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藤　
　

田　
　

大　
　

遼

石
垣
り
ん
論

︱
︱ 

規
範
と
定
め
に
生
き
る
詩
人 

︱
︱

一
、
は
じ
め
に

　

石
垣
り
ん
は
戦
後
に
本
格
的
に
活
動
を
始
め
た
詩
人
の
中
で
も
比

較
的
読
者
を
獲
得
し
た
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
詩
業
全
体
を
俯

瞰
し
て
論
じ
た
論
は
少
な
く
、
多
く
の
論
で
は
「
表
札
」
一
等
の
代

表
作
を
中
心
に
し
た
評
論
に
と
ど
ま
る
も
の
が
多
い
。
こ
う
い
っ
た

先
行
研
究
（
１
）
で
言
及
さ
れ
て
き
た
の
は
一
人
の
女
と
し
て
生
き
る

に
あ
た
っ
て
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
社
会
的
規
範
（「
家
」、
血

縁
、
性
）
を
拒
否
し
、
忌
避
す
る
詩
人
と
し
て
の
石
垣
り
ん
で
あ
っ

た
。
し
か
し
石
垣
の
詩
業
を
広
く
見
る
な
ら
ば
、
血
縁
と
い
う
社

会
的
規
範
か
ら
は
ぐ
れ
る
不
安
を
書
い
た
詩
（「
明
日
葉
」
二
な
ど
）

や
、〈
女
〉
と
い
う
性
の
定
め
で
あ
る
生
殖
に
向
き
合
っ
た
詩
（「
海

の
な
が
め
」
三
な
ど
）、〈
女
〉
と
い
う
性
の
摂
理
や
規
範
性
に
受
容

的
に
向
き
合
い
続
け
た
作
品
が
多
く
あ
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
自
分

の
〈
女
〉
と
し
て
の
定
め
を
自
覚
し
、
そ
の
定
め
や
摂
理
か
ら
は
ぐ

れ
た
自
己
に
苦
悩
し
続
け
た
詩
人
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は

〈
女
〉
が
表
象
さ
れ
た
詩
編
を
中
心
に
石
垣
の
詩
業
全
体
を
検
討
す

る
こ
と
で
、
先
行
研
究
が
す
く
い
き
れ
な
か
っ
た
社
会
的
連
帯
か
ら

は
ぐ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
詩
人
と
し
て
の
石
垣
、
そ
し
て
人
間
存
在

の
宿
命
を
凝
視
す
る
詩
人
と
し
て
の
石
垣
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
。

二
、
実
り
行
く
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
〈
女
〉

　

石
垣
り
ん
と
い
う
詩
人
は
壮
絶
な
ま
で
に
〈
女
〉
と
い
う
規
範
と

向
き
合
い
続
け
た
詩
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
向
き
あ
い
方
に
は
他
の
同

世
代
の
詩
人
に
は
真
似
で
き
な
い
よ
う
な
あ
る
種
の
特
異
性
が
あ
っ

た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
節
で
は
石
垣
の
詩
に
お
い
て
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〈
女
〉
が
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
き
た
か
、
戦
後
の
初
期
詩
編
を

中
心
に
検
討
し
な
が
ら
論
じ
て
い
く
。

　

阿
毛
久
芳
氏
（
２
）
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
石
垣
の
詩
に
お
け
る

〈
女
〉
の
表
象
は
、
自
己
の
身
体
を
凝
視
す
る
視
線
に
よ
っ
て
立
ち

上
が
る
場
合
が
明
ら
か
に
多
い
。
例
え
ば
「
私
は
こ
の
頃
」
四
と
い

う
詩
に
お
け
る
〈
女
〉
は
「
あ
た
た
か
い
自
分
の
肉
体
」
や
「
乳
房

の
お
も
み
」
と
い
う
よ
う
な
ま
さ
に
自
己
の
身
体
へ
の
凝
視
に
よ
っ

て
立
ち
上
が
る
。
こ
の
詩
編
以
外
で
も
「
島
」
五
や
「
海
の
な
が
め
」、

「
家
」
六
、「
屋
根
」（
石
垣
の
女
性
的
な
身
体
が
「
暮
れ
る
」、「
日

が
沈
む
」
と
い
う
、
モ
ノ
を
表
す
よ
う
な
表
現
で
表
出
さ
れ
る
）
七

な
ど
多
く
の
詩
編
に
お
い
て
身
体
凝
視
の
視
線
に
よ
っ
て
立
ち
上
が

る
性
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
詩
の
主
体
と
い
う
個

と
他
の
個
が
交
感
・
接
触
・
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
ち
上
が
る

恋
愛
や
異
性
愛
の
関
わ
る
性
で
は
な
く
、
自
己
の
身
体
を
見
つ
め
る

こ
と
で
立
ち
上
が
る
、
い
わ
ば
閉
鎖
的
な
性
の
発
露
だ
。
そ
こ
に
あ

る
の
は
性
的
に
欲
望
す
る
〈
女
〉
で
は
な
く
、
異
性
と
の
関
係
に
対

し
喜
び
や
安
ら
ぎ
を
抱
く
〈
女
〉
で
も
な
い
。
先
ほ
ど
挙
げ
た
「
私

は
こ
の
頃
」
で
い
う
な
ら
ば
、こ
の
詩
で
立
ち
上
が
っ
て
い
る
〈
女
〉

と
は
、
滅
び
ゆ
く
中
、
実
り
方
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
な
の

で
あ
る
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
ど
う「
散
」っ
て
、ど
う「
実
る
」

の
か
と
い
う
事
柄
で
あ
り
、「
異
性
を
惹
き
つ
け
る
様
な
女
性
ら
し

さ
が
自
分
に
身
に
つ
い
て
き
た
」
と
い
う
よ
う
な
ナ
ル
シ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
喜
び
が
詩
に
表
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
。「
島
」、「
え

し
や
く
」
八
、「
用
意
」
九
で
も
同
様
に
性
的
な
喜
び
や
欲
望
は
描
か

れ
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
滅
び
ゆ
く
中
、〈
女
〉
と
し
て
ど
う
次

の
世
代
に
与
え
る
の
か
と
い
う
問
題
だ
け
で
あ
る
。端
的
に
言
え
ば
、

石
垣
は
こ
れ
ら
の
詩
の
中
で
、
自
分
の
〈
女
〉
が
ど
の
よ
う
に
使
わ

れ
、
発
揮
さ
れ
る
の
か
客
観
的
な
目
線
で
見
つ
め
、
次
の
世
代
に
向

け
て
期
待
感
や
不
安
感
を
抱
い
た
り
し
て
い
る
の
だ
。

　

こ
う
い
っ
た
石
垣
の
〈
女
〉
の
摂
理
や
運
命
を
見
つ
め
る
視
線
は

詩
の
主
体
で
あ
る
「
私
」
が
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
詩
編
で
も
見
受

け
ら
れ
る
。『
表
札
な
ど
』
収
録
の
「
海
辺
」
は
、
石
垣
の
〈
女
〉

の
摂
理
へ
の
凝
視
が
色
濃
く
表
わ
れ
て
い
る
作
品
だ
。

　

