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は
じ
め
に

　「
蘆
刈
」
は
昭
和
七
年
、『
改
造
』
の
十
一
月
号
、十
二
月
号
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
前
年
に
谷
崎
は
、主
要
な
作
品
に
数
え
ら
れ
る
「
吉

野
葛
」、「
盲
目
物
語
」
を
発
表
し
て
い
た
。
昭
和
八
年
に
は
代
表
的
な
作
品
の
一
つ
で
あ
る
「
春
琴
抄
」
を
発
表
す
る
。
河
野
多
恵
子

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
大
噴
火
の
創
作
期（
１
）」
と
も
い
う
べ
き
活
躍
の
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。「
蘆
刈
」
は
そ
う
い
っ
た
時
期
に

書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。

　「
吉
野
葛
」
や
「
盲
目
物
語
」、「
春
琴
抄
」
と
い
っ
た
作
品
群
に
比
す
る
と
、「
蘆
刈
」
の
存
在
は
や
や
地
味
で
あ
る
。
京
阪
神
間
の

水
無
瀬
に
あ
る
中
州
を
舞
台
と
し
て
、
谷
崎
に
比
定
さ
れ
る
「
わ
た
し
」
が
こ
の
地
を
散
策
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
突
如
現
れ
た
蘆
間

の
男
よ
り
、
そ
の
父
芹
橋
慎
之
介
と
、
お
遊
さ
ん
な
る
女
性
と
の
恋
物
語
を
聞
く
と
い
う
話
で
あ
る
。

　
当
時
の
谷
崎
は
、「
乱
菊
物
語
」、「
盲
目
物
語
」、「
武
州
公
秘
話
」
と
い
っ
た
、
歴
史
を
題
材
と
し
た
小
説
を
数
多
く
執
筆
し
て
い

た
。
前
述
の
「
吉
野
葛
」
も
こ
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
蘆
刈
」
は
や
や
様
相
を
異
と
し
て
い
る
。
初
め
こ
そ
後
鳥
羽
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院
や
菅
原
道
真
と
い
っ
た
人
物
に
触
れ
て
歴
史
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
途
中
か
ら
蘆
間
の
男
が
語
る
話
の
方
へ
内
容
が
シ
フ
ト

し
て
い
く
。
そ
こ
に
は
後
年
の
「
春
琴
抄
」
に
見
ら
れ
る
、
自
傷
に
よ
る
失
明
の
よ
う
な
、
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
内
容
は
見
受
け
ら
れ
な

い
。
同
時
代
評
を
見
返
し
て
も
芳
し
い
も
の
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
里
見
弴
は
「
最
近
の
諸
作
で
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
と
い
ふ
ほ
ど

の
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ（
２
）、
川
端
康
成
も
「
た
わ
い
な
い
と
い
ふ
外
は
な
い
」
と
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
た（
３
）。
こ
れ
は
「
春
琴

抄
」
が
「
聖
人
出
づ
る
と
雖
も
、
一
語
を
挿
む
こ
と
能
わ
ざ
る
べ
し
と
云
っ
た
感
に
打
た
れ
た（
４
）」、「
た
だ
嘆
息
す
る
ば
か
り
の
名
作
で
、

言
葉
が
な
い（
５
）」
と
評
価
さ
れ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　
し
か
し
、「
蘆
刈
」
は
、
研
究
者
の
間
で
様
々
に
議
論
を
呼
ん
だ
作
品
で
あ
る
。「
蘆
刈
」
の
研
究
史
に
大
き
な
一
石
を
投
じ
た
の
は

作
家
秦
恒
平
で
あ
っ
た
。
秦
は
「
お
遊
さ
ま
―
わ
が
谷
崎
の
『
蘆
刈
』
考
」（『
海
』
８
巻
７
号���

中
央
公
論
社���

昭
和
五
十
一
年
七
月
）

で
「
蘆
刈
」
に
つ
い
て
語
り
、
そ
の
中
で
、
お
遊
さ
ん
が
、
実
は
蘆
間
の
男
を
産
ん
だ
生
母
だ
と
す
る
論
を
展
開
し
た
。
そ
の
後
、
大

里
恭
三
郎
が
「
谷
崎
潤
一
郎
『
蘆
刈
』
論
―
絶
妙
な
話
術
―
」（『
常
葉
学
園
短
期
大
学
紀
要
』
第
十
五
巻���

昭
和
五
十
八
年
）
で
「
氏

の
緻
密
な
分
析
は
、
蘆
間
の
男
が
間
違
い
な
く
お
遊
さ
ん
の
子
で
あ
る
こ
と
を
見
事
に
証
明
し
て
い
た
。」
と
秦
論
を
追
認
し
た
。

　
こ
の
時
期
と
前
後
し
て
、
蘆
間
の
男
が
何
者
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
、「
蘆
刈
」
の
研
究
指
針
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
永

栄
啓
伸
、
た
つ
み
都
志
と
い
っ
た
研
究
者
が
「
蘆
刈
」
に
つ
い
て
触
れ
、
論
を
展
開
し
た
。
永
栄
啓
伸
は
「『
蘆
刈
論
』
―
そ
の
構
造

と
内
実
―
」（『
日
本
近
代
文
学
』
第
四
十
一
集
　
平
成
元
年
一
〇
月
）
で
、
蘆
間
の
男
が
最
後
に
姿
を
消
し
た
こ
と
は
彼
が
亡
霊
だ
か

ら
と
し
、
蘆
間
の
男
が
芹
橋
慎
之
介
の
亡
霊
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
。
た
つ
み
都
志
は
、「
継
母
思
慕
構
造
と
し
て
の
『
蘆
刈
』」（『
昭

和
文
学
研
究
』
五
巻���

昭
和
五
十
七
年
六
月
）
を
発
表
し
、
秦
の
説
に
疑
問
を
呈
し
な
が
ら
も
、「
母
恋
い
小
説
」
と
し
て
の
「
蘆
刈
」

の
要
素
に
目
を
向
け
て
、
お
遊
さ
ん
は
男
に
と
っ
て
の
継
母
的
な
存
在
、
記
憶
の
中
に
刷
り
込
ま
れ
た
「
母
」
と
い
う
立
場
を
取
っ

た
。
同
様
の
こ
と
は
辻
憲
男
も
「
巨
椋
池
の
月
見
―
谷
崎
潤
一
郎
「
蘆
刈
」
を
読
む
」（『
神
戸
親
和
女
子
大
学
研
究
論
叢
』
三
十
二
巻����
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平
成
十
一
年
）
で
述
べ
、
男
の
母
は
「
お
遊
さ
ん
」
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
父
慎
之
介
に
と
っ
て
の
「
妻
」、
蘆
間
の
男
に
と
っ

て
の
「
生
ま
ぬ
母
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　
ま
た
、
蘆
間
の
男
の
「
語
り
」
に
つ
い
て
も
目
が
向
け
ら
れ
、
こ
の
面
か
ら
も
蘆
間
の
男
の
正
体
に
つ
い
て
論
考
が
な
さ
れ
た
。
川

島
淳
史
は��「『
蘆
刈
』��

試
論
―
偽
装
の
語
り
と
〈
水
無
瀬
見
聞
記
〉」（『
駒
沢
國
文
』
第
三
十
二
巻�����

平
成
十
二
年
）
で
舞
台
と
な
る

水
無
瀬
周
囲
の
状
況
と
男
の
「
語
り
」
を
詳
細
に
点
検
し
、最
後
男
が
姿
を
消
し
た
の
は
、「
語
り
」
の
嘘
が
発
覚
し
た
た
め
で
あ
っ
て
、

蘆
間
の
男
は
芹
橋
慎
之
介
が
偽
装
し
た
亡
霊
だ
と
し
た
。
こ
の
論
の
中
で
川
島
は
舞
台
と
な
っ
た
水
無
瀬
と
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
詳
し

