ら
し
く
、「
そ
の
方
が
さ
つ
ぱ
り
と
し
て
能
は
な
」「
二
朱
と
六
百
い
く
ら
か
足
し

た
は
な
」
と
い
う
の
は
、
相
手
へ
の
歩
み
寄
り
を
表
し
て
お
り
ま
す
。

中
世
の
「
は
」（
ワ
）
が
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
江
戸
時
代
に
起
こ
し

て
、「
ワ
イ
」「
ワ
ノ
」「
ワ
ナ
」「
ワ
イ
ナ
」「
ワ
イ
ノ
」
に
な
り
ま
す
。
特
に
「
ワ
イ

ナ
」「
ワ
イ
ノ
」
の
歴
史
は
古
く
、
近
世
前
期
の
近
松
浄
瑠
璃
作
品
の
女
こ
と
ば
、

作
品
上
、
遊
女
が
多
く
、
花
魁
に
も
認
め
ら
れ
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
ば
を

こ
と
さ
ら
口
真
似
す
る
以
外
は
、
江
戸
の
女
た
ち
は
使
わ
な
い
わ
け
で
す
。
ま
し

て
、「
ワ
イ
ナ
」
や
「
ワ
イ
ノ
」
が
そ
う
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
明
治
の
〝
新
し
い

女
〞
に
な
ろ
う
と
す
る
女
た
ち
は
、
一
旦
遊
女
の
こ
と
ば
づ
か
い
と
し
て
強
く
染

め
上
っ
た
こ
と
ば
を
避
け
て
、
し
か
し
、「
わ
」
の
持
つ
自
己
主
張
性
を
生
か
そ
う

と
、「
わ
」
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
付
加
さ
れ
て
い
た
「
ナ
」（「
イ
ナ
」）

「
ノ
」（「
イ
ノ
」）
を
と
っ
て
こ
と
ば
を
創
っ
て
い
こ
う
と
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

二
　
江
戸
後
期
〜
幕
末
期
の
女
こ
と
ば
　

　
　
そ
の
二
：『
春
色
梅
児
譽
美
』よ
り

『
浮
世
風
呂
』
か
ら
二
〇
年
後
の
作
品
で
、
当
時
の
言
語
世
界
を
見
て
み
ま
す
。

『
春
し
ゅ
ん

色し
ょ
く

梅う
め

児ご

譽よ

美み

』（
一
八
三
二
〜
三
三
年
刊
行
）
は
、
為
永
春
水
（
一
七
九
〇
〜

一
八
四
四
）
の
作
で
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
遊
里
の
世
界
で
す
。
幕
末
か
ら
明
治

期
ま
で
、
遊
里
の
世
界
の
資
料
が
多
く
、
普
通
の
お
嬢
さ
ん
方
の
資
料
が
な
い
の

が
致
命
的
で
す
が
、
こ
こ
に
一
つ
の
言
語
事
実
が
あ
る
と
い
う
立
場
を
こ
れ
か
ら

と
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
作
品
は
昔
の
吉
原
で
は
な
く
、
深
川
の
新
吉
原
で
す
。
深
川
周
辺
の
花
魁

此こ
の

糸い
と

さ
ん
と
お
長
さ
ん
で
す
。
お
長
さ
ん
は
置
屋
の
娘
で
、
多
少
遊
里
に
足
を

突
っ
込
ん
で
い
ま
す
が
、
町
屋
の
お
嬢
さ
ん
と
似
た
性
格
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

今
は
自
分
の
生
家
が
没
落
し
て
、
身
に
つ
け
た
お
稽
古
事
の
娘
浄
瑠
璃
（
義
太
夫
）

な
ん
か
で
身
を
立
て
て
お
り
ま
す
。
こ
の
身
を
立
て
る
―
―
自
立
す
る
女
で
あ
る

こ
と
も
、
ち
ょ
っ
と
頭
に
と
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
方
の
此
糸
さ
ん
は

「
は
ネ
」（
ワ
ネ
）
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。

此
「
ナ
ニ
サ
お
案あ
ん

事じ

で
な
い
。
ど
ふ
か
し
て
法
を
か
い
て
爰
を
身み

抜ぬ
け

を
さ
せ
も

ふ
す
、
手て

段だ
て

も
ま
た
あ
り
ま
せ
う
は
ネ
。
か
な
ら
ず
（
略
）
用
を
足た
し

な
ん
し
ヨ
。

（
略
）
往い
き

な
ん
し
ヨ
。
か
な
ら
ず
案
事
な
ん
す
な
エ
」　

此
「
し
げ
り
や
な
ん
だ
其
口

は
。
お
長
さ
ん
早
く
下
へ
往
な
ん
し
ヨ
。
何
も
こ
わ
い
こ
と
は
お
ざ
ん
せ
ん
は
ネ
」

（
初
編
二
）

そ
の
「
は
ネ
」
が
、
こ
の
時
代
、
お
べ
か
さ
ん
た
ち
の
「
わ
な
」
と
同
じ
よ
う
に

使
わ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
こ
の
セ
リ
フ
の
あ
い
だ
に
は
い
っ
た
、