こ
の
詩
編
に
お
い
て
「
男
と
女
」
と
い
う
関
係
は
「
人
々
の
暮
し
」

の
本
質
あ
る
い
は
根
源
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
ど
れ
だ

け
「
村
」、「
町
」、「
都
」
と
い
う
名
前
が
付
こ
う
と
そ
の
本
質
に
あ

る
の
は
「
男
と
女
」
で
あ
り
、「
ふ
る
さ
と
」（
具
体
的
に
他
の
言
葉

で
言
表
す
る
の
は
難
し
い
が
、
人
間
と
い
う
生
き
物
の
根
源
の
よ
う

な
場
所
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。）
の
中
に
い

つ
も
存
在
し
て
い
る
の
も「
男
と
女
」で
あ
る
。
身
分
や
制
度
に
よ
っ

て
名
前
を
与
え
ら
れ
よ
う
と
も
、
性
の
営
み
と
い
う
生
物
の
根
源
の

よ
う
な
場
所
か
ら
人
間
は
逃
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
石
垣

の
考
え
る
人
間
と
性
に
つ
い
て
の
解
釈
と
論
理
が
こ
こ
か
ら
は
読
み

取
れ
る
。
阿
毛
氏
（
３
）
の
言
う
よ
う
に
、
こ
の
詩
に
お
い
て
詩
の
主

体
は
「
海
と
陸
地
の
交
わ
り
に
エ
ロ
ス
を
感
受
し
て
い
る
」
わ
け
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
描
か
れ
る〈
女
〉の
身
体
と
は
エ
ロ
テ
ィ
ッ
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ク
な
表
象
で
は
な
く
、
次
の
世
代
を
生
み
、〈
家
〉
を
作
っ
て
い
く

と
い
う
よ
う
な〈
女
〉の
摂
理
・
定
め
の
中
に
あ
る
、言
う
な
ら
ば「
り

ん
ご
」の
実
の
よ
う
に
実
り
ゆ
く
も
の
と
し
て
の
身
体
な
の
で
あ
る
。

　

石
垣
の
詩
編
を
見
渡
し
て
み
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
石
垣
に
は

〈
女
〉
の
身
体
や
〈
女
〉
の
抱
え
る
摂
理
や
定
め
に
関
わ
る
記
号
が

多
く
見
受
け
ら
れ
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
異
性
で
あ
る
〈
男
〉
を
描

写
し
た
詩
編
は
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
な
い
。「
海
辺
」

の
よ
う
に
血
縁
を
受
け
継
ぎ
、
こ
れ
か
ら
新
た
な
世
代
を
産
み
出
し

て
い
く
定
め
の
中
に
あ
る
「
男
と
女
」
と
し
て
（〈
女
〉
と
一
対
の

も
の
と
し
て
）
表
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、詩
の
主
体
と
性
的
・

恋
愛
関
係
を
結
ん
だ
対
象
と
し
て
の
〈
男
〉
は
描
か
れ
る
こ
と
は
な

い
。

　

こ
の
よ
う
に
石
垣
の
詩
編
に
お
け
る〈
女
〉と
は
詩
の
主
体
が〈
女
〉

の
定
め
・
摂
理
と
対
峙
し
た
と
き
の
悩
み
や
不
安
、
期
待
と
共
に
表

象
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
代
の
女
性
詩
人
で

あ
る
大
庭
み
な
子
や
茨
木
の
り
子
の
よ
う
に
（
４
）
女
の
抱
え
る
社
会

的
規
範
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
こ
と
で
意
識
さ
せ
ら
れ
る
ジ
ェ
ン

ダ
ー
的
な
意
味
で
の
〈
女
〉
と
は
異
質
な
も
の
と
い
え
る
。「
海
辺
」、

「
海
の
な
が
め
」、「
島
」、「
用
意
」、「
風
景
」
一
〇
な
ど
で
詩
の
主
体

の
身
体
、
い
わ
ば
そ
れ
が
「
私
」
自
身
の
身
体
の
内
部
で
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
客
観
的
視
線
に
よ
り
独
特
の
距
離
を
持
っ
て
︱
︱
ま

る
で
「
風
景
」
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
の
は
、
そ
の

身
体
が
実
り
ゆ
く
果
実
の
よ
う
に
他
存
在
の
た
め
に
消
費
さ
れ
る
身

体
、
あ
る
い
は
消
費
さ
れ
る
予
感
を
抱
え
た
身
体
と
し
て
、
モ
ノ
的

に
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

石
垣
と
は
〈
女
〉
の
定
め
や
摂
理
と
対
峙
し
、
そ
の
定
め
通
り
に

生
き
ら
れ
な
い
不
安
や
、
他
存
在
へ
自
己
を
投
げ
う
つ
こ
と
の
で
き

る
と
い
う
喜
び
を
表
現
し
た
詩
人
で
あ
り
、〈
女
〉
の
規
範
を
拒
否

す
る
詩
人
と
は
言
え
な
い
一
面
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
、
石
垣
に
お
け
る
〈
家
〉

　

石
垣
に
と
っ
て
〈
家
〉
や
〈
家
族
〉
と
は
憎
む
べ
き
存
在
で
あ
る

と
共
に
、
完
全
に
は
憎
み
き
れ
な
い
、
絶
対
に
突
き
放
す
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
。　
　
　

　
「
家
」
や
「
屋
根
」
な
ど
の
詩
で
屋
根
の
あ
る
場
所
を
恨
み
、「
家

出
の
す
す
め
」
一
一
で
は
家
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
願
望
を
表
現
し

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
エ
ッ
セ
イ
「
喜
び
も
悲
し
み
も
豊
か
に
」（『
家

庭
の
詩
』）
で
は
「
そ
れ
で
も
何
で
も
家
族
が
大
好
き
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
、
ど
こ
よ
り
も
大
事
な
、
ど
こ
へ
行
き
た
く
も
な
い
ほ
ど
良

い
場
所
だ
っ
た
」
な
ど
と
も
書
い
て
し
ま
う
。「
生
え
て
く
る
」
一
二

で
は
あ
れ
だ
け
家
を
憎
む
心
理
描
写
を
書
き
な
が
ら
、
同
じ
詩
編
中

で
「
正
真
正
銘
の
愛
」
を
見
出
し
て
し
ま
う
。
石
垣
の
〈
家
〉
へ
の

描
写
は
清
岡
卓
行
氏
（
５
）
の
言
う
よ
う
に
「
冷
酷
に
突
き
放
し
た
形
」

で
描
か
れ
る
が
「
そ
う
し
た
無
残
な
突
き
放
し
か
た
は
、
実
際
に
は

愛
情
と
献
身
を
裏
側
に
秘
め
て
い
る
か
ら
こ
そ
成
立
す
る
も
の
」
で
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あ
る
。
内
村
剛
介
氏
（
６
）
の
言
葉 

を
借
り
れ
ば
、
石
垣
と
い
う
詩

人
と
〈
家
〉
と
の
関
係
は
「
ア
ン
ガ
︱
ジ
ュ
し
っ
ぱ
な
し
尽
き
っ
ぱ

な
し
」
と
い
う
関
係
︱
︱
、「
ア
ン
ガ
︱
ジ
ュ
し
、
か
つ
突
き
放
す
」、

つ
ま
り
主
体
的
に
参
加
し
な
が
ら
、
か
つ
そ
の
苦
し
み
と
憤
り
を
表

出
さ
せ
る
と
い
う
関
係
な
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
石
垣
と
〈
家
〉・〈
家
族
〉
は
結
局
の
と
こ
ろ
密
接
な

関
係
に
あ
る
。
本
節
で
は
石
垣
に
と
っ
て
そ
の
〈
家
〉・〈
家
族
〉
が

ど
ん
な
意
味
を
持
つ
概
念
だ
っ
た
か
、
整
理
し
考
察
す
る
。

　

ま
ず
石
垣
の
詩
に
お
け
る
〈
家
〉
を
論
じ
る
上
で
紹
介
し
て
お
き

た
い
の
は
戦
前
の
作
品
で
あ
る
「
我
が
家
」
一
三
で
あ
る
。
戦
後
の

石
垣
の
詩
か
ら
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
夢
想
的
で
美
化
さ
れ
た
〈
家
〉

が
そ
こ
に
は
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

穹
に
向
つ
て
展
い
て
ゐ
る
窓
。

　

光
と
愛
の
あ
た
ゝ
か
く
灯
と
も
る
部
屋
に

　

透
明
な
生
の
弾
奏
を
こ
ゝ
ろ
み
る
草
ら
、

　

み
ど
り
に
濡
れ
た
音
階
の
流
れ
。

　
（
中
略
）

　