く
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
先
述
し
た
辻
も
同
様
の
調
査
を
、巨
椋
池
に
特
化
し
て
行
っ
て
い
る
。
こ
の
分
野
で
は
塩
崎
文
雄
の
労
作「『
蘆

刈
』
余
影
」（『
日
本
文
学
』
巻
41
号
12
号���

平
成
四
年
十
二
月
）
が
あ
り
、
水
無
瀬
だ
け
で
な
く
、
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
年
代
及
び

気
象
に
つ
い
て
ま
で
、
詳
細
に
調
査
を
し
て
い
る
。
特
に
月
日
の
特
定
に
つ
い
て
は
瞠
目
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
作
品
発
表
よ
り
も
三

年
前
の
、
昭
和
四
年
九
月
を
作
中
の
年
月
と
し
て
特
定
し
て
い
る（
６
）。

　
様
々
な
論
が
輩
出
し
た
「
蘆
刈
」
で
あ
る
が
、
蘆
間
の
男
が
何
者
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
明
確
な
結
論
が
出
て
い
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は『
国
文
学���

解
釈
と
教
材
の
研
究
』（
學
燈
社���

第
三
十
八
巻
十
四
号���

平
成
五
年
十
二
月
）で
平
野
芳
信
に
よ
っ

て
「
男
の
母
が
誰
か
と
い
う
議
論
か
ら
は
そ
ろ
そ
ろ
距
離
を
お
き
」
と
い
う
提
言
が
さ
れ
て
お
り
、
論
と
す
る
に
は
い
さ
さ
か
古
び
た

内
容
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
高
佳
紀
も
「『
蘆
刈
』
論
―
記
憶
の
中
の
『
遊
』
女
」（『
日
本
近
代
文
学
』
五
十
巻���

平
成
六
年
五
月
）

で
、「
蘆
刈
」の
語
り
の
特
質
に
触
れ
て
、こ
の
た
め
に
蘆
間
の
男
が
誰
の
子
か
と
い
う
問
い
か
け
は
無
効
に
な
る
と
述
べ
た
。
こ
う
い
っ

た
向
き
も
あ
る
「
蘆
刈
」
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
論
が
輩
出
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
た
め
、
触
れ
て
み
る
価
値
は
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
蘆
間
の
男
が
何
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
一
つ
の
可
能
性
を
示
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
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一
　
蘆
刈
の
年
立
て
と
「
わ
た
し
」
の
認
識

　「
蘆
刈
」
は
作
中
の
舞
台
の
年
代
が
判
然
と
し
な
い
。
作
品
の
発
表
そ
の
も
の
は
昭
和
七
年
の
十
一
月
、
十
二
月
な
の
で
、
昭
和
初

期
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
が
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
、具
体
的
に
は
ど
の
年
代
な
の
か
。
先
に
取
り
上
げ
た
塩
崎
文
雄
の
「『
蘆
刈
』
余
影
」

に
頼
り
な
が
ら
、
以
下
こ
の
点
を
考
え
る
。

　「
蘆
刈
」
本
文
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
物
語
が
「
わ
た
し
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
現
在
が
特
定
で
き
る
。

げ
ん
ざ
い
で
は
そ
の
江
口
も
大
大
阪
の
市
内
に
は
ひ
り
、
山
崎
も
去
年
の
京
都
市
の
拡
張
以
来
大
都
会
の
一
部
に
へ
ん
に
ふ
さ
れ

た
け
れ
ど
も
（
略
）
ま
だ
し
ば
ら
く
は
草
ぶ
か
い
在
所
の
お
も
む
き
を
う
し
な
ふ
こ
と
が
な
い
で
あ
ら
う
。

　
京
都
市
が
合
併
に
よ
っ
て
拡
張
さ
れ
た
の
は
昭
和
六
年
で
あ
り（
７
）、
そ
の
こ
と
を
作
中
で
「
去
年
」
と
記
し
て
い
る
か
ら
、
物
語
が
語

ら
れ
て
い
る
時
間
は
、
昭
和
七
年
と
、
作
品
が
発
表
さ
れ
た
時
代
と
一
致
す
る
。
し
か
し
、「
蘆
刈
」
の
最
初
に
「
ま
だ
お
か
も
と
に

す
ん
で
い
た
じ
ぶ
ん
の
こ
と
で
あ
っ
た
。」
と
あ
る
の
で
、
作
中
の
時
間
は
昭
和
七
年
を
含
む
、「
蘆
刈
」
が
語
ら
れ
て
い
る
現
在
よ
り

も
過
去
の
こ
と
に
な
る
。

　
も
う
一
つ
、
年
代
を
特
定
す
る
た
め
の
重
要
な
存
在
が
、「
新
京
阪
鉄
道
」
で
あ
る
。
現
在
の
阪
急
京
都
線
は
こ
の
会
社
に
よ
っ
て

建
設
さ
れ
た
。
天
神
橋
か
ら
京
都
西
院
の
区
間
が
全
通
し
た
の
は
昭
和
三
年
の
十
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た（
８
）。
作
中
で
は
「
や
ま
ざ
き
ま

で
な
ら
汽
車
で
行
っ
て
も
す
ぐ
だ
け
れ
ど
も
阪
急
で
行
っ
て
新
京
阪
に
の
り
か
え
れ
ば
な
お
訳
は
な
い
。」
と
あ
る
。「
わ
た
し
」
が
ど
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こ
か
ら
阪
急
電
車
に
乗
っ
た
か
を
考
え
る
と
、
可
能
性
が
高
い
の
は
現
在
の
阪
急
神
戸
本
線
の
岡
本
駅
で
あ
ろ
う
。
わ
ざ
わ
ざ
「
ま
だ

お
か
も
と
に
す
ん
で
い
た
じ
ぶ
ん
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
岡
本
駅
以
外
か
ら
阪
急
に
乗
っ
た
こ
と
は
考
え
に
く
い（
９
）。
そ
の
後
、
当

時
は
「
新
京
阪
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
鉄
道
線
に
乗
り
換
え
、大
山
崎
駅
で
下
車
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
既
に
「『
蘆
刈
』���

余
影
」

に
指
摘
が
あ
る
が
、
阪
急
の
大
山
崎
駅
で
下
車
が
物
理
的
に
可
能
で
あ
る
の
は
昭
和
三
年
の
十
一
月
以
降
で
あ
る
。
十
一
月
は
作
中
で

示
さ
れ
て
い
る
「
あ
る
と
し
の
九
月
」
で
は
な
い
の
で
、「
わ
た
し
」
が
仲
秋
の
名
月
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
昭
和
四
年
か
ら
昭

和
七
年
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
論
の
塩
崎
は
「『
蘆
刈
』
余
影
」
の
中
で
、「
わ
た
し
」
を
谷
崎
本
人
と
結
び
付
け
て
、
昭
和
六

年
と
七
年
が
「
ま
だ
お
か
も
と
に
す
ん
で
い
た
じ
ぶ
ん
」
に
抵
触
す
る
と
し
て
、
可
能
性
か
ら
外
し
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
五
年
で
あ

れ
ば
、「
あ
る
と
し
の
九
月
」
と
い
う
表
現
が
お
か
し
い
と
指
摘
を
す
る
。
物
語
を
語
っ
て
い
る
時
間
が
昭
和
七
年
で
あ
る
こ
と
は
判

然
と
し
て
お
り
、
そ
こ
を
起
点
と
し
て
考
え
れ
ば
、
昭
和
五
年
の
こ
と
を
書
く
の
に
「
お
と
と
し
」
と
書
く
は
ず
だ
と
塩
崎
は
指
摘
す

る
。
肯
ん
じ
る
部
分
も
多
い
が
、
作
中
の
「
わ
た
し
」
と
作
者
谷
崎
が
完
全
に
イ
コ
ー
ル
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
昭
和
六
年
と

七
年
が
「
お
か
も
と
に
す
ん
で
い
た
じ
ぶ
ん
」
に
抵
触
す
る
と
は
言
い
難
い
。
作
中
の
「
わ
た
し
」
が
昭
和
六
年
も
し
く
は
七
年
の
九