長
「
ハ
イ
お
あ
り
が
た
ふ
夫そ
れ

じ
や
ア
下
に
往い
き

ま
す
ヨ
」

の
「
よ
」
を
使
っ
た
一
言
が
と
て
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
此
糸
さ
ん
と
お
長
さ
ん
が
二

階
で
話
し
て
い
た
の
で
、
下
の
階
段
を
上
が
っ
て
き
た
遊
里
の
世
界
の
女
の
子
―

―
禿か
む
ろが
、

「
ヲ
ヤ
お
長
さ
ん
今
下
の
方
で
た
い
そ
ふ
呼
で
い
ま
す
ヨ
。
は
や
く
裏
梯
子
か
ら
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下
り
て
お
出
な
ま
し
」

と
声
を
か
け
ま
す
が
、
こ
の
「
な
ま
し
」
は
、
遊
里
こ
と
ば
で
す
。
つ
づ
い
て
、
禿

は
、「

ア
ノ
意
地
悪
根
性
が
お
そ
ろ
し
い
顔
を
し
て
お
ま
は
ん
を
呼
ま
す
は
。
顔
が
憎

い
ヨ
」

と
言
い
ま
す
。
こ
こ
で
、「
呼
び
ま
す
は
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
今
、
私
が
言
っ

た
「
は
」
は
、
現
代
の
「
わ
」
に
近
づ
け
て
、
ち
ょ
っ
と
音
を
上
げ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
け
っ
し
て
吐
き
捨
て
る
よ
う
な
「
は
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、

「
ま
す
」
が
つ
い
て
い
ま
す
。「
ま
す
」
と
言
っ
た
と
き
、「
は
」
っ
て
、
吐
き
捨
て

る
よ
う
に
言
え
ま
せ
ん
か
ら
、
ど
う
し
て
も
や
わ
ら
か
い
ト
ー
ン
が
つ
い
た
と
思

い
ま
す
。
こ
の
ト
ー
ン（
音
調
・
抑
揚
）
が
、
の
ち
の
ち
明
治
に
は
い
っ
て
美
禰
子

さ
ん
や
お
延
さ
ん
が
使
う
「
わ
」
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
あ
と
三
〇
年
ほ
ど
の
あ

い
だ
に
高
め
に
や
さ
し
げ
に
発
さ
れ
る
ト
ー
ン
に
な
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
の
音
声
資
料
は
残
さ
れ
て
な
い
の
が
残
念
で
す
。

他
に
も
例
が
ご
ざ
い
ま
す
。
侠
気
の
女
髪
結
い
小
梅
の
お
由
さ
ん
は
も
と
遊
女

で
す
。
や
っ
ぱ
り
遊
女
が

絡
ん
で
き
ま
す
が
、
こ
の
人

は
、〝
お
あ
姉
さ
ん
〞
み
た

い
に
気キ
ッ
プ風

が
よ
い
の
で
す
。

自
立
し
て
髪
結
い
と
し
て
働

い
て
い
ま
す
。
そ
の
人
が
、

愛
し
慕
い
続
け
た
籐
兵
衛
さ

ん
に
、

由
「
そ
ふ
や
さ
し
く
被
仰

と
真
に
嬉
し
く
思
ひ
ま
す
け
れ
ど
、
ど
ふ
も
お
ま
へ
さ
ん
方
に
限
ら
ず
、
男と
の
が
た

子
達

と
い
ふ
も
の
は
浮う
わ
き薄
な
も
の
だ
か
ら
、
い
と
ど
お
も
ひ
が
ま
す
や
う
な
こ
と
が
、

こ
の
末
と
も
に
有
ふ
か
と
案
じ
ら
れ
ま
す
は
」（
三
篇
九
）

と
、
や
は
り
「
ま
す
」
を
と
も
な
っ
た
「
は
」
を
使
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、「
わ
」
っ

て
言
い
ま
し
た
が
、
私
の
言
う
「
わ
」
よ
り
、
も
う
少
し
固
い
部
分
が
あ
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
愛
す
る
人
に
対
し
て
、
自
分
の
心
を
切
々
と
訴
え
つ
つ
丁
寧
の