あ
ゝ
、
若
き
想
ひ
に
し
た
ゝ
る
露
よ

　

星
を
さ
ゝ
ふ
る
體
温
の
か
げ
り
に

　

て
ん
と
う
虫
は
羽
ば
た
き

　

悩
ま
し
き
哀
歓
の
饗
宴
に
え
酔
ふ
。

　
（
後
略
）

　
「
み
ど
り
に
濡
れ
た
」、「
若
き
想
ひ
に
し
た
ゝ
る
露
よ
」
と
い
っ

た
生
命
力
に
あ
ふ
れ
た
耽
美
な
詩
句
が
並
ぶ
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
響

き
の
あ
る
作
品
で
あ
る
。
実
際
に
石
垣
の
家
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
着

想
し
た
詩
な
の
か
ど
う
か
は
推
測
し
き
れ
な
い
が
、
確
か
な
の
は
こ

の
頃
の
石
垣
に
と
っ
て
〈
家
〉
と
い
う
詩
語
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な

夢
想
を
伴
っ
て
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
語
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
。
戦
前
の
石
垣
の
〈
家
〉
の
考
え
方
を
象
徴
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と

し
て
、
小
学
生
の
時
「
好
も
し
い
同
士
の
男
の
子
と
女
の
子
五
、六

人
で
一
軒
の
家
に
住
み
た
い
と
、
夢
見
て
い
た
」（「
私
は
な
ぜ
結
婚

し
な
い
か
」『
焔
に
手
を
か
ざ
し
て
』）話
が
挙
げ
ら
れ
る
。
別
の
エ
ッ

セ
イ「
喜
び
も
悲
し
み
も
豊
か
に
」（「
い
の
ち
の
来
歴
」『
家
庭
の
詩
』）

で
石
垣
自
身
の
語
っ
て
い
る
言
葉
に
よ
れ
ば
、
石
垣
は
「
貧
富
の
差

と
か
家
の
か
ま
え
と
か
い
っ
た
こ
と
か
ら
ぬ
け
出
て
、
平
等
の
立
場

で
親
し
み
合
え
る
新
し
い
世
界
、子
ど
も
だ
け
の
家
庭
を
作
り
た
い
」

と
思
っ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
と
き
が
石
垣
に
と
っ
て
「
家
と
い
う

も
の
に
対
し
て
、
具
体
的
に
あ
こ
が
れ
を
も
っ
た
最
初
」（「
喜
び
も

悲
し
み
も
豊
か
に
」『
家
庭
の
詩
』）だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
石
垣
は
当
初
か
ら
〈
家
〉
と
い
う
概
念
に

嫌
悪
を
覚
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
時
に
は「
あ
こ
が
れ
」

を
持
つ
存
在
と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
の
だ
。
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戦
後
期
に
入
る
と
こ
う
し
た
〈
家
〉
へ
の
耽
美
な
期
待
に
あ
ふ
れ

た
詩
編
は
全
く
発
表
さ
れ
な
く
な
る
。
代
わ
り
に
生
ま
れ
て
き
た
の

は
非
常
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
グ
ロ
テ
ス
ク
な
描
写
の
目
立
つ
、

〈
家
〉と
い
う
規
範
に
対
す
る
不
安
の
詩
で
あ
る
。「
家
」、「
屋
根
」、「
夫

婦
」
一
四
、「
貧
乏
」
一
五
、「
夜
の
詩
」
一
六
、「
い
じ
わ
る
の
詩
」
一
七
、「
私

の
日
記
」
一
八
、「
落
伍
」
一
九
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
部
類
に
入
れ
ら

れ
る
詩
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
編
の
多
く
に
見
ら
れ
る
特
徴
は
、
詩

の
主
体
で
あ
る
「
私
」
が
、
枯
れ
て
い
く
自
分
の
〈
女
〉
と
い
う
性

に
不
安
す
る
こ
と
、
そ
し
て
義
理
の
母
と
父
の
性
の
交
感
・
愛
を
忌

避
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
特
徴
は
考
え
て
み
れ
ば
不
思

議
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
性
に
関
す
る
事
柄
な
の
に
片
方
は
失
わ
れ
て

い
く
こ
と
に
対
し
不
安
を
感
じ
、
片
方
は
拒
否
さ
れ
る
か
ら
だ
。

　

端
的
に
い
え
ば
そ
れ
は
、
父
と
義
理
の
母
の
性
と
愛
が
何
も
産
ま

な
い
︱
︱「
も
う
絶
対
立
ち
直
る
こ
と
の
な
い
い
の
ち
の
か
た
む
き
」

の
中
に
ま
だ
残
る
父
の
「
す
さ
ま
じ
い
何
も
の
か
の
執
着
」
の
た
め

だ
け
に
存
在
す
る
愛
だ
か
ら
だ
。〈
私
〉の
中
の
何
か
を
未
来
に
向
っ

て
産
む
可
能
性
の
あ
る
〈
女
〉
性
は
父
と
義
母
、
そ
し
て
「
職
の
な

い
弟
」
と
「
知
恵
の
お
く
れ
た
義
弟
」
に
よ
っ
て
、
使
わ
れ
る
こ
と

な
く
枯
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
い
じ
わ
る
の
詩
」（『
レ
モ
ン
と

ね
ず
み
』）
は
そ
う
い
っ
た
石
垣
の
思
い
を
分
析
す
る
上
で
有
用
な

詩
編
だ
。

お
義
母
さ
ん

こ
れ
は
あ
な
た
の
家
庭
で
す

こ
の
家
に
ひ
と
組
の
夫
婦

人
間
の
い
と
な
み
を
持
つ
も
の
は

も
う
働
く
こ
と
の
出
来
な
い
私
の
父
と
、
あ
な
た
だ
け
。

私
は
働
い
て
あ
な
た
達
ふ
た
り
と

失
業
の
弟
ふ
た
り
を
養
う
が

こ
れ
は
私
の
家
庭
で
は
な
い
。

こ
の
家
に
必
要
な
の
は

も
は
や
私
で
は
な
く
、
私
の
働
き

こ
の
家
の
中
に
私
は
こ
う
し
て
坐
っ
て
い
る
が

月
給
を
い
れ
た
袋
の
よ
う

私
の
風
袋
か
ら
紙
幣
を
除
く
と
何
も
な
い
の
だ

こ
の
心
の
む
な
し
さ
。

お
義
母
さ
ん

こ
れ
は
あ
な
た
の
家
庭
で
す
。

　

石
垣
と
は
子
を
産
み
た
い
詩
人
で
あ
り
、「
生
ま
れ
な
か
っ
た
子

供
」（「
唄
」『
ユ
ー
モ
ア
の
鎖
国
』）
を
心
に
抱
き
続
け
る
詩
人
な
の

だ
。「
こ
れ
は
私
の
家
庭
で
は
な
い
」
と
い
う
詩
句
に
込
め
ら
れ
て

い
る
意
味
は
単
純
に
「
私
」
が
家
庭
の
中
で
疎
外
さ
れ
て
い
る
︱
︱

家
族
の
一
員
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は

な
く
、〈
女
〉
と
し
て
の
意
味
の
発
揮
で
き
な
い
︱
︱
「
人
間
の
い
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と
な
み
を
持
つ
」
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
不
安
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
「
人
間
の
い
と
な
み
」
を
行
う
こ
と
、
愛
に
よ
っ
て
結

ば
れ
た
性
的
関
係
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
自
分
の
〈
家
〉
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
こ
の
詩
の
論
理
な
の
だ
。
こ
こ
で

千
石
英
世
氏
（
７
）
の
家
族
の
性
質
を
述
べ
た
一
節
を
引
用
し
て
み
た

い
。

　
　　