月
に
「
お
か
も
と
」
に
住
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
一
つ
、年
月
を
特
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
は
先
述
し
た「
新
京
阪
鉄
道
」で
あ
る
。
先
ほ
ど
に
も
述
べ
た
が
、「
わ

た
し
」
が
乗
っ
た
新
京
阪
鉄
道
は
、
昭
和
三
年
十
一
月
に
天
神
橋
か
ら
西
院
間
区
間
が
開
通
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
五
年
の
九

月
十
五
日
を
も
っ
て
、
新
京
阪
鉄
道
は
京
阪
電
気
鉄
道
に
吸
収
合
併
さ
れ
て
い
る）
（1
（

。
と
な
れ
ば
、
昭
和
六
年
と
七
年
の
時
点
で
は
、
こ

の
鉄
道
路
線
は
既
に
京
阪
電
気
鉄
道
の
路
線
で
あ
り
、「
わ
た
し
」
が
言
う
、「
阪
急
で
行
っ
て
新
京
阪
に
の
り
か
え
」
る
と
い
う
記
述

は
こ
れ
に
矛
盾
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
同
様
の
発
言
が
蘆
間
の
男
に
も
あ
り
、「
例
年
な
ら
ば
京
阪
電
車
で
出
か
け
ま
す
と
こ
ろ
を
こ

と
し
は
廻
り
み
ち
を
し
て
、
新
京
阪
へ
乗
り
ま
し
て
」
と
あ
る
が
、「
京
阪
」
に
乗
ら
ず
、「
新
京
阪
」
に
乗
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
昭
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和
四
年
と
五
年
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
先
ほ
ど
の
塩
崎
の
論
に
従
え
ば
、
昭
和
五
年
を
作
中
の
舞
台
の
年
月
と
す
る
の
は
「
あ
る
と
し
の
九
月
」
と
い
う
表
記
が
お

か
し
く
な
る
の
で
、
昭
和
四
年
が
可
能
性
と
し
て
濃
厚
に
な
る
。
塩
崎
は
「『
蘆
刈
』
余
影
」
で
昭
和
四
年
を
「
ま
だ
お
か
も
と
に
す

ん
で
い
た
じ
ぶ
ん
」
と
い
う
観
点
か
ら
導
き
だ
し
て
い
た
が
、
新
京
阪
鉄
道
の
存
在
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
こ
の
昭
和
四
年
が
可
能
性

と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
説
に
異
論
が
挙
が
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
本
論
で
は
昭
和
四
年
か
ら
昭
和
七
年
と
い
う
幅

を
取
っ
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　
次
は
、「
わ
た
し
」が
ど
う
し
て
お
遊
さ
ん
の
年
齢
を
知
り
え
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
を
す
る
。
最
後
に「
わ
た
し
」は「
で
も
ゝ

う
お
遊
さ
ん
は
八
十
ぢ
か
い
と
し
よ
り
で
は
な
い
で
せ
う
か
」
と
発
言
す
る
。
そ
の
発
言
に
よ
っ
て
、
蘆
間
の
男
は
姿
を
消
し
、
物
語

は
閉
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。

　「
わ
た
し
」
が
「
お
遊
さ
ん
」
の
年
齢
を
、
だ
い
た
い
で
は
あ
る
が
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。「
蘆
刈
」
は
年
代
の

全
て
が
曖
昧
で
、
登
場
人
物
の
年
齢
も
お
お
よ
そ
で
し
か
わ
か
ら
な
い
。「
お
遊
さ
ん
」
に
し
て
も
、「
二
十
二
、三
の
と
し
に
は
も
う

若
後
家
に
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
情
報
が
最
初
に
「
わ
た
し
」
に
対
し
て
語
ら
れ
、
次
に
「
そ
の
こ
ろ
は
明
治
初
年
の
こ
と
」
と
語
ら

れ
る
。
こ
の
二
点
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
」
は
「
お
遊
さ
ん
」
の
年
を
推
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
昭
和
四
年
か
ら
昭
和
七
年
と

い
う
年
月
の
可
能
性
を
残
し
な
が
ら
考
察
し
た
い
。

　
ま
ず
、「
八
十
ぢ
か
い
」
と
い
う
「
お
遊
さ
ん
」
の
年
齢
だ
が
、
言
葉
通
り
に
考
え
る
と
七
十
七
歳
か
ら
七
十
九
歳
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
幅
を
考
慮
し
て
、
昭
和
七
年
に
七
十
九
歳
で
あ
る
パ
タ
ー
ン
か
ら
、
昭
和
四
年
に
七
十
九
歳
の
パ
タ
ー
ン
ま
で
（
図
表
１
）
を
作

成
し
て
、可
能
性
を
考
え
て
み
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
で
考
え
る
と
、お
遊
さ
ん
が
「
二
十
二
、三
の
と
し
」
の
「
明
治
初
年
」
と
い
う
の
は
、

明
治
五
年
か
ら
明
治
九
年
の
間
に
な
る
。

（図表１）
お遊さんの年齢

昭和７年 79
昭和６年 78 79
昭和５年 77 78 79
昭和４年 76 77 78 79

明治９年 23 24 25 26 27
明治８年 22 23 24 25 26
明治７年 22 23 24 25
明治６年 22 23 24
明治５年 22 23
明治４年 22

　
た
だ
、
物
語
中
の
「
わ
た
し
」
は
、
蘆
間
の
男
と
出
会
っ
た
年
月
を
当
然
知
っ
て
い
る
。
我
々
は
そ
の
年
月
を
完
全
に
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
仮
に
先
ほ
ど
述
べ
た
昭
和
四
年
に
定
め
て
考
え
て
み
る
。
昭
和
四
年
に
「
八
十
ぢ
か
い
」
七
十
七
歳

か
ら
七
十
九
歳
の
間
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、「
明
治
初
年
」
が
明
治
五
年
か
ら
明
治
八
年
の
範
囲
が
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　「
わ
た
し
」は
本
当
に
お
遊
さ
ん
の
年
齢
を
推
定
で
き
る
の
か
。
ま
ず
、お
遊
さ
ん
の
年
齢
の
起
点
と
し
て
情
報
提
供
が
さ
れ
た
の
が
、

「
明
治
初
年
」に
二
十
二
歳
も
し
く
は
二
十
三
歳
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
わ
た
し
」は
作
中
の
年
代
を
知
り
え
て
い
る
の
で
、「
明
治
初
年
」

が
具
体
的
に
明
治
何
年
か
を
認
識
で
き
れ
ば
、
そ
こ
を
起
算
点
と
し
て
、
お
遊
さ
ん
の
年
齢
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
「
明
治
初
年
」
の
概
念
で
あ
る
。「
初
年
」
は
実
は
具
体
的
な
年
代
を
特
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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（図表１）
お遊さんの年齢

昭和７年 79
昭和６年 78 79
昭和５年 77 78 79
昭和４年 76 77 78 79

明治９年 23 24 25 26 27
明治８年 22 23 24 25 26
明治７年 22 23 24 25
明治６年 22 23 24
明治５年 22 23
明治４年 22

　
た
だ
、
物
語
中
の
「
わ
た
し
」
は
、
蘆
間
の
男
と
出
会
っ
た
年
月
を
当
然
知
っ
て
い
る
。
我
々
は
そ
の
年
月
を
完
全
に
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
仮
に
先
ほ
ど
述
べ
た
昭
和
四
年
に
定
め
て
考
え
て
み
る
。
昭
和
四
年
に
「
八
十
ぢ
か
い
」
七
十
七
歳

か
ら
七
十
九
歳
の
間
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、「
明
治
初
年
」
が
明
治
五
年
か
ら
明
治
八
年
の
範
囲
が
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　「
わ
た
し
」は
本
当
に
お
遊
さ
ん
の
年
齢
を
推
定
で
き
る
の
か
。
ま
ず
、お
遊
さ
ん
の
年
齢
の
起
点
と
し
て
情
報
提
供
が
さ
れ
た
の
が
、