「
ま
す
」
を
使
っ
て
い
ま
す
。
禿
よ
り
年
長
で
、
髪
結
い
と
い
う
自
立
し
た
江
戸
の

職
業
婦
人
の
使
用
し
た
過
渡
期
の
「
〜
わ
」
と
し
て
記
憶
に
と
ど
め
た
い
と
思
い
ま

す
。

三
　
明
治
前
期
の
女
こ
と
ば

　
　『
当
世
書
生
気
質
』『
辰
巳
巷
談
』よ
り

明
治
期
に
は
い
り
、
坪
内
逍
遥
著
『
当と
う

世せ
い

書し
ょ

生せ
い

気か
た
ぎ質
』（
一
八
八
五
〜
八
六
年
）

と
泉
鏡
花
著
『
辰
巳
巷
談
』（
一
八
九
八
年
）
か
ら
お
話
し
し
ま
す
。

『
当
世
書
生
気
質
』
の
例
も
遊
里
の
女
性
絡
み
で
、
資
料
的
に
は
偏
る
よ
う
で
困

る
の
で
す
が
、
当
時
、
家
が
没
落
し
女
性
が
自
分
の
身
を
立
て
よ
う
と
思
う
と
、

芸
子
さ
ん
に
な
る
と
か
、
遊
里
に
近
い
所
で
稼
が
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
社

会
的
事
情
を
私
は
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
世

界
で
、
元
は
い
い
と
こ
ろ
の
お
嬢
様
が
苦
労
し
て
自
活
し
て
自
分
の
意
思
を
、
混

乱
す
る
明
治
の
社
会
で
自
分
の
考
え
を
主
張
す
る
と
き
に
、
明
治
新
政
府
の
長
州

や
薩
摩
、
あ
る
い
は
山
形
か
ら
来
た
官
吏
の
方
々
と
出
会
わ
れ
、
そ
こ
に
恋
が
生

じ
る
と
正
式
な
奥
様
と
し
て
家
に
は
い
り
、
そ
こ
が
明
治
の
新
し
い
お
嬢
様
方
の

ご
家
庭
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
ド
ラ
マ（
物
語
）
で
は
な
く
、
現
実
に
実
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数
も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。『
当
世
書
生
気
質
』
の
明
治
一
八
年
第
一
回
に
お
け

る
数
寄
屋
橋
か
新
橋
あ
た
り
の
芸
妓
田
の
次
と
、
姉
さ
ん
格
の
園
の
会
話
を
見
て

み
ま
す
。

園
「
ヘ
ン
、
い
や
に
老
こ
ん
だ
ナ
。
田
の
次
は
ど
う
だ
」

田
の
次
「
姉
さ
ん
が
や
ら
な
け
り
や
ア
、
妾
だ
つ
て
否
で
す
ワ
。
男
三
人
に
女

一
人
で
は
、
ど
う
せ
叶
や
ア
し
ま
せ
ん
も
の
」

あ
ら
ぬ
想
像
は
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
。
同
席
す
る
そ
の
三
人
の
客

は
、
銀
行
頭
取
風
（
四
三
、四
歳
）、
銀
行
役
員
風
（
三
五
、六
歳
）、
青
年
弁
護
士

（
二
六
、七
歳
）
で
あ
り
、
上
客
相
手
の
芸
妓
で
す
。
そ
う
そ
う
た
る
当
時
の
社
会

を
担
う
人
々
に
対
し
て
言
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
田
の
次
さ
ん
の
「
ワ
」
は
、

『
三
四
郎
』の
ヒ
ロ
イ
ン
美
禰
子
さ
ん
の
と
同
じ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
時
代
に
あ
っ
て
も
、
田
の
次
さ
ん
と
同
じ
よ
う
な
年
代
で
も
う
少
し

遊
里
に
近
い
方
だ
と
、「
ワ
ナ
」
と
同
時
に
「
ワ
」
を
使
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
例
が
、

次
の
新
造
お
秀
と
娼
妓
顔
鳥
の
会
話
で
す
。

秀
「
モ
シ
お
い
ら
ん
。
吉
さ
ん
が
け
へ
る
け
へ
る
と
お
い
ひ
な
す
ッ
て
、
し
や

う
が
あ
り
ま
せ
ん
ヨ
。」

顔
「
よ
い
ヨ
、
お
帰
り
な
さ
る
な
ら
お
帰
し
申
す
が
い
ゝ
わ
ナ
。
あ
れ
ほ
ど
訳

を
い
つ
て
も
不
解
で
、
お
腹
を
お
た
ち
な
さ
る
ん
だ
か
ら
仕
方
な
い
ワ
。」（
第
七

回
）江

戸
風
な
「
わ
ナ
」
が
出
て
き
ま
す
。
こ
う
な
る
と
、
私
が
「
ワ
」
っ
て
ち
ょ
っ

と
や
わ
ら
か
み
を
つ
け
て
今
読
ん
だ
も
の
よ
り
も
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
だ
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
な
に
ぶ
ん
録
音
資
料
が
な
い
の
で
…
…
。「
わ
ナ
」
と
「
ワ
」
が
同