家
族
と
い
う
関
係
系
に
も
歴
史
は
あ
り
、時
間
は
流
れ
て
い
る
。

だ
が
そ
れ
は
始
発
の
一
点
が
遠
く
曖
昧
な
歴
史
で
あ
り
、
終
着
の

一
点
も
見
通
し
が
た
い
時
間
だ
。
そ
の
よ
う
な
時
間
と
歴
史
に
始

発
点
と
終
着
点
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
現
在
︱
︱
無
限

階
段
の
踊
り
場
と
し
て
の
現
在
︱
︱
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。（
中

略
）
そ
ん
な
私
が
だ
れ
か
に
向
き
合
え
ば
、性
的
に
向
き
合
え
ば
、

私
の
現
在
は
終
わ
り
、
別
の
現
在
が
始
ま
る
。

　

こ
れ
は
千
石
氏
が
津
島
佑
子
を
論
じ
た
と
き
の
も
の
だ
が
、
性
的

に
誰
か
と
向
き
合
う
こ
と
で
今
い
る
〈
家
〉
か
ら
離
れ
、新
た
な
「
現

在
」
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
考
え
方
は
充
分
一
般
化
で
き
る
言
説

だ
。「
い
じ
わ
る
の
詩
」
で
「
お
義
母
さ
ん
」
は
「
私
の
父
」
と
「
性

的
に
向
き
合
」
う
こ
と
に
よ
っ
て
（「
人
間
の
い
と
な
み
」
を
お
こ

な
う
こ
と
で
）「
お
義
母
さ
ん
」
に
と
っ
て
の
現
在
を
産
み
出
す
︱

︱
こ
の
家
を
支
配
す
る
系
譜
的
な
時
間
を
独
り
占
め
す
る
が
、「
私
」

に
と
っ
て
そ
れ
は
ど
う
と
も
し
が
た
い
対
抗
す
る
手
段
を
持
ち
得
な

い
事
柄
な
の
で
あ
る
。「
私
」
は
た
だ
た
だ
働
き
に
出
て
家
族
を
養

う
こ
と
し
か
出
来
な
い
の
で
あ
り
そ
こ
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
の
は

「
あ
な
た
の
家
庭
」
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　

石
垣
が
「
家
」
や
「
屋
根
」
と
い
う
よ
う
な
詩
の
中
で
脱
出
願
望

を
書
き
、
同
時
に
自
分
の
中
の
〈
女
〉
が
暮
れ
る
不
安
も
表
現
し
て

き
た
場
で
あ
る
〈
家
〉
は
、こ
の
よ
う
に
他
者
で
あ
る
〈
女
〉
が
「
現

在
」
を
作
り
出
し
て
い
る
〈
家
〉
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
〈
女
〉
と

は
父
が
連
れ
て
き
た
「
義
母
」
な
の
で
あ
る
。
石
垣
に
と
っ
て
完
全

な
他
者
で
あ
る
一
人
の
〈
女
〉
が
、
父
と
の
愛
に
よ
っ
て
〈
家
〉
を

独
り
占
め
す
る
と
き
、「
私
」
は
「
愛
と
い
う
も
の
の
い
や
ら
し
さ
」

（「
家
」）
に
目
を
そ
む
け
る
の
で
あ
る
。

　

石
垣
に
と
っ
て
〈
家
〉
と
は
そ
れ
自
体
は
忌
避
す
る
概
念
で
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
「
お
義
母
さ
ん
」
の
よ
う
な
他
者
と
父
が

愛
を
作
る
場
と
し
て
の
〈
家
〉
に
な
っ
た
と
き
、
そ
の
愛
の
生
々
し

さ
を
忌
避
す
る
の
で
あ
る
。〈
家
〉
と
は
「
私
」
に
と
っ
て
誰
か
を

養
う
と
い
う
責
任
の
み
が
存
在
し
て
い
る
場
で
あ
り
、
否
応
な
く
自

己
の
〈
女
〉
と
し
て
の
意
味
を
凝
視
さ
せ
ら
れ
る
場
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

四
、
血
縁
か
ら
は
ぐ
れ
る
こ
と
へ
の
不
安

　

本
節
で
は
戦
後
に
書
か
れ
た
石
垣
の
詩
編
を
中
心
に
広
く
そ
の
作

品
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
血
縁
と
い
う
縛
り
か
ら
は
ぐ
れ
る
不
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安
を
書
い
た
石
垣
を
考
え
る
。

　

晩
年
に
発
表
さ
れ
た
「
明
日
葉
」（『
夜
の
太
鼓
』）
は
、
石
垣
の

親
か
ら
継
い
で
き
た
〈
血
〉
を
途
切
れ
て
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
の
不

安
や
悲
し
み
、
憤
り
の
鬼
気
迫
る
独
白
だ
と
い
え
る
。

　

同
時
代
に
編
ま
れ
た
詩
編
も
多
く
あ
る
中
、
わ
ざ
わ
ざ
一
編
だ
け

を
散
文
集
で
あ
る
『
夜
の
太
鼓
』
の
巻
末
に
載
せ
た
こ
と
か
ら
し
て

そ
れ
な
り
に
思
い
入
れ
の
あ
っ
た
詩
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
詩
に
お
い

て
「
私
」
は
「
身
近
な
祖
先
」、「
ち
ち
は
は
」
を
〈
血
〉
の
つ
な
が
っ

た
祖
先
と
し
て
強
く
意
識
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
次
の
世
代
に
受
け

継
い
だ
〈
血
〉
を
送
り
届
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
深
く

懺
悔
す
る
。「
私
」は
過
去
か
ら
来
て
未
来
へ
流
れ
て
い
く（
は
ず
だ
っ

た
）
血
縁
の
全
体
性
と
い
う
べ
き
も
の
を
「
伊
豆
」（
石
垣
の
親
の

生
家
が
あ
る
場
所
）
と
い
う
「
ち
ち
は
は
」
の
ふ
る
さ
と
、
し
か
も

「
墓
」
と
い
う
場
所
で
感
じ
て
い
る
の
だ
。
石
垣
は
「
死
ん
だ
人
た

ち
と
一
緒
に
生
き
て
き
た
、
あ
の
人
た
ち
が
現
在
の
私
を
生
か
し
て

く
れ
て
い
る
ん
だ
な
と
思
っ
た
り
」（「
死
へ
の
恐
れ
」『
家
庭
の
詩
』）

も
す
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
う
い
っ
た
祖
先
へ
の
思
い
の
、
壮
絶

さ
、
と
も
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
︱
︱
血
縁
と
い
う
も
の
に
石
垣
の
感

じ
る
連
帯
性
・
交
感
性
の
特
異
な
強
さ
の
よ
う
な
も
の
が
こ
の
「
明

日
葉
」
と
い
う
詩
編
に
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
レ
モ
ン
と
ね
ず
み
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
墓
」
二
〇 

と
い
う
詩

編
も
ま
た
石
垣
の
血
縁
へ
の
連
帯
性
を
感
じ
さ
せ
る
。

い
つ
か
裸
に
な
っ
て

骨
だ
け
に
な
っ
て

あ
の
家
族
風
呂
の
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
。

み
ん
な
が
露
天
風
呂
は
い
い
と
言
う

た
し
か
に
先
祖
代
々

屋
根
の
な
い
と
こ
ろ
に
入
っ
て
い
っ
た
。

あ
た
た
か
い
に
違
い
な
い
。

　

石
垣
に
と
っ
て
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
現
世
で
得
た
肩
書
き
や
社
会

的
役
割
を
捨
て
て
、家
族
の
い
る
場
所
に
戻
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
こ
の
詩
か
ら
示
唆
さ
れ
る
。「
あ
の
家
族
風
呂
の
よ

う
な
場
所
」
と
は
死
ん
だ
祖
先
の
い
る
場
所
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の

人
々
が
受
け
継
い
で
き
た
〈
血
〉
そ
の
も
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
も

は
や
宗
教
的
と
い
っ
て
し
ま
っ
て
も
い
い
よ
う
な
石
垣
の
家
族
へ
の

回
帰
へ
の
願
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。〈
血
〉
は
石
垣
の
存
在
根
拠