「
明
治
初
年
」に
二
十
二
歳
も
し
く
は
二
十
三
歳
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
わ
た
し
」は
作
中
の
年
代
を
知
り
え
て
い
る
の
で
、「
明
治
初
年
」

が
具
体
的
に
明
治
何
年
か
を
認
識
で
き
れ
ば
、
そ
こ
を
起
算
点
と
し
て
、
お
遊
さ
ん
の
年
齢
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
「
明
治
初
年
」
の
概
念
で
あ
る
。「
初
年
」
は
実
は
具
体
的
な
年
代
を
特
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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『
大
辞
林
』（
三
省
堂���

昭
和
六
十
三
年
十
一
月
）
に
拠
れ
ば
、「
あ
る
期
間
の
、
は
じ
め
の
頃
。」
と
あ
る
。『
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館���

昭
和
五
十
六
年
十
二
月
）
も
同
様
に
「
あ
る
期
間
の
は
じ
め
の
こ
ろ
」
と
あ
り
、
明
治
初
年
が
何
年
か
と
い
う
具
体
的
な
数
字
は
、
こ

の
語
句
か
ら
は
判
別
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
も
う
少
し
深
く
考
え
る
た
め
、「
蘆
刈
」
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
七
年
付
近
の
出
版
物
に
使
わ
れ
て
い
る
「
明
治
初
年
」

の
使
用
例
を
考
え
る
。『
国
民
総
合
日
本
史
』（
栗
田
元
次���

中
文
館
書
店���

昭
和
七
年
）
を
見
る
と
、
第
２
章
の
題
名
に
「
明
治
初
年

に
於
け
る
隣
邦
と
の
関
係
と
領
土
の
確
定
」
と
あ
り
、
こ
の
章
段
で
は
明
治
六
年
ま
で
が
明
治
初
年
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
同
じ
く

昭
和
七
年
の
『
日
本
精
神
発
達
史
』（
河
野
省
三���

大
岡
山
書
店
）
の
中
に
あ
る
「
明
治
初
年
の
二
大
思
潮
」
と
い
う
初
段
で
は
明
治

十
年
ま
で
を
「
初
年
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
二
冊
だ
け
を
見
て
も
「
初
年
」
の
扱
い
方
に
大
き
な
差
が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
が
「
初

年
」
を
別
々
の
幅
で
と
ら
え
て
い
る
。

　「
明
治
初
年
」
と
い
う
語
句
に
対
し
て
、
一
般
的
か
つ
具
体
的
な
数
字
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、「
明
治
初
年
」
か
ら
起
算

し
て
、「
わ
た
し
」
は
お
遊
さ
ん
の
年
齢
を
推
定
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な
数
字
は
「
明
治
初
年
」
か
ら

導
き
出
せ
な
い
。
先
ほ
ど
仮
定
し
た
昭
和
四
年
の
ケ
ー
ス
で
考
え
て
み
て
も
、「
わ
た
し
」
が
「
明
治
初
年
」
を
明
治
五
年
か
ら
明
治

八
年
だ
と
認
識
で
き
て
い
な
い
と
、
お
遊
さ
ん
の
年
齢
を
推
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
わ
た
し
」
が
「
明
治
初
年
」
に
お
遊
さ

ん
が
「
二
十
二
、三
」
と
い
う
情
報
を
知
っ
た
と
こ
ろ
で
、
お
遊
さ
ん
の
年
齢
を
「
八
十
ぢ
か
い
」
と
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は

ず
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
情
報
だ
け
で
は
、「
わ
た
し
」
が
「
で
も
ゝ
う
お
遊
さ
ん
は
八
十
ぢ
か
い
と
し
よ
り
で
は
な
い
で
せ

う
か
」
と
発
言
を
す
る
こ
と
は
、
作
中
に
述
べ
ら
れ
た
だ
け
の
内
容
か
ら
は
矛
盾
す
る
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
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二
　
蘆
間
の
男
の
年
齢
か
ら
考
え
る

　
次
に
、
お
遊
さ
ん
の
年
齢
を
「
わ
た
し
」
が
推
察
で
き
る
も
う
一
つ
の
可
能
性
を
考
え
て
み
る
。
そ
れ
は
、
蘆
間
の
男
の
年
齢
か
ら
、

お
遊
さ
ん
の
年
齢
を
「
わ
た
し
」
が
推
察
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
蘆
間
の
男
が
「
わ
た
し
」
に
語
る
、お
遊
さ
ん
に
関
す
る
情
報
は
、「
お
遊
さ
ん
が
二
十
七
の
と
し
」
に
、お
遊
さ
ん
の
子
が
病
死
し
、

こ
の
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
「
離
籍
の
件
が
ま
と
ま
っ
た
」
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
お
遊
さ
ん
の
兄
が
「
一
年
ほ
ど
た
ち
ま
し
て
再

縁
を
す
す
め
た
」
こ
と
で
、
伏
見
の
造
り
酒
屋
の
主
人
の
所
へ
再
縁
す
る
。
こ
の
時
の
具
体
的
な
年
齢
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
年

が
経
過
し
て
い
る
の
で
、
二
十
八
歳
と
思
わ
れ
る
。

　
蘆
間
の
男
は
お
遊
さ
ん
と
自
身
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

わ
た
く
し
は
お
し
ず
の
生
ん
だ
子
な
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
父
は
お
遊
さ
ん
と
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
別
れ
ま
し
て
か
ら
な
が
い
あ
い

だ
の
苦
労
を
お
も
い
ま
た
そ
の
人
の
妹
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
い
い
し
れ
ぬ
あ
わ
れ
を
も
よ
お
し
ま
し
て
お
し
ず
と
ち
ぎ
り
を
む
す
び

ま
し
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。

　
男
の
言
葉
を
受
け
取
れ
ば
、
最
短
で
考
え
て
お
遊
さ
ん
が
二
十
九
歳
の
時
に
、
お
し
ず
が
蘆
間
の
男
を
産
ん
だ
計
算
に
な
る
。
そ
の

時
点
で
の
お
遊
さ
ん
の
年
齢
に
物
語
の
舞
台
に
お
け
る
蘆
間
の
男
の
年
齢
を
加
算
す
れ
ば
、「
わ
た
し
」
は
お
遊
さ
ん
の
年
齢
を
推
定

で
き
る
は
ず
で
あ
る
。



日

　本

　文

　学

　論

　究

九
〇

（図表２）
お遊さんの年齢 蘆間の男の年齢
79 80 51
78 79 50
77 78 49
76 77 48
30 31 2
29 30 1

　
こ
れ
は
「
八
十
ぢ
か
い
」
と
い
う
記
述
に
丁
度
当
て
は
ま
る
。
と
な
れ
ば
、
た
と
え
「
わ
た
し
」
が
蘆
間
の
男
の
年
齢
を
正
し
く
知

ら
な
く
て
も
、
お
遊
さ
ん
が
「
八
十
近
い
」
と
い
う
こ
と
を
想
像
し
、
発
言
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
理
論
に
も
大
き
な
落
と
し
穴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
十
八
歳
で
お
遊
さ
ん
が
再
縁
し
た
後
、「
ち
ぎ
り
を
む
す
」
ん
だ

妹
お
し
ず
が
、
す
ぐ
に
蘆
間
の
男
を
宿
し
、
翌
年
に
出
産
を
し
な
い
と
こ
の
計
算
は
破
綻
を
す
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
、
産
ん
だ
の
は
必

然
的
に
お
し
ず
に
な
る
。
お
遊
さ
ん
が
再
縁
後
に
蘆
間
の
男
を
出
産
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
時
に
出
産
し
た
の
は
ど
う
し