居
し
て
い
る
例
で
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
な
り
ま
し
た
。

も
う
一
つ
の『
辰
巳
巷
談
』（
明
治
三
一（
一
八
九
八
）
年
）
は
、
洲
崎
の
遊
女
胡

蝶
の
悲
劇
を
扱
う
と
て
も
面

白
い
小
説
で
す
が
、
胡
蝶
さ
ん

は
、「
鼎
さ
ん
が
、
ぶ
た
れ
る

ん
だ
わ
、
私
や
何
う
し
よ
う
」

「
だ
ッ
て
、
逢
い
た
い
わ
！
」

と
、
言
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
、「
だ
」
と
か
、
言
い
切

り
の
「
た
い
」
に
つ
い
て
、「
で

す
」「
ま
す
」
に
は
つ
い
て
い
ま

せ
ん
が
、
こ
れ
は
、
吐
き
捨
て

る
よ
う
な
「
わ
」
で
は
な
く
、
相
手
に
、
ほ
ん
と
に
訴
え
た
い
「
わ
」
に
な
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

今
、「
わ
」
を
一
つ
と
っ
て
見
て
き
ま
し
た
が
、
資
料
の
偏
り
が
あ
る
と
言
わ
れ

れ
ば
、
こ
れ
以
上
進
め
ま
せ
ん
が
、
で
も
当
時
、
男
性
と
伍
し
て
女
性
が
こ
と
ば

を
言
え
た
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
出
来
た
）
の
は
、
遊
里
の
世
界
と
、
遊
里
の
世

界
の
周
辺
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
は
む
し
ろ
居
直
っ
て
、
こ
こ
に
女
性
の
主
張
す

る
場
が
あ
る
の
で
、
会
話
文
と
し
て
反
映
さ
れ
て
い
る
と
逆
に
言
い
た
い
わ
け
で

す
。さ

き
ほ
ど
か
ら
自
立
す
る
と
い
う
語
を
使
っ
て
お
り
ま
す
が
、
髪
結
い
さ
ん
も

自
立
し
て
い
ま
す
。
田
の
次
さ
ん
も
家
が
没
落
し
て
、
後
に
主
人
公
と
結
婚
し
て

い
く
の
で
し
ょ
う
が
、
芸
妓
さ
ん
見
習
い
み
た
い
な
こ
と
を
し
な
が
ら
自
立
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
遊
女
た
ち
は
、
生
活
の
た
め
身
売
り
を
さ
れ
た
娘
が
多
く
い

ま
し
た
。
も
と
も
と
貧
し
い
家
の
娘
の
ほ
か
に
、
没
落
し
た
豪
商
、
医
師
、
武
家

の
娘
も
多
く
、
そ
の
う
ち
幾
人
か
は
、
史
実
の
伝
え
る
と
お
り
、
幕
末
か
ら
明
治
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に
か
け
て
、
明
治
新
政
府
の
要
人
た
ち
の
妻
と
な
り
明
治
の
上
流
社
会
を
担
い
ま

し
た
。
芸
妓
も
、
家
の
没
落
に
よ
り
芸
は
身
を
助
け
る
の
諺
通
り
自
活
の
道
と
し

て
選
ば
れ
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
女
た
ち
が
生
家
で
使
い
、
遊
郭
、
あ
る
い

は
、
芸
妓
置
屋
で
使
っ
て
い
た
こ
と
ば
は
、
物
言
い
の
さ
ら
な
る
洗
練
さ
（
特
に
、

最
終
語
尾
の
や
わ
ら
か
な
上
昇
化
）
が
加
わ
れ
ば
、
融
合
し
た
状
態
で
世
間
に
通

用
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
〜
わ
」
も
「
〜
よ
」「
〜
こ
と
」「
〜
も
の
」
と