を
支
え
て
し
ま
え
る
よ
う
な
強
さ
を
持
っ
た
概
念
と
す
ら
い
え
る
も

の
だ
。

　
「
明
日
葉
」
や
「
墓
」
ほ
ど
具
体
的
な
表
現
で
は
な
い
も
の
の
、

そ
の
舞
台
設
定
か
ら
石
垣
の
血
縁
へ
の
思
い
の
強
さ
が
示
唆
さ
れ
る

詩
と
し
て
「
海
と
り
ん
ご
と
」
二
一
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
は

家
族
の
葬
式
に
父
に
連
れ
ら
れ
て
伊
豆
に
向
か
う
船
旅
の
印
象
か
ら

作
ら
れ
た
、
と
石
垣
は
エ
ッ
セ
イ
「
夏
の
日
暮
れ
」（『
ユ
ー
モ
ア
の
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鎖
国
』）
で
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
石

垣
に
と
っ
て
の
「
伊
豆
」
が
特
別
な
意
味
を
持
つ
地
と
し
て
機
能
し

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

伊
豆
は
私
を
観
光
者
に
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
行
く
、
と
い
う
言

葉
の
裏
に
、
帰
る
、
と
い
う
意
味
合
い
が
か
く
さ
れ
て
い
て
。（
中

略
）
伊
豆
に
は
骨
が
埋
ま
っ
て
い
ま
す
。
伊
豆
の
風
景
は
骨
を
包

む
、
生
身
の
美
し
さ
で
す
。

　

こ
れ
は
先
掲
の
エ
ッ
セ
イ
「
夏
の
日
暮
れ
」
の
一
部
で
あ
る
。
石

垣
に
と
っ
て
伊
豆
と
は
生
ま
れ
た
地
で
も
な
く
、
か
つ
育
っ
た
場
所

で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な

特
別
な
意
味
合
い
︱
︱
「
帰
る
」
場
所
と
し
て
伊
豆
が
捉
え
ら
れ
る

の
は
そ
こ
に
「
骨
」
が
あ
る
、
つ
ま
り
祖
先
（
特
に
「
父
」
あ
る
い

は
「
母
」）
と
自
分
の
つ
な
が
り
を
強
く
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
場

所
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
あ
る
種
の
「
ふ
る
さ
と
」
の

仮
構
性
だ
。
石
垣
は
本
来
生
ま
れ
た
地
で
は
な
い
伊
豆
に
、
幻
視
的

に
「
ふ
る
さ
と
」
︱
︱
生
命
の
根
源
性
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
表
札
な
ど
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
海
の
な
が
め
」
は
、
生
み

出
せ
な
い
〈
女
〉
で
あ
る
「
私
」
へ
の
不
安
が
色
濃
く
表
現
さ
れ
る

詩
だ
。
こ
の
詩
編
に
お
い
て
「
私
」
は
た
だ
枯
れ
て
い
く
自
分
の
性

に
不
安
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
内
部
に
ひ
ろ
が
る
暗
い
部

分
は
／
冷
え
た
祖
先
の
深
み
」
と
い
う
詩
句
が
示
す
よ
う
に
、
自
分

ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
〈
血
〉
を
意
識
し
、
そ
れ
を
途
絶
え
さ
せ

て
し
ま
う
こ
と
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
の
だ
。
石
垣
に
と
っ
て
自
分

の
〈
女
〉
性
が
枯
れ
て
い
く
こ
と
は
も
は
や
自
分
だ
け
の
問
題
で
は

な
い
。
そ
れ
は
祖
先
が
自
分
ま
で
受
け
継
い
で
き
た
〈
血
〉
を
枯
れ

さ
せ
て
し
ま
う
、
と
い
う
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

こ
と
な
の
だ
。
こ
こ
に
お
い
て
指
摘
で
き
る
の
は
石
垣
の
表
現
す
る

〈
女
〉
が
も
は
や
石
垣
の
み
の
所
有
す
る
個
的
な
性
な
の
で
は
な
く
、

祖
先
や
「
生
ま
れ
な
か
っ
た
子
供
」
を
意
識
す
る
中
で
立
ち
上
が
る
、

血
縁
に
所
有
さ
れ
る
性
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
血
縁
と
い
う

規
範
性
か
ら
絶
対
に
離
れ
る
こ
と
の
な
い
、
系
譜
性
の
中
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
生
殖
の
義
務
を
抱
え
た
〈
女
〉
な
の
で
あ
る
。

　

同
世
代
の
詩
人
で
あ
り
、〈
女
〉
に
つ
い
て
書
く
詩
人
だ
っ
た
茨

木
の
り
子
や
大
庭
み
な
子
と
い
っ
た
詩
人
と
石
垣
が
決
定
的
に
違
う

の
は
こ
の
点
に
お
い
て
だ
ろ
う
。こ
れ
ら
の
詩
人
は
石
垣
と
は
違
い
、

実
存
的
に
個
と
し
て
の
自
分
を
突
き
詰
め
よ
う
と
し
た
詩
人
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。 

　

こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
石
垣
の
〈
女
〉
の
表

象
と
血
縁
の
規
範
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
が
あ
る
。
再
度
繰
り

返
し
に
な
る
が
、
石
垣
に
と
っ
て
〈
女
〉
と
は
家
の
系
譜
を
背
負
っ

た
、
自
分
で
所
有
し
き
れ
な
い
部
分
を
抱
え
た
〈
女
〉
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
石
垣
の
〈
女
〉
に
つ
い
て
の
表
象
が
生
殖
や
母
性
と
共
に
表

わ
れ
て
く
る
こ
と
が
多
い
の
は
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
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五
、
石
垣
の
詩
に
お
け
る
〈
母
〉
と
亡
母

　

石
垣
の
詩
編
の
中
に
母
性
に
関
連
し
た
詩
や
、「
母
」
の
イ
メ
ー

ジ
が
表
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
及
し
た
。
し
か
し
具
体
的
に
ど
の
よ

う
に
「
母
」
が
表
出
さ
れ
て
き
た
か
、
と
い
う
問
題
は
残
っ
た
ま
ま

だ
。
本
節
で
は
初
期
詩
編
を
中
心
に
検
討
し
な
が
ら
石
垣
が
ど
の
よ

う
に
「
母
」
を
表
出
し
て
き
た
か
を
見
る
。

　

先
に
伝
記
的
な
事
実
を
整
理
し
て
お
け
ば
、
石
垣
は
四
歳
の
頃
、

実
母
す
み
を
な
く
し
て
い
る
。
関
東
大
震
災
の
際
、
子
供
を
か
ば
っ

て
落
ち
て
き
た
梁
を
背
に
受
け
た
こ
と
が
原
因
の
病
気
で
亡
く
な
っ

た
ら
し
い
。
従
っ
て
物
心
が
つ
く
よ
う
な
頃
に
な
っ
て
、
す
ぐ
に
母

が
亡
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
石
垣
の
父
仁
は
前
妻
と

の
死
別
な
ど
の
理
由
で
計
三
回
再
婚
し
て
い
る
。

　

竹
中
典
子
氏
・
西
原
大
輔
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
８
）
戦
前
期

の
作
品
か
ら
「
母
」
は
多
出
す
る
テ
ー
マ
だ
っ
た
。
石
垣
の
戦
前
初

期
詩
編
に
表
れ
る
「
母
」
の
ほ
と
ん
ど
は
死
ん
だ
母
で
あ
り
、
義
理

の
母
で
は
な
く
「
す
み
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
作
ら
れ
た
だ
ろ
う
詩
編

が
多
い
。「
家
」
や
「
屋
根
」
の
よ
う
な
第
一
詩
集
の
詩
編
の
義
母

へ
の
表
現
に
比
較
す
る
と
、
戦
前
作
品
の
亡
母
へ
の
表
現
は
極
め
て

好
意
的
だ 

。

　