て
も
お
し
ず
以
外
に
は
あ
り
え
な
く
な
る
。

　
当
た
り
前
だ
が
「
わ
た
し
」
は
お
し
ず
が
お
遊
さ
ん
の
再
縁
後
す
ぐ
に
、お
し
ず
が
蘆
間
の
男
を
宿
し
た
こ
と
を
知
り
よ
う
も
な
い
。

　
し
か
し
、
作
中
で
蘆
間
の
男
の
年
齢
は
語
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
蘆
間
の
男
の
年
齢
が
推
察
で
き
る
要
素
は
二
点
あ
る
。
一
つ
は
、

蘆
間
の
男
が
「
七
つ
か
八
つ
」
の
時
、
そ
の
父
に
連
れ
ら
れ
て
、
巨
椋
池
へ
お
遊
さ
ん
を
見
に
行
っ
た
と
い
う
経
験
が
語
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
蘆
間
の
男
は
「
な
に
し
ろ
今
か
ら
四
十
何
年
の
昔
の
こ
と
」
と
述
べ
る
。「
四
十
何
年
」
も
含
み
の
あ
る
言

い
方
で
あ
る
。「
何
」
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
も
「
ど
れ
が
相
当
す
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
物
事
を
さ
し
て
問
う
語）
（（
（

。」、「
不
特
定

の
事
柄
を
観
念
的
に
指
示
す
る）
（1
（

。」
と
あ
っ
て
、
具
体
的
な
数
字
は
特
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
不
定
な
が
ら
も
数
年
と
い
う
こ
と
で
、

二
年
乃
至
三
年
の
程
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら）
（1
（

、
四
十
二
か
ら
四
十
三
年
の
間
で
あ
る
こ
と
は
推
察
で
き
る
。
七
、八
年
と
い
う

数
字
を
加
え
て
蘆
間
の
男
の
年
齢
を
考
え
る
と
、
四
十
九
歳
か
ら
五
十
一
歳
の
間
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
う
一
つ
、
蘆
間
の
男
の
年
齢
を
想
像
さ
せ
る
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
わ
た
し
」
が
「
よ
わ
い
五
十
に
近
」
い
と
い
う
こ
と
で
、

蘆
間
の
男
が
「
と
し
は
わ
た
し
と
同
年
輩
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
」
と
察
す
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
考
え
て
も
、
蘆
間
の
男
の
年

齢
が
、
四
十
九
歳
か
ら
五
十
一
歳
の
間
と
考
え
ら
れ
る）
（1
（

。
以
下
、
お
遊
さ
ん
が
二
十
九
歳
の
時
に
蘆
間
の
男
が
生
ま
れ
た
と
し
て
、
お

遊
さ
ん
の
年
に
蘆
間
の
男
の
年
齢
を
足
し
て
考
え
て
み
る
。

　
蘆
間
の
男
の
年
齢
が
四
十
九
歳
か
ら
五
十
一
歳
の
間
と
な
れ
ば
、
そ
こ
に
お
遊
さ
ん
の
年
齢
二
十
九
歳
を
加
え
、
数
え
年
の
計
算
方

法
で
考
え
る
と
、「
八
十
近
い
」と
い
う
お
遊
さ
ん
は
七
十
七
歳
か
ら
七
十
九
歳
の
間
に
な
る
。
詳
し
く
は（
図
表
２
）を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（図表２）
お遊さんの年齢 蘆間の男の年齢
79 80 51
78 79 50
77 78 49
76 77 48
30 31 2
29 30 1

　
こ
れ
は
「
八
十
ぢ
か
い
」
と
い
う
記
述
に
丁
度
当
て
は
ま
る
。
と
な
れ
ば
、
た
と
え
「
わ
た
し
」
が
蘆
間
の
男
の
年
齢
を
正
し
く
知

ら
な
く
て
も
、
お
遊
さ
ん
が
「
八
十
近
い
」
と
い
う
こ
と
を
想
像
し
、
発
言
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
理
論
に
も
大
き
な
落
と
し
穴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
十
八
歳
で
お
遊
さ
ん
が
再
縁
し
た
後
、「
ち
ぎ
り
を
む
す
」
ん
だ

妹
お
し
ず
が
、
す
ぐ
に
蘆
間
の
男
を
宿
し
、
翌
年
に
出
産
を
し
な
い
と
こ
の
計
算
は
破
綻
を
す
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
、
産
ん
だ
の
は
必

然
的
に
お
し
ず
に
な
る
。
お
遊
さ
ん
が
再
縁
後
に
蘆
間
の
男
を
出
産
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
時
に
出
産
し
た
の
は
ど
う
し

て
も
お
し
ず
以
外
に
は
あ
り
え
な
く
な
る
。

　
当
た
り
前
だ
が
「
わ
た
し
」
は
お
し
ず
が
お
遊
さ
ん
の
再
縁
後
す
ぐ
に
、お
し
ず
が
蘆
間
の
男
を
宿
し
た
こ
と
を
知
り
よ
う
も
な
い
。
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そ
れ
な
の
に
「
わ
た
し
」
は
な
ぜ
お
遊
さ
ん
の
年
齢
を
言
い
当
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
た
っ
た
一
年
の
違
い
が
あ
っ
て
も
、
例
え

ば
お
遊
さ
ん
が
三
十
歳
の
時
に
蘆
間
の
男
が
生
ま
れ
て
も
、
こ
の
計
算
は
成
立
し
な
く
な
る
。（
図
表
２
）
を
見
れ
ば
判
る
が
、
一
年

の
遅
れ
が
生
じ
る
と
、
蘆
間
の
男
が
五
十
一
歳
で
あ
っ
た
時
に
お
遊
さ
ん
は
八
十
歳
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、「
八
十
近
い
」
と
い
う

推
察
を
わ
た
し
が
行
う
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
。
例
え
「
わ
た
し
」
の
発
言
が
、
秦
恒
平
の
言
う
通
り
「
わ
た
し
」
の
「
独
合
点
」
だ

と
し
て
も）
（1
（

、
お
遊
さ
ん
が
八
十
を
超
え
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
以
上
、「
わ
た
し
」
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
発
言
が
で
き
る
の
か
。

　「
八
十
ぢ
か
い
」
と
「
わ
た
し
」
が
お
遊
さ
ん
の
年
齢
に
つ
い
て
言
及
で
き
る
の
は
、
蘆
間
の
男
が
お
遊
さ
ん
の
再
縁
後
、
ち
ぎ
り

を
結
ん
だ
お
し
ず
が
す
ぐ
に
妊
娠
し
、
出
産
を
し
た
と
い
う
、
蘆
間
の
男
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
は
ず
の
出
来
事
を
、「
わ
た
し
」

が
知
っ
て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
の
時
の
「
わ
た
し
」
が
、
物
語
を
書
い
て
い
る
「
作
者
」
そ
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、「
わ
た
し
」
が
知
っ
て
い
た
と
し

て
も
理
解
は
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
の
「
蘆
刈
」
の
研
究
史
の
中
で
は
、「
わ
た
し
」
と
「
作
者
」
の
存
在
は
同
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
が
、
現
実
に
は
あ
り
よ
う
も
な
い
話
で
あ
る
以
上
、「
わ
た
し
」
と
「
作
者
」
が
同
一
で
あ
る
は
ず
も

な
い
。
だ
か
ら
、「
ま
だ
お
か
も
と
に
す
ん
で
い
た
じ
ぶ
ん
」
が
昭
和
六
年
の
冬
ま
で
の
こ
と
を
理
由
に
し
て
、「
蘆
刈
」
の
舞
台
の
年

月
か
ら
、
昭
和
七
年
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
実
、
こ
の
論
考
の
中
で
は
昭
和
七
年
と
い
う
の
も
一
つ
の
可
能
性
に
入
れ
て

論
じ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
お
遊
さ
ん
の
年
齢
を
「
八
十
ぢ
か
い
」
と
判
断
す
る
「
わ
た
し
」
に
、
全
て
を
知
っ
て
い
る
は
ず
の
作
者
の
姿
が