と
も
に
、
お
嬢
様
が
若
者
こ
と
ば
と
し
て
上
・
中
流
階
級
の
家
々
で
使
い
、
さ
ら

に
、
そ
の
娘
で
あ
る
〝
お
嬢
様
〞
に
使
わ
れ
、
お
嬢
様
は
若
者
こ
と
ば
と
し
て
、
さ

ら
に
「
し
ら
な
い
わ
。
よ
く
っ
て
よ
」
な
ど
と
い
う
〝
自
分
た
ち
の
あ
る
べ
き
姿
〞

に
見
合
っ
た
表
現
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

四
　
言
文
一
致
運
動
の
頃『
浮
雲
』の
場
合

こ
こ
で
、
時
代
的
に
は
先
に
話
し
た
こ
と
と
重
な
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
清
水

先
生
の
お
話
に
も
で
た
「
言
文
一
致
運
動
」
は
、
こ
の
「
わ
」
に
は
直
接
か
か
わ
り

ま
せ
ん
が
、
二
葉
亭
四
迷
（
一
八
六
四
〜
一
九
○
九
）
の
言
文
一
致
作
品
で
あ
る

『
浮
雲
』（
明
治
二
○
（
一
八
八
七
）
年
）
に
「
わ
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
お
勢
さ
ん

が
母
親
の
お
政
と
か
わ
す
一
連
の
会
話
か
ら
「
わ
」
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。「

だ
け
れ
ど
も
本
田
さ
ん
ハ
学
問
ハ
出
来
な
い
や
う
だ
ワ
」

別
の
ち
ょ
っ
と
お
い
て
、

「
そ
れ
は
不
運
だ
か
ら
仕
様
が
な
い
ワ
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
お
そ
ら

く
、
私
は
「
わ
」
っ
て
丸
み
を
帯
び
て
言
い
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
「
わ
」
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

こ
の
会
話
で
お
母
さ
ん
の
お
政
さ
ん
は
、
娘
に
対
し
て
「
わ
」
は
使
っ
て
い
ま
せ

ん
。
お
母
さ
ん
は
当
然
幕
末
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
田
昇
と
い
う
官

吏
と
話
す
と
き
は
、「
わ
」
を
使
っ
て
い
ま
す
。

「
虚
言
ぢ
や
な
い
ワ
真
実
だ
ワ
（
略
）
此
様
な
邪
見
な
子
を
持
ツ
た
か
と
思
ふ
と

シ
ミ
ジ
ミ
悲
し
く
な
り
ま
す
ワ
」

と
、
明
治
の
山
の
手
こ
と
ば
、
つ
ま
り
、
自
分
の
品
格
を
保
つ
、
で
き
る
だ
け

ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
で
は
な
く
て
、
や
わ
ら
か
い
言
い
方
を
し
た
い
と
思
っ
た
と
き

に
、「
わ
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
ま
す
。
今
も
あ
る
こ
と
で
す
ね
。
娘
の
言
語
状
態
に

母
親
が
合
わ
す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
田
に
同
情
を
得
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
す
。
娘
の
悪
口
を
言
い
つ
つ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
、
娘
と
結
婚

さ
せ
た
い
本
田
に
す
り
よ
ろ
う
と
す
る
母
親
が
使
っ
て
お
り
ま
す
。

五
　
新
し
い
女
の
誕
生
、
漱
石
作
品
の
女
た
ち

ち
ょ
っ
と
ス
ペ
ー
ス
が
な
く
て
レ
ジ
ュ
メ
に
は
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
私
が
す
で
に
発
表
し
て
お
り
ま
す
『
女
こ
と
ば
は
ど
こ
へ
消
え
た
か
？
』

（
光
文
社
新
書
）
と
『『
明
暗
』
夫
婦
の
言
語
力
学
』（
東
海
教
育
研
究
所
）
の
な
か

か
ら
読
み
上
げ
て
い
き
ま
す
。
前
者
に
は
、『
三
四
郎
』（
明
治
四
一（
一
九
○
八
）

年
）
を
中
心
と
す
る
い
く
つ
か
の
漱
石
作
品
が
、
後
者
で
は
『
明
暗
』（
大
正
五

（
一
九
一
六
）
年
）
が
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

漱
石
の
作
品
を
若
い
頃
か
ら
お
読
み
に
な
ら
れ
て
い
る
年
代
の
方
々
が
大
勢
お

ら
れ
る
の
で
、
ど
う
ぞ
思
い
出
し
つ
つ
お
聞
き
く
だ
さ
い
。
と
て
も
よ
い
場
面
で

す
。
一
度
め
は
帝
大
構
内
の
池
で
、
二
度
め
は
病
院
で
す
れ
ち
が
っ
た
三
四
郎
と

美
禰
子
さ
ん
が
、
広
田
先
生
の
引
っ
越
し
の
手
伝
い
で
初
め
て
会
い
ま
す
。
そ
し
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て
、
掃
除
が
あ
る
程
度
終
わ
っ
て
、
二
階
で
窓
を
見
な
が
ら
、
青
い
空
に
「
雲
が