こ
の
時
期
の
「
母
」
が
表
象
さ
れ
た
詩
編
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
の
は
、
一
緒
に
遊
ん
だ
と
か
作
っ
て
も
ら
っ
た
料
理
を
食
べ
た

と
か
い
う
具
体
的
な
母
と
子
の
触
れ
合
い
・
交
感
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
性

に
乏
し
く
、
実
体
性
が
希
薄
な
美
化
さ
れ
た
よ
う
な
響
き
す
ら
あ
る

〈
母
〉
が
悲
劇
的
に
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
石
垣
の
戦
前
の
初

期
作
品
の
ひ
と
つ
、「
お
母
さ
ま
」
二
二
は
、
絶
対
に
会
う
こ
と
の
で

き
な
い
存
在
で
あ
る
〈
母
〉
へ
の
思
い
が
少
女
的
な
ペ
ル
ソ
ナ
で
語

ら
れ
て
い
る
作
品
だ
。「
時
計
の
針
」、「
遠
い
み
そ
ら
の
お
星
さ
ま
」

と
並
列
し
て
表
象
さ
れ
る
〈
母
〉
は
具
象
性
に
乏
し
い
。
特
に
上
流

家
庭
に
育
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
他
の
詩
編
で
は
特
に
そ
の
よ
う
な

呼
び
方
に
は
な
っ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、「
お
母
さ
ま
」
と
い

う
様
付
け
で
〈
母
〉
が
呼
ば
れ
る
の
は
、こ
の
詩
編
に
お
け
る
〈
母
〉

が
さ
さ
や
か
な
や
り
方
な
が
ら
わ
ず
か
に
美
化
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た

か
ら
だ
ろ
う
。〈
母
〉
は
「
お
星
様
」
の
よ
う
な
手
の
届
か
な
い
遙

か
な
存
在
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。

　
「
お
か
あ
さ
ん
」
二
三
で
は
、「
母
さ
ん
」
そ
の
も
の
は
登
場
し
な
い
。

そ
の
か
わ
り
に
詩
の
主
体
で
あ
る
「
私
」
は
「
母
さ
ん
」
が
つ
け
て

く
れ
た
自
分
の
名
前
や
「
母
さ
ん
」
に
似
て
い
る
と
い
う
自
分
の
口

元
、「
母
さ
ん
の
よ
う
な
美
し
い
黒
髪
」か
ら〈
母
〉を
感
じ
夢
想
す
る
。

こ
こ
に
あ
る
〈
母
〉
の
具
象
性
・
実
体
性
の
な
さ
は
改
め
て
指
摘
す

る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
描
写
す
る

と
い
う
手
法
で
は
な
く
、
自
身
の
内
部
を
凝
視
す
る
と
い
う
極
め
て

閉
鎖
的
な
方
法
で
「
私
」
は
〈
母
〉
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
「
肉
體
」
二
四
で
も
詩
の
主
体
「
私
」
は
や
は
り
自
己
の
内
部
を
見

る
こ
と
で
〈
母
〉
を
夢
想
す
る
。
こ
の
詩
で
表
象
さ
れ
る
「
亡
き
母
」

と
は
永
遠
性
を
与
え
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
、「
神
」
す
ら
感
じ
ら
れ
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る
「
天
國
」
と
い
う
場
に
存
在
し
て
い
る
者
だ
。「
熱
い
血
汐
の
川
」

と
は
、「
私
」
の
「
體
内
」
に
流
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
考

え
る
と
、〈
母
〉
と
「
私
」
を
つ
な
ぐ
血
縁
の
よ
う
な
も
の
の
比
喩

と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
表
現
さ
れ
る
「
私
」
は
「
肉
體
」

と
い
う
「
母
の
慈
し
み
を
受
け
て
」
生
ま
れ
た
物
体
を
凝
視
す
る
こ

と
に
よ
り
、〈
母
〉
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
内
部
を
見
る
こ
と
で
〈
母
〉

を
見
出
す
こ
の
詩
の
構
造
は
先
ほ
ど
挙
げ
た
「
お
か
あ
さ
ん
」
だ
け

で
な
く
、「
母
に
捧
ぐ
」
二
五
と
も
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
詩
に
お
け

る
〈
母
〉
は
、「
我
等
心
の
靑
空
」
と
い
う
「
私
」（
達
）
の
精
神
の

内
部
に
見
出
さ
れ
る
、
こ
れ
ま
た
仮
象
性
に
満
ち
た
〈
母
〉
だ
。
亡

母
は
「
子
等
の
宇
宙
」
と
い
う
抽
象
的
な
精
神
世
界
を
照
ら
す
永
遠

の
存
在
で
あ
り
、
そ
う
や
っ
て
憧
憬
し
て
見
出
す
他
な
い
よ
う
な
実

体
の
な
い
存
在
と
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

石
垣
は
詩
中
に
お
い
て
死
ん
だ
〈
母
〉
を
見
え
な
い
も
の
︱
︱
自

分
の
体
や
精
神
と
い
う
自
己
の
内
部
に
見
出
す
他
な
い
も
の
と
し

て
描
い
た
。
つ
ま
り
母
と
自
分
の
血
縁
の
つ
な
が
り
か
ら
幻
想
し
、

自
分
の
肉
体
に
亡
母
を
感
じ
る
と
い
う
詩
法
を
用
い
た
の
で
あ
る
。

「
村
」
二
六
に
は
、
そ
う
い
っ
た
死
ん
だ
〈
母
〉
と
石
垣
の
関
係
性
が

如
実
に
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
に
お
い
て
最
も
悲
劇
的
な
部
分

は
、「
母
は
ど
こ
に
も
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
詩
句
、つ
ま
り
今
「
私
」

の
生
き
て
い
る
「
こ
の
世
」
の
「
さ
び
し
い
家
」
に
は
〈
母
〉
が
不

在
し
て
い
る
、〈
母
〉
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
存
在
が
い
な
か
っ

た
と
い
う
告
白
の
詩
句
だ
ろ
う
。
不
在
し
て
い
る
か
ら
ど
う
し
よ
う

も
な
く
「
墓
」
か
ら
〈
母
〉
を
見
い
だ
す
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
し

か
し
そ
の
行
為
は
詩
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
ガ
イ
コ
ツ
の

踊
り
」を
見
る
と
い
う
危
う
さ
を
秘
め
た
も
の
な
の
だ
。石
垣
に
と
っ

て
亡
母
と
は
あ
る
い
は
最
初
か
ら
死
ん
で
い
る
者
、「
物
心
が
つ
い

た
と
き
」
に
は
「
う
ご
く
」
こ
と
の
な
い
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
は
具
象
性
が
な
く
と
も
確
か
に
「
そ
こ
に
い
た
」
と
幻

視
で
き
る
、「
お
ぼ
ろ
げ
」
な
が
ら
も
「
感
じ
と
」
る
こ
と
の
で
き

る
存
在
だ
っ
た
の
だ
。

　

戦
前
の
作
品
と
比
較
し
て
、
戦
後
の
作
品
に
顕
著
な
の
は
石
垣
自

身
が
〈
母
〉
に
な
り
得
る
存
在
で
あ
る
こ
と
へ
の
意
識
が
表
れ
て
い

る
点
だ
ろ
う
。「
用
意
」
や
「
私
は
こ
の
頃
」
な
ど
他
の
命
に
何
か

を
与
え
る
喜
び
に
溢
れ
た
母
性
の
詩
も
あ
る
一
方
、「
母
」
に
な
る

こ
と
の
不
安
を
書
い
た
「
こ
の
光
あ
ふ
れ
る
中
か
ら
」
の
よ
う
な
詩

も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
詩
を
読
解
す
る
上
で
重
要
な
の

は
石
垣
が
結
婚
を
選
ば
な
か
っ
た
そ
の
理
由
で
あ
る
。
暮
尾
淳
氏（
６
）

は
、
石
垣
の
病
気
見
舞
い
に
病
院
に
行
っ
た
際
、
石
垣
が
「
私
は
思

想
に
よ
り
家
族
を
つ
く
ら
な
か
っ
た
の
。
強
引
に
家
族
を
つ
く
ら
せ

て
し
ま
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
人
も
い
な
か
っ
た
の
ね
」
と
言
っ
た