急
に
重
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
実
は
、
こ
の
齟
齬
は
、「
蘆
刈
」
の
前
年
に
執
筆
さ
れ
た
「
吉
野
葛
」
に
も
現
れ
て
い
た
。「
吉
野
葛
」
も
、「
わ
た
し
」
が
物
語
を

紹
介
す
る
役
割
を
担
い
、
作
品
の
執
筆
時
よ
り
も
二
十
年
前
の
吉
野
を
旅
し
て
い
く
。「
吉
野
葛
」
の
「
わ
た
し
」
と
作
者
も
当
然
別
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個
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
実
は
作
中
で
両
者
は
唐
突
に
重
な
り
合
う
。
蓮
實
重
彦
の
『
魅
せ
ら
れ
て
』（
河
出
書
房
新
社
　
平
成
十
七
年

七
月
）
に
指
摘
が
あ
る
こ
と
だ
が
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
が
、
直
接
「
わ
た
し
」
が
目
に
し
た
知
識
と
し
て
し
か
読
み
よ
う
が
な
い
記

述
が
「
吉
野
葛
」
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。

　
蓮
實
が
問
題
に
す
る
の
は
、
吉
野
の
地
名
で
あ
る
「
中
の
千
本
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
吉
野
葛
」
で
は
「
近
頃
は
、
中
の
千
本
へ

自
動
車
や
ケ
ー
ブ
ル
が
通
う
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
記
述
に
対
し
、「
吉
野
葛
」
を
書
く
た
め
に
、
谷
崎
潤
一
郎
が
中
の
千
本
に
滞

在
し
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
、
こ
の
記
述
に
、
谷
崎
の
日
々
の
体
験
が
現
れ
て
い
る
と
す
る
。

こ
こ
に
は
、
物
語
が
語
っ
て
い
な
い
作
者
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
存
在
し
て
お
り
、「
書
く
」
人
と
し
て
ま
ぎ
れ
も
な
く
機
能
し
て
い

る
こ
と
で
、
話
者
と
作
者
と
の
関
係
を
修
復
し
が
た
い
行
き
違
い
に
陥
ら
せ
て
い
る
。

　「
蘆
刈
」
も
「
吉
野
葛
」
の
ケ
ー
ス
と
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
わ
た
し
」
が
お
遊
さ
ん
の
年
齢
を
推
察
で
き
た
の
は
、
作
者

し
か
知
り
え
な
い
こ
と
を
「
わ
た
し
」
が
知
っ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
八
十
ぢ
か
い
」
と
い
う
言
葉
を
「
わ
た
し
」
が

発
し
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
ど
う
し
て
こ
こ
で
「
わ
た
し
」
は
「
八
十
ぢ
か
い
」
と
い
う
言
葉
を
発
し
た
の
か
。
む
ろ
ん
、
意
味
あ
っ
て
の
行
動
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
蘆
刈
」
と
い
う
話
を
閉
じ
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　
谷
崎
は
最
晩
年
の
『
雪
後
庵
夜
話
』（
昭
和
三
十
八
年
）
で
、
こ
の
「
蘆
刈
」
の
結
末
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、

必
要
と
思
わ
れ
る
の
で
次
に
引
用
を
し
て
み
る
。
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　「
蘆
刈
」
を
書
い
た
時
、

ま
だ
を
か
も
と
に
住
ん
で
ゐ
た
じ
ぶ
ん
の
あ
る
と
し
の
九
月
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

　�

と
云
ふ
書
き
出
し
で
、「
増
か
が
み
」
の
水
無
瀬
の
宮
の
こ
と
を
記
し
た
「
お
ど
ろ
の
し
た
」
の
抜
粋
の
あ
た
り
か
ら
、
淀
川
の
渡

船
場
か
ら
蘆
荻
の
生
ひ
茂
る
中
洲
の
景
色
、

や
は
り
葦
の
あ
ひ
だ
に
、
ち
や
う
ど
わ
た
し
の
影
法
師
の
や
う
に
う
づ
く
ま
つ
て
ゐ
る
男
が
あ
つ
た
。

　�

の
あ
た
り
ま
で
は
、
こ
の
先
こ
れ
が
ど
う
云
ふ
風
に
発
展
す
る
か
、
ま
だ
着
想
が
は
つ
き
り
し
た
形
を
取
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
す
る

う
ち
次
第
に
考
が
纒
ま
つ
て
行
つ
て
、

　
…
…
…
さ
う
い
つ
て
そ
の
を
と
こ
は
し
や
べ
り
く
た
び
れ
た
や
う
に
言
葉
を
と
ぎ
つ
て
腰
の
あ
ひ
だ
か
ら
煙
草
入
れ
を
出
し
た

の
で
、
い
や
お
も
し
ろ
い
は
な
し
を
き
か
せ
て
い
た
ゞ
い
て
あ
り
が
た
う
ぞ
ん
じ
ま
す

　�

の
あ
た
り
ま
で
は
す
ら
く
と
運
ん
で
行
つ
た
が
、
主
人
公
の
「
わ
た
し
」
と
、「
そ
の
を
と
こ
」
と
、「
お
遊
さ
ん
」
と
の
結
末
を
、

如
何
に
し
て
収
拾
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
最
後
ま
で
巧
い
思
案
が
浮
か
ば
ず
途
惑
つ
て
ゐ
た
。
が
、

　
た
ゞ
そ
よ
〳
〵
と
風
が
草
の
葉
を
わ
た
る
ば
か
り
で
汀
に
い
ち
め
ん
に
生
え
て
ゐ
た
あ
し
も
見
え
ず
そ
の
を
と
こ
の
影
も
い
つ

の
ま
に
か
月
の
ひ
か
り
に
溶
け
入
る
や
う
に
き
え
て
し
ま
つ
た
。

と
す
る
思
ひ
つ
き
が
突
如
と
し
て
閃
き
、
潤
一
郎
全
集
第
十
九
卷
の
ペ
ー
ジ
数
で
四
十
七
八
ペ
ー
ジ
の
長
さ
の
物
語
が
こ
ゝ
で
急

に
十
行
程
で
器
用
に
終
り
を
告
げ
る
こ
と
が
出
来
た
。「
あ
の
物
語
を
あ
ゝ
云
ふ
形
で
終
ら
せ
る
考
を
、
作
者
は
最
初
か
ら
持
つ

て
ゐ
た
の
で
は
な
か
つ
た
ゞ
ら
う
。
ど
う
し
て
終
ら
せ
た
ら
い
ゝ
か
困
つ
て
ゐ
て
、
運
よ
く
最
後
に
名
案
が
浮
か
ん
で
飛
び
つ
い

た
の
だ
ら
う
」
と
、当
時
図
星
を
刺
し
た
の
は
久
保
田
万
太
郎
君
で
あ
つ
た
。
さ
う
云
ふ
内
情
は
や
は
り
作
家
同
士
で
な
け
れ
ば
、

一
般
の
批
評
家
に
は
看
破
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。
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不
意
な
終
わ
り
方
は
、「
蘆
刈
」
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
時
間
軸
に
お
け
る
、
お
遊
さ
ん
の
年
齢
を
「
わ
た
し
」
が
指
摘
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
問
い
か
け
に
蘆
間
の
男
は
答
え
ず
、
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
ま
で
も
蘆
間
の
男
が
語
る
物
語
に
対
し
て
、「
わ

た
し
」
が
問
い
か
け
る
場
所
は
二
か
所
あ
っ
た
。「
す
る
と
あ
な
た
が
お
父
上
に
そ
の
じ
ゅ
ば
ん
を
見
せ
て
お
も
ら
い
に
な
っ
た
時
は

も
う
よ
ほ
ど
成
人
し
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
ね
と
そ
の
お
と
こ
の
も
の
が
た
り
に
そ
れ
ま
で
だ
ま
っ
て
耳
を
傾
け
て
い
た
わ
た
し
が