浮
い
て
い
る
」
の
を
共
に
見
つ
め
る
と
い
う
と
て
も
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
場
面
で
す
。

そ
こ
で
、
三
四
郎
さ
ん
が
美
禰
子
さ
ん
の
許
婚
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
野
々
宮
さ

ん
の
受
け
売
り
で
、
ち
ょ
っ
と
科
学
的
な
こ
と
を
言
う
と
、「
あ
ら
そ
う
」
と
美
禰

子
さ
ん
は
言
う
の
で
す
が
、「
雪
じ
ゃ
つ
ま
ら
な
い
わ
ね
」
と
、
否
定
を
許
さ
ぬ
調

子
で
言
い
、「
雲
は
雲
で
な
く
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
わ
」
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ

れ
は
彼
女
の
三
四
郎
に
対
す
る
本
当
の
心
情
の
吐
露
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

自
分
の
返
事
次
第
に
よ
っ
て
は
、
雲
が
雪
の
も
と
な
ん
て
い
っ
た
野
々
宮
さ
ん
へ

の
心
情
の
近
よ
り
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
こ
で
絶
対
そ
う
し
た
く
な

い
。
一
生
懸
命
考
え
る
わ
け
で
す
。
そ
の
と
き
に
、「
雲
は
雲
で
な
く
っ
ち
ゃ
い

け
な
い
」
と
言
う
彼
女
の
三
四
郎
に
対
す
る
恋
の
告
白
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
と
き
、

「
わ
」
を
つ
け
て
お
り
ま
す
。
女
だ
か
ら
文
末
に
「
わ
」
を
つ
け
て
お
く
な
ど
と
い

う
「
わ
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
の
す
ご
く
選
ん
だ
末
の
「
わ
」
で
す
。
そ
の
き
っ

ぱ
り
と
し
た
主
張
を
汲
ん
で
、
三
四
郎
は
「
な
ぜ
で
す
」
っ
て
聞
い
て
い
ま
す
。

「
何な

故ぜ

で
も
、
雲
は
雲
で
な
く
つ
ち
や
不い

可け

な
い
わ
。
か
う
し
て
遠
く
か
ら
眺
め

て
ゐ
る
甲
斐
が
な
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」

美
禰
子
は
、
は
っ
き
り
理
論
の
元
に
使
っ
て
お
り
ま
す
。
女
だ
か
ら
「
わ
」
を
入

れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。『
三
四
郎
』
全
編
を
見
て
も
、
物
語
展
開
上
で
重
要

な
場
に
し
か
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

『
三
四
郎
』
を
し
っ
か
り
読
む
前
ま
で
は
、
漱
石
は
会
話
に
関
し
て
は
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
、
私
も
「
そ
う
か
な
ぁ
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

と
ん
で
も
な
い
。
や
っ
ぱ
り
よ
く
漱
石
は
観
察
し
て
い
ま
す
。
会
話
だ
け
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
に
し
た
な
ん
て
あ
り
え
ま
せ
ん
。
よ
く
観
察
し
、
登
場
人
物
の
こ
と
ば

と
し
て
選
ん
で
き
て
い
る
な
と
思
い
ま
す
。

別
の
場
面
で
す
。
グ
ル
ー
プ
で
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
い
き
ま
す
。
三
四
郎
の
友
人
の

与
次
郎
―
―
寅
さ
ん
み
た
い
な
役
回
り
の
男
性
が
「
バ
ス
ケ
ッ
ト
を
車
夫
に
持
た

せ
て
来
た
の
だ
ろ
う
」
と
聞
く
と
、
美
禰
子
は
「
車
夫
は
今け

日ふ

は
使
に
出で

ま
し
た
。

女
だ
つ
て
此
位
な
も
の
は
持
て
ま
す
わ
」
と
答
え
て
い
ま
す
。

自
分
が
女
性
と
し
て
男
性
に
伍
し
て
日
常
を
動
い
て
い
る
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
を