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
思
想
」
と
は
「
私
も
自
分
の

母
と
同
じ
よ
う
に
早
く
死
ぬ
ん
で
は
な
い
か
、
子
ど
も
に
同
じ
思
い

を
さ
せ
た
く
な
い
、
長
生
き
す
る
生
命
の
保
証
が
な
い
限
り
、
母
親

に
は
な
る
ま
い
と
い
う
思
い
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
「
死
へ
の
恐
れ
」

（「
こ
と
ば
の
か
た
ち
」『
家
庭
の
詩
』）
の
記
述
に
表
れ
る
通
り
で
あ
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ろ
う
。
石
垣
は
他
に
も
「
結
論
は
縁
が
な
か
っ
た
こ
と
。
異
性
を
ひ

き
つ
け
る
だ
け
の
魅
力
が
な
か
っ
た
」（「
私
は
な
ぜ
結
婚
し
な
い
か
」

『
焔
に
手
を
か
ざ
し
て
』）
と
か
、
独
身
の
女
性
が
結
婚
で
き
な
い
理

由
に
親
や
家
族
の
存
在
を
挙
げ
た
り
し
て
い
る
（「
夜
の
海
」『
焔
に

手
を
か
ざ
し
て
』）
が
、「
思
想
」
で
結
婚
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由

は
ど
う
し
て
も
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。「
思
想
」
に
つ
い
て
石
垣
は

「
出
来
る
こ
と
と
出
来
な
い
こ
と
」（『
ユ
ー
モ
ア
の
鎖
国
』）、「
こ
と

ば
の
か
た
ち
」（『
家
庭
の
詩
』）
な
ど
複
数
の
文
章
で
述
べ
て
お
り
、

ま
た
大
勢
の
人
々
に
読
ま
れ
た
り
聞
か
れ
た
り
す
る
こ
と
を
想
定
し

て
い
な
い
病
室
で
暮
尾
に
語
っ
た
言
葉
は
参
考
に
値
す
る
か
ら
だ
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
〈
母
〉
へ
の
呼
び
か
け
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ

る
「
こ
の
光
あ
ふ
れ
る
中
か
ら
」
で
表
明
さ
れ
た
〈
母
〉
に
な
る
こ

と
へ
の
不
安
と
は
、
そ
の
背
景
に
常
に
亡
母
の
亡
霊
へ
の
意
識
︱
︱

自
分
も
母
の
よ
う
に
死
を
迎
え
る
こ
と
の
恐
怖
が
あ
っ
た
も
の
だ
と

捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
詩
編
以
外
に
も
「
え
し
や
く
」、「
唱
歌
」
二
七
、「
明
日
葉
」

な
ど
の
詩
編
は
石
垣
の
〈
母
〉
の
表
象
を
語
る
上
で
非
常
に
重
要
な

も
の
だ
。
こ
れ
ら
の
詩
編
に
共
通
し
て
い
る
の
は
〈
母
〉
の
表
象
と

共
に
、
死
に
向
か
っ
て
老
い
つ
つ
あ
る
自
己
へ
の
認
識
が
表
わ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。「
え
し
や
く
」
で
は
、
い
つ
か
は
老
い
る
自
分

を
踏
ま
え
た
上
で
次
世
代
に
与
え
る
喜
び
が
、「
唱
歌
」
で
は
、
母

や
父
の
死
を
経
験
し
な
が
ら
死
の
意
味
を
理
解
で
き
な
い
不
安
が
、

「
明
日
葉
」
で
は
老
年
に
至
っ
て
も
何
も
生
み
出
せ
な
か
っ
た
自
分

へ
の
憤
り
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
詩
編
に
お
い
て
表
象
さ

れ
て
い
る
感
情
は
全
く
違
っ
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
そ
の
根
底
に
は

死
ん
だ
〈
母
〉
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。〈
母
〉
と
は

い
つ
か
死
ぬ
自
分
を
意
識
さ
せ
る
一
種
の
死
の
記
号
で
あ
り
続
け
た

の
だ
。

　

石
垣
の
詩
に
お
け
る
〈
母
〉
と
は
、
み
え
な
い
存
在
、
あ
る
い
は

不
在
し
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
確
か
な
感
覚
で
捉
え
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
こ
の
〈
母
〉
を
石
垣
は
生
涯
呼
び
続
け
た
。
自
己
と
母
の
血

縁
の
つ
な
が
り
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
肉
体
を
凝
視
す
る
と

い
う
極
め
て
閉
鎖
的
な
方
法
で
亡
母
を
描
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
詩

人
が
石
垣
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
〈
母
〉
は
い
つ
か
死
ぬ
と
い
う
現

実
の
前
に
自
己
を
投
げ
出
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
遡
っ
て
今
生
き
て
い
る

生
の
意
味
を
問
い
か
け
る
存
在
だ
っ
た
の
だ
。

六
、
お
わ
り
に

　

決
し
て
多
く
は
な
い
石
垣
研
究
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
て

き
た
の
は
、
社
会
的
規
範
に
縛
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
い
、
自
分
の
家
に

は
自
分
で
「
表
札
」
を
か
か
げ
る
よ
う
な
自
律
精
神
に
溢
れ
る
詩
人

像
だ
っ
た
。
し
か
し
詩
編
を
ひ
と
つ
ず
つ
検
討
す
る
こ
と
で
見
え
て

く
る
の
は
母
や
血
縁
と
い
っ
た
社
会
的
規
範
や
〈
女
〉
の
定
め
の

よ
う
な
も
の
と
と
こ
と
ん
向
き
合
っ
た
詩
人
・
石
垣
で
あ
る
。〈
女
〉

を
取
り
巻
く
定
め
や
規
範
を
た
だ
批
判
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
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女
の
定
め
に
沿
え
な
い
自
己
を
凝
視
し
続
け
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の

が
石
垣
の
詩
業
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。　

〈
論
中
言
及
詩
編
　
書
誌
情
報
〉（
言
及
順
）

一
．「
表
札
」『
表
札
な
ど
』
１
９
６
８
・
１
２　

思
潮
社

〈
初
出
：『
詩
と
批
評
』
１
９
６
６
・
９　
「
詩
と
批
評
」
社
〉　

二
．「
明
日
葉
」『
夜
の
太
鼓
』
１
９
８
９
・
６　

筑
摩
書
房

〈
初
出
：『
Ｒ : 