た
ず
ね
た
」
と
、「
な
る
ほ
ど
、
で
は
う
か
が
い
ま
す
け
れ
ど
も
お
遊
さ
ん
と
お
父
上
と
の
か
ん
け
い
が
仰
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
あ
っ

た
と
す
る
と
あ
な
た
は
誰
の
子
な
の
で
す
。」
と
あ
る
部
分
で
あ
る
。
前
の
問
い
か
け
に
対
し
て
は
、
男
は
「
い
い
え
」
と
否
定
し
、

後
の
問
に
対
し
て
は
、
長
く
言
葉
を
尽
く
し
た
結
果
、「
わ
た
く
し
は
お
し
ず
の
生
ん
だ
子
な
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。」
と
答
え
を
返
し
て

い
る
。
し
か
し
、「
わ
た
し
」
が
発
し
た
最
後
の
質
問
に
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た）
（1
（

。
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、

返
答
す
れ
ば
「
事
実
」
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
蘆
間
の
男
は
自
身
が
消
え
る
こ
と
で
、「
よ
わ
い
五
十
に
近
」
い
「
わ

た
し
」
と
同
年
輩
の
自
身
の
存
在
を
消
し
、
同
時
に
「
八
十
ぢ
か
い
」
は
ず
の
お
遊
さ
ん
の
存
在
も
消
し
て
し
ま
う
。

　
か
つ
て
上
田
真
は
「
日
本
文
学
に
お
け
る
『
終
わ
り
』
の
感
覚
」
と
題
し
た
講
演
の
中
で
、
幾
つ
か
の
日
本
文
学
の
代
表
的
作
品
を

挙
げ
て
、
そ
の
「
終
わ
り
」
に
つ
い
て
言
及
し
た）
（1
（

。
そ
し
て
、
第
三
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
夏
目
漱
石
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
を
取
り

上
げ
て
、
語
り
手
で
あ
る
猫
が
死
ぬ
こ
と
で
物
語
が
終
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

小
説
の
語
り
手
で
あ
る
猫
が
死
ぬ
の
で
す
か
ら
、
一
応
こ
こ
に
は
強
い
終
結
感
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
し
か
し
そ
の
反
面
、

小
説
内
部
か
ら
み
ま
す
と
こ
こ
で
猫
が
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　「
蘆
刈
」
に
つ
い
て
目
を
向
け
る
と
、
語
り
手
で
あ
る
蘆
間
の
男
が
退
場
す
る
た
め
に
、
あ
る
種
の
必
然
性
が
求
め
ら
れ
た
と
考
え
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ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
作
者
は
「
わ
た
し
」
に
、
蘆
間
の
男
が
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
質
問
を
投
げ
か
け
た
。
答
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
質
問
と
な
る
た
め
に
は
、「
わ
た
し
」
が
、
す
べ
て
を
見
通
し
た
事
実
を
語
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
も
う
お
遊
さ
ん
は

八
十
ぢ
か
い
と
し
よ
り
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
お
遊
さ
ん
」
が
八
十
近
い
年
齢
に
な
る
た
め
に
は
、
彼
女

が
再
縁
し
た
一
年
後
に
、
彼
女
の
妹
が
蘆
間
の
男
を
産
む
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
部
分
は
、「
蘆
刈
」
の
中
で
巧
妙
に
覆
い
隠

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
最
後
に
な
っ
て
、
物
語
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
で
は
あ
っ
た
が
、
お
遊
さ
ん
の
再
縁
後
、
一
年
た
っ
て
蘆
間
の

男
が
生
ま
れ
た
と
い
う
事
実
を
「
わ
た
し
」
の
口
か
ら
語
ら
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
と
め
　
父
親
の
役
割
と
併
せ
て

　
以
上
、「
蘆
刈
」
に
お
い
て
、「
わ
た
し
」
が
お
遊
さ
ん
の
年
齢
を
推
定
し
た
こ
と
を
考
察
し
て
、
そ
れ
が
到
底
「
わ
た
し
」
が
知
り

え
な
い
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
到
達
し
た
。
本
来
、
そ
れ
は
「
わ
た
し
」
が
口
に
し
て
語
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
事
実
だ
が
、
物

語
全
体
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
、
蘆
間
の
男
を
ど
う
し
て
も
退
場
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、「
わ
た
し
」
の
矛
盾
す
る
発
言

に
繋
が
り
、
そ
れ
が
図
ら
ず
も
事
実
を
露
呈
さ
せ
た
。
蘆
間
の
男
は
お
遊
の
妹
、
お
し
ず
が
、
姉
の
再
縁
後
に
芹
橋
慎
之
介
と
「
ち
ぎ

り
」
を
結
び
、
生
ま
れ
た
息
子
で
あ
っ
た
。

　
包
み
隠
さ
れ
て
い
た
事
実
が
姿
を
現
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
発
言
が
「
暴
露
」
と
な
る
こ
と
を
、
谷
崎
は
想
定
し

て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
べ
て
を
細
か
く
は
語
ら
れ
な
い
「
蘆
刈
」
は
様
々
な
想
像
を
可
能
に
し
て
い
た
わ
け
で
、
秦
恒
平
の

「
お
遊
さ
ん
実
母
説
」
も
、
そ
の
よ
う
な
読
み
を
可
能
と
す
る
「
蘆
刈
」
の
構
造
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
て
い
た
。

　
た
だ
、「
蘆
刈
」
に
お
い
て
、
お
遊
さ
ん
が
蘆
間
の
男
の
実
母
で
あ
る
必
要
性
は
な
い
。
た
つ
み
都
志
は
「
む
し
ろ
、
実
母
で
あ
っ
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て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
「
慎
之
助
は
、
自
分
の
な
き
あ
と
、
自
分
の
性
を
息
子
に
生
き
て
も
ら
い
、
折
あ
ら
ば
、
自
ら
は
遂
げ
ら
れ

な
か
っ
た
夢
を
、
自
分
と
血
の
つ
な
が
っ
た
男
に
遂
げ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。」
と
述
べ
る）
（1
（

。

　
こ
の
よ
う
な
、
父
と
息
子
の
物
語
は
、
実
は
「
蘆
刈
」
と
発
表
年
代
の
近
い
「
吉
野
葛
」
に
も
現
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
津
村
が
自

身
の
母
の
血
脈
を
訪
ね
て
吉
野
を
旅
し
、
最
後
に
母
の
遠
縁
で
あ
る
女
性
に
巡
り
合
う
。

　
こ
の
津
村
が
、
母
の
血
脈
を
探
し
求
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
、
父
と
母
の
や
り
取
り
の
手
紙
で
あ
っ
た
。
祖
母
の
死
後
に
土

蔵
の
中
で
津
村
は
父
と
母
と
の
間
に
交
さ
れ
た
艶
書
を
見
つ
け
る
。
こ
の
手
紙
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
を
一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
津

村
は
母
へ
の
想
い
を
激
し
く
し
、
そ
の
由
来
を
辿
る
行
動
へ
と
踏
み
出
し
て
い
く
。

　「
蘆
刈
」
で
は
慎
之
助
が
自
身
の
自
身
の
想
い
を
引
き
継
が
せ
よ
う
と
す
る
。「
お
遊
さ
ま
の
こ
と
を
わ
す
れ
ず
に
い
て
お
く
れ
よ
、

己
が
こ
う
し
て
毎
年
お
ま
え
を
つ
れ
て
く
る
の
は
あ
の
お
方
の
様
子
を
お
前
に
お
ぼ
え
て
お
い
て
も
ら
い
た
い
か
ら
だ
」
と
慎
之
助
は

述
べ
る
が
、
蘆
間
の
男
は
そ
れ
を
忠
実
に
守
り
、
お
遊
さ
ん
へ
の
想
い
を
保
ち
続
け
る
。
こ
こ
に
性
の
問
題
が
絡
む
以
上
、
た
つ
み
は