し
た
い
。
こ
れ
を
誰
に
聞
か
せ
た
い
の
か
と
言
う
と
、
与
次
郎
と
共
に
い
る
三
四

郎
に
で
す
。
そ
し
て
、「
ど
う
で
す
里
見
さ
ん
、
あ
な
た
の
所
へ
で
も
食ゐ
さ
う
ろ
う客に
置
い

て
呉
れ
ま
せ
ん
か
」
と
、
自
分
の
妹
を
置
い
て
く
れ
な
い
か
と
野
々
宮
に
言
わ
れ

た
と
き
、「
何い

時つ

で
も
置
い
て
上あ

げ
ま
す
わ
」
っ
て
言
う
ん
で
す
。
こ
れ
、「
何
時

で
も
置
い
て
上
げ
ま
す
」
で
切
ら
な
い
で
「
わ
」
を
入
れ
た
の
は
、
こ
う
言
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
三
四
郎
が
ど
う
反
応
し
て
く
る
か
、
す
ご
く
見
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

一
つ
ひ
と
つ
見
て
い
け
ば
、
名
場
面
名
場
面
に
全
部
「
わ
」
が
使
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
で
も
、
た
と
え
ば
、
今
話
し
ま
し
た
野
々
宮
さ
ん
の
妹
は
女
学
生
で
す
か
ら
、

当
時
の
流
行
語
と
し
て
「
わ
」
を
使
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
読
ん
で
文

脈
か
ら
見
て
い
く
と
、
こ
こ
は
そ
の
乗
り
で
使
っ
て
い
る
な
と
、
識
別
可
能
な
範

囲
で
す
。

三
四
郎
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
き
ま
す
。

『
明
暗
』
の
旦
那
さ
ん
の
津
田
さ
ん
、
気
む
ず
か
し
い
人
で
す
。
性
格
的
に
は
漱

石
を
モ
デ
ル
に
し
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
背
が
高
く
て
、
美
男

子
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
外
見
的
設
定
は
、
漱
石
の
自
画
像

に
近
い
と
や
り
に
く
い
か
ら
、
自
分
と
逆
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
入
れ
こ
ん
だ
感
じ

が
し
ま
す
。

京
都
に
住
ん
で
い
る
お
父
さ
ん
か
ら
の
手
紙
を
津
田
さ
ん
は
待
っ
て
い
た
ん
で

す
。
そ
し
て
、
津
田
さ
ん
が
、
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「
御
父
さ
ん
か
ら
ま
だ
手
紙
は
来
な
か
っ
た
か
ね
」

と
聞
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
奥
さ
ん
の
お
延
さ
ん
は
、

「
い
い
え
来
れ
ば
何
時
の
通
り
御
机
の
上
に
載
せ
て
置
き
ま
す
わ
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
わ
」
は
、「
あ
な
た
そ
ん
な
こ
と
言
う
け
ど
、
私
は
絶

対
に
ち
ゃ
ん
と
郵
便
箱
の
な
か
を
見
て
い
る
」「
郵
便
箱
に
な
か
っ
た
ん
だ
か
ら
机

に
載
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
！
」
と
い
う
、
険
し
い
物
言
い
で
あ
り
、
女
ら
し
い

や
わ
ら
か
さ
だ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。「
こ
れ
か
ら
議
論
に
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い

わ
よ
」
っ
て
い
う
感
じ
の
「
わ
」
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
二
人
の
夫
婦
の
会
話
は
険
悪
な
も
の
が
多
い
。
こ
ん
な
陰
険
な
夫
婦
は
し
ん

ど
い
だ
ろ
う
な
と
思
う
く
ら
い

で
す
。
旦
那
さ
ん
が
遅
く
帰
っ

て
き
た
と
き
、
鍵
を
閉
め
て
い

た
か
ら
怒
っ
た
ん
で
す
ね
。
今

と
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
。
今
、

合
い
鍵
を
持
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

す
ぐ
は
い
れ
ま
す
が
、
当
時
は

そ
う
じ
ゃ
な
い
。

「
待
っ
て
た
も
の
が
な
ん
で

門
な
ん
か
締
め
る
ん
だ
。
物
騒

だ
か
ら
か
ね
」

「
い
い
え
。
―
―
あ
た
し
門

な
ん
か
締
め
や
し
な
い
わ
」

「
だ
っ
て
現
に
締
ま
っ
て
い

た
じ
ゃ
な
い
か
」

「
時と
き

が
昨ゆ
う
べ夕
締
め
っ
放
し
に
し
た
ま
ん
ま
な
の
よ
、
き
っ
と
。
い
や
な
人
」

「
時
」
と
い
う
の
は
女
中
さ
ん
で
す
。

「
時
は
ど
う
し
た
い
」

「
ど
う
し
た
い
」
は
、
江
戸
こ
と
ば
で
す
。
江
戸
の
名
残
り
が
あ
り
ま
す
。「
ど

う
し
た
い
」
っ
て
旦
那
さ
ん
が
聞
く
と
、
お
延
さ
ん
は

「
も
う
先さ
っ
き刻

寝
か
し
て
や
っ
た
わ
」

と
応
じ
ま
す
。「
私
が
寝
か
し
た
ん
だ
か
ら
、
こ
れ
以
上
、
あ
な
た
の
権
限
で
起

こ
す
必
要
は
な
い
！
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
文
末
に
「
わ
」
を
使
っ
た
。
夫
へ
の