季
刊
詩
誌
』
１
９
８
５
・
１
１ 　

Ｒ
の
会
〉

三
．「
海
の
な
が
め
」『
表
札
な
ど
』〈
初
出
：『
無
限
』　

政
治
公
論
社
〉

四
．「
私
は
こ
の
頃
」『
私
の
前
に
あ
る
鍋
と
お
釜
と
燃
え
る
火
と
』

１
９
５
９
・
１
２　

書
肆
ユ
リ
イ
カ
〈
初
出
不
明
〉

五
．「
島
」『
表
札
な
ど
』

〈
初
出
：『
朝
日
新
聞
』
１
９
６
５
・
４
・
２
５　

朝
日
新
聞
社
〉

六
．「
家
」『
私
の
前
に
あ
る
鍋
と
お
釜
と
燃
え
る
火
と
』〈
初
出
未
詳
〉

七
．「
屋
根
」『
私
の
前
に
あ
る
鍋
と
お
釜
と
燃
え
る
火
と
』

〈
初
出
：『
銀
行
員
の
詩
集
』
１
９
５
７
・
７
全
国
銀
行
従
業
員
組
合
連
合
会
〉

八
．「
え
し
や
く
」『
表
札
な
ど
』〈
初
出
：『
草
原
』
１
９
６
６
・
１　

草
原
同
人
〉

九
．「
用
意
」『
私
の
前
に
あ
る
鍋
と
お
釜
と
燃
え
る
火
と
』

〈
初
出
：『
時
間= Le tem

ps

』
１
９
５
１
・
１　

時
間
社
〉

一
〇
．「
風
景
」『
私
の
前
に
あ
る
鍋
と
お
釜
と
燃
え
る
火
と
』

〈
初
出
：「
銀
行
員
の
詩
集
」
１
９
５
６
・
８　

全
国
銀
行
従
業
員
組
合
連
合
会
〉

一
一
．「
家
出
の
す
す
め
」『
表
札
な
ど
』

〈
初
出
：『
現
代
詩
』
１
９
６
１
・
５　

飯
塚
書
店
〉　

一
二
．「
生
え
て
く
る
」『
表
札
な
ど
』

〈
初
出
：『
詩
人
連
邦
』
１
９
６
２
・
１
１
詩
人
連
邦
発
行
所
〉

一
三
．「
我
が
家
」『
女
子
文
苑
』
第
六
巻
第
九
号
１
９
３
９
・
８　

女
子
文
苑
社

一
四
．「
夫
婦
」『
私
の
前
に
あ
る
鍋
と
お
釜
と
燃
え
る
火
と
』〈
初
出
不
明
〉

一
五
．「
貧
乏
」『
私
の
前
に
あ
る
鍋
と
お
釜
と
燃
え
る
火
と
』〈
初
出
：『
銀
行

員
の
詩
集
』
１
９
５
５
・
９　

全
国
銀
行
従
業
員
組
合
連
合
会
〉

一
六
．「
夜
の
詩
」『
濤
（
５
）』
１
９
５
８
・
１
２　

濤
發
行
所

一
七
．「
い
じ
わ
る
の
詩
」『
レ
モ
ン
と
ね
ず
み
』
２
０
０
８
・
４　

童
話
屋

〈
初
出
不
明
〉

一
八
．「
私
の
日
記
」『
レ
モ
ン
と
ね
ず
み
』〈
初
出
不
明
〉

一
九
．「
落
伍
」
濤(

２)

１
９
５
６
・
７　

濤
發
行
所

二
〇
．「
墓
」『
文
藝
春
秋
』
１
９
９
１
・
６　

文
藝
春
秋
社

二
一
．「
海
と
り
ん
ご
と
」『
私
の
前
に
あ
る
鍋
と
お
釜
と
燃
え
る
火
と
』

〈
初
出
：『
時
間= Le tem

ps

』
１
９
５
１
・
２　

時
間
社
〉

二
二
．「
お
母
さ
ま
」『
女
子
文
苑
』
第
三
巻
第
八
号
１
９
３
６
・
８　

女
子
文
苑
社

二
三
．「
お
か
あ
さ
ん
」『
女
子
文
苑
』
第
三
巻
第
七
号
１
９
３
６
・
７　女

子
文
苑
社

二
四
．「
肉
體
」『
総
合
文
藝
雑
誌
女
子
文
苑
』
第
五
巻
第
六
号　

１
９
３
８
・
６　

女
子
文
苑
社

二
五
．「
母
に
捧
ぐ
」『
総
合
文
藝
雑
誌
女
子
文
苑
』
第
五
巻
第
一
一
号

　

１
９
３
８
・
１
１　

女
子
文
苑
社

二
六
．「
村
」『
略
歴
』
１
９
７
９
・
５　

花
神
社
〈
初
出
：『 

花
・
現
代
詩
』

第
Ⅳ 

号　

１
９
６
９
・
８　

花
・
現
代
詩
編
集
部
〉

二
七
．「
唱
歌
」『
表
札
な
ど
』〈
初
出
：『
歴
程
』
１
９
６
８
・
９　

歴
程
社
〉

〈
注
〉

（
１
）羅
麗
傑
氏
は「
石
垣
り
ん
詩
作
品
に
見
る〈
一
人
で
生
き
る
空
間
〉の
構
築
」

（『
日
本
言
語
文
化
研
究 : 

城
西
国
際
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
６
号 

２
０
１
７

年
５
月
）
で
、
石
垣
の
詩
に
お
け
る
「
私
」
に
つ
い
て
「
自
己
を
生
き
よ
う



− 69 −

と
し
て
、
精
神
的
自
立
を
求
め
、
自
分
が
自
分
で
い
ら
れ
る
た
め
に
、
血
縁

や
婚
姻
関
係
を
絶
」
っ
た
存
在
で
「
あ
ら
ゆ
る
繋
が
り
を
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り

切
り
捨
て
、
誰
に
も
頼
ら
ず
、
何
に
も
左
右
さ
れ
な
い
一
人
の
自
分
を
創
っ

て
い
る
」 
と
論
じ
、水
田
宗
子
氏
は「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と 

〈
戦
後
女
性
詩
〉の
展
開
」

(

思
潮
社 

２
０
１
２
年
１
月)

で
、「
わ
た
し
」
を
「
家
族
と
の
血
縁
と
し
て
の
」 

絆
か
ら
離
れ
た
存
在
だ
と
論
じ
た
。
ま
た
万
里
子
路
譲
氏
も
同
様
に
「
孤
闘

の
詩
人
・
石
垣
り
ん
へ
の
旅
」（
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社 

２
０
１
９
年
５
月
）
で

石
垣
の
抱
く
〈
女
〉
と
い
う
性
の
抱
え
る
規
範
性
へ
の
忌
避
を
論
じ
て
い
る
。

紙
幅
の
都
合
上
、
全
て
は
列
記
で
き
な
い
が
、
石
垣
の
〈
女
〉
の
規
範
へ
の

忌
避
感
は
よ
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
問
題
だ
と
言
え
る
。

（
２
）
阿
毛
久
芳
「
石
垣
り
ん
の
詩
一
断
面
︱
《
女
性
の
肉
体
性
》
の
風
景
」『
蟹

行
』
四
巻
（「
蟹
行
」
の
会 

１
９
９
０
年
５
月
）

（
３
）
注
（
２
）
に
同
じ
。
五
三
頁
。

（
４
）
茨
木
の
場
合
は
「
劇
」（『
対
話
』
不
知
火
社
１
９
５
１
年
１
１
月
）
な

ど
の
詩
で
、
大
庭
の
場
合
は
「
蒼
い
領
巾
と
虹
」（『
錆
び
た
言
葉
』
講
談
社

１
９
７
１
年
９
月
）
な
ど
の
詩
で
祖
先
か
ら
伝
わ
る
系
譜
性
の
拒
否
を
表
現

し
て
い
る
。

（
５
）
清
岡
卓
行
「
石
垣
り
ん
の
詩　

戦
後
詩
へ
の
愛
着
６
」『
文
学
』
第
３
５

巻
（
１
１
）（
岩
波
書
店 

１
９
６
７
年
１
１
月
）
九
八
頁

（
６
）
内
村
剛
介
「
厳
粛
な
滑
稽
︱
『
表
札
な
ど
』」『
内
村
剛
介
著
作
集
第
７
巻
』

　（
恵
雅
堂 

２
０
１
３
年
９
月
）
一
一
二
頁

（
７
）
千
石
英
世
「
異
性
文
学
論
」（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房 

２
０
０
４
年
８
月
）

三
四
頁

（
８
）
竹
中
典
子
・
西
原
大
輔
「
石
垣
り
ん
戦
前
発
表
作
品
一
覧
」『
広
島
大
学

日
本
語
教
育
研
究
』（
２
８
）（
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科 

２
０
１
８
年
）

（
９
）
暮
尾
淳
「
意
思
を
貫
い
た
詩
人
」『
現
代
詩
手
帖
特
集
版　

石
垣
り
ん
』（
思

潮
社
２
０
０
５
年
５
月
）
九
四
頁

（
ふ
じ
た　

ま
さ
は
る
）