最
後
通
告
で
す
。
そ
の
よ
う
な
強
さ
を
持
つ「
わ
」
で
す
。
そ
の
よ
う
な
「
わ
」
が
、

自
己
主
張
す
る
に
は
便
利
で
よ
い
と
し
て
ど
ん
ど
ん
使
わ
れ
、
そ
の
自
己
主
張
す

る
女
た
ち
を
、
い
い
な
ぁ
と
思
い
始
め
た
男
性
た
ち
の
言
語
環
境
が
あ
り
ま
す
。

新
し
い
女
と
し
て
、
自
分
の
意
見
を
は
っ
き
り
言
え
る
女
た
ち
を
、
い
い
な
ぁ
っ

て
持
ち
上
げ
る
男
性
の
眼
―
―
そ
れ
が
、「
〜
わ
」
を
助
長
さ
せ
た
と
す
る
と
、
そ

こ
か
ら
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
論
が
扱
う
問
題
に
踏
み
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
。

「
〜
わ
」
は
、
ど
ん
ど
ん
使
わ
れ
ま
す
。
大
正
、
大
正
一
五
年
間
は
短
い
で
す
よ

ね
。『
明
暗
』
は
大
正
に
は
い
っ
て
か
ら
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
昭
和
後

期
に
な
る
と
、
も
う
マ
ー
カ
ー
と
し
て
の
機
能
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
日
常
で
使
う

私
の「
わ
」
は
そ
う
で
す
。
私
は
ま
だ
、
な
ん
と
な
く
身
に
し
み
て
し
ま
っ
た
「
わ
」

を
使
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
代
の
若
い
人
た
ち
は
―
―
私
も
三
〇
年
ぐ
ら
い

前
か
ら
気
づ
い
て
お
り
ま
す
が
、「
わ
」
を
使
わ
な
い
。「
よ
」
で
十
分
な
ん
で
す
。

「
そ
う
だ
よ
」「
こ
こ
に
あ
り
ま
す
よ
」
と
「
よ
」
で
事
足
り
る
の
で
す
。
主
張
し
た

い
と
き
も
、「
よ
」
は
便
利
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
、
命
令
形
に
も
使
え
ま
す

か
ら
便
利
で
、
も
う
ほ
と
ん
ど
「
よ
」
で
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。「
わ
」
を
も
し
現
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代
の
お
嬢
さ
ん
が
使
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
探
し
て
い
る
も
の
が
見
つ
か
っ
た
ら
、

「
こ
こ
に
あ
っ
た
わ
」（
ワ
は
下
降
調
）、
こ
れ
は
先
祖
返
り
を
し
て
い
る
の
で
す
。

お
わ
り
に

中
世
期
の
、
た
と
え
ば
『
史
記
抄
』
の
「
ス
ハ
ヨ
イ
ハ
」、『
天
草
版
平
家
物
語
』

の
「
こ
と
が
で
き
た
ワ
」
は
、
気
づ
き
の
「
わ
」
で
す
。
現
代
の
「
わ
」
は
、
そ
れ

に
戻
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
別
途
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
か
吹
き
替
え
の
女
性
の

セ
リ
フ
や
、〝
お
姉
こ
と
ば
〞
と
し
て
、
現
代
の
若
い
方
々
が
捨
て
た
《
や
さ
し
い

ト
ー
ン
を
持
つ
女
ら
し
い
「
わ
」》
は
生
き
残
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

今
言
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
東
京
こ
と
ば
の
「
わ
」
で
す
。
関
西
で
は
、

ず
っ
と
「
わ
」
は
男
女
と
も
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
阪
出
身
の
方
は
、
女
ら
し
い

「
わ
」
は
あ
ん
ま
り
ピ
ン
と
こ
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

以
上
、「
〜
わ
」
と
い
う
小
さ
な
小
さ
な
表
現
―
―
前
後
の
先
生
た
ち
の
テ
ー
マ

の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
小
さ
な
も
の
を
扱
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
近
代
日
本

語
の
一
つ
の
表
現
が
、
ど
の
よ
う
に
出
来
上
が
っ
て
、
ど
う
捨
て
ら
れ
て
い
っ
た

か
と
い
う
の
を
お
感
じ
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