お
遊
さ
ん
が
実
母
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
、「
継
母
」
と
し
て
、「
実
母
の
欠
落
し
た
部
分
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
入
り
込
ん
だ
母
」

と
す
る
。
た
つ
み
の
論
と
は
別
の
道
筋
で
、
本
論
は
蘆
間
の
男
が
お
遊
さ
ん
の
産
ん
だ
子
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
。

　
本
来
の
「
蘆
刈
」
は
こ
の
よ
う
な
、
隠
さ
れ
た
真
実
を
物
語
の
底
に
置
い
た
ま
ま
、
秦
恒
平
の
言
う
よ
う
な
、「
母
恋
い
」
の
物
語

と
し
て
も
読
め
る
要
素
も
十
分
に
備
え
た
も
の
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
蘆
間
の
男
と
「
わ
た
し
」
の
や
り
取
り
は
そ
れ

を
象
徴
し
て
い
る
。

さ
よ
う
で
ご
ざ
り
ま
す
、
で
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
お
し
ず
は
私
わ
た
く
し
の
母
、
お
遊
さ
ん
は
伯
母
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
り
ま
す
け

れ
ど
も
そ
れ
が
そ
う
簡
単
で
は
な
い
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
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含
み
を
持
つ
男
の
言
葉
か
ら
、
秦
が
お
遊
さ
ん
実
母
説
を
唱
え
た
の
も
尤
も
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
こ
の
物
語
は
そ
の

よ
う
に
も
読
め
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
。
お
遊
さ
ん
が
蘆
間
の
男
の
母
と
も
取
れ
る
と
こ
ろ
は
、
お
遊
さ
ん
が
蘆
間
の
男
の
実
母
か

ど
う
か
と
は
別
に
し
て
、
母
恋
い
の
物
語
の
要
素
を
持
つ
も
の
と
し
て
意
図
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
谷
崎

は
蘆
間
の
男
が
語
る
内
容
を
精
選
し
て
朧
化
さ
せ
、
お
遊
さ
ん
が
実
母
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
語
り
を
表
現
し
た
。
し
か

し
そ
の
苦
心
が
最
後
に
な
っ
て
破
れ
、「
わ
た
し
」
の
発
言
か
ら
事
実
が
読
み
取
れ
て
し
ま
う
結
果
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
蓮
實
重
彦
は
前
掲
の
『
魅
せ
ら
れ
て
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

小
説
家
と
い
う
も
の
は
無
邪
気
な
ま
で
に
大
胆
で
、
そ
の
種
の
語
彙
的
な
配
慮
を
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
心
が
け
て
い
る
か
に
見
え
な

が
ら
、
そ
の
種
の
構
造
的
な
自
粛
を
最
後
ま
で
維
持
す
る
こ
と
に
到
底
耐
え
ら
れ
な
い
存
在
な
の
だ
。

　
蓮
實
が
言
及
し
た
の
は
「
吉
野
葛
」
に
対
し
て
で
あ
っ
た
が
、
同
様
の
事
象
が
こ
の
「
蘆
刈
」
に
も
現
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
、
こ

の
時
期
の
谷
崎
が
模
索
し
、
陥
っ
た
共
通
の
現
象
が
見
て
取
れ
る
と
い
う
の
も
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
今
回
は
「
わ
た
し
」
が
発
言
し
た
「
八
十
ぢ
か
い
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
作
者
と
「
わ
た
し
」
の
距
離
感
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ

た
が
、こ
の
よ
う
な
事
例
は「
わ
た
し
」に
よ
る
他
の
記
述
に
も
隠
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。そ
こ
を
更
に
掘
り
起
こ
す
こ
と
で
、「
蘆

刈
」
の
更
な
る
可
能
性
が
見
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
今
回
は
紙
数
が
足
り
な
い
の
で
、
今
後
の
課
題
と
す
る
こ
と
で
筆
を
お
か
せ
て

い
た
だ
く
次
第
で
あ
る
。
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引
用
し
た
作
品
の
本
文
は
そ
れ
ぞ
れ
の
初
出
に
よ
る
。
た
だ
し
「
雪
後
庵
夜
話
」
は
『
雪
後
庵
夜
話
』（
中
央
公
論
社���

昭
和
四
十
二
年
十
二
月
）
に
よ
る
。

な
お
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

注（１
）�

河
野
多
惠
子
『
谷
崎
文
学
の
愉
し
み
』（
中
公
文
庫
　
中
央
公
論
社
　
平
成
十
年
二
月
）

（
２
）�

里
見
弴
「
作
家
か
ら
作
家
へ
―
文
芸
時
評
―
」（『
文
芸
春
秋
』���

文
芸
春
秋
社
　
昭
和
八
年
一
月
）

（
３
）��

川
端
康
成
「
文
芸
時
評
―
異
常
な
性
生
活
を
描
い
た
た
わ
い
の
な
い
三
作
―
」（『
読
売
新
聞
』
昭
和
七
年
十
一
月
二
十
九
日
）

（
４
）��

正
宗
白
鳥
「
文
芸
時
評
」（『
中
央
公
論
』
昭
和
八
年
七
月
）

（
５
）�

川
端
康
成
「
文
芸
時
評
」（『
新
潮
』
昭
和
八
年
七
月
）

（
６
）��

こ
の
他
に
日
時
を
特
定
し
た
論
と
し
て
は
五
味
淵
典
嗣
の
「
漱
石
を
裏
返
す
－
『
蘆
刈
』
再
読
」（『
谷
崎
潤
一
郎
読
本
』
五
味
渕
典
嗣
　
日
高
佳
紀

編
　
翰
林
書
房
　
平
成
二
十
八
年
十
二
月
）
が
あ
り
、「
一
九
三
二
年
九
月
十
五
日
」
と
日
付
も
明
言
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
特
定
し
た
理
由
に
つ

い
て
ま
で
は
、
論
内
で
示
さ
れ
て
い
な
い
。
塩
崎
文
雄
は
「『
蘆
刈
』
余
影
」（『
日
本
文
学
』
41
巻
12
号
　
平
成
四
年
十
二
月
）
で
、
一
九
三
二
年

九
月
十
五
日
が
仲
秋
の
名
月
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
７
）��『
京
都
市
政
史
』
上
巻
（
京
都
市
編���

昭
和
十
六
年
）
に
拠
る
。
こ
の
時
に
一
市
二
十
六
町
村
が
合
併
し
て
京
都
市
と
な
っ
た
。
な
お
、
既
に
塩
崎

文
雄
の
前
掲
論
文
に
指
摘
が
あ
る
が
、「
蘆
刈
」
で
「
山
崎
も
去
年
の
京
都
市
の
拡
張
以
来
大
都
会
の
一
部
に
へ
ん
に
ゅ
う
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は

誤
り
で
あ
り
、
山
崎
は
令
和
の
現
在
で
も
京
都
府
乙
訓
郡
大
山
崎
町
と
し
て
単
独
町
制
を
施
い
て
存
在
し
て
い
る
。

（
８
）��『
京
阪
70
年
の
あ
ゆ
み
』（
京
阪
電
気
鉄
道
編���

昭
和
五
十
五
年
四
月
）
で
は
、
昭
和
三
年
十
一
月
一
日
に
「
新
京
阪
鉄
道��

高
槻
町
・
京
都
西
院
仮

駅
間
開
通
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）��

た
つ
み
都
志
『
こ
こ
で
す
や
ろ
谷
崎
は
ん
』（
広
論
社
　
昭
和
六
十
年
三
月
）
に
よ
れ
ば
、
谷
崎
自
身
は
現
在
の
神
戸
市
東
灘
区
岡
本
七
丁
目
十
三

番
八
号
に
昭
和
三
年
の
春
か
ら
昭
和
六
年
の
五
月
ま
で
住
ま
い
を
し
た
。「
わ
た
し
」
を
谷
崎
に
比
定
す
れ
ば
、「
ま
だ
お
か
も
と
に
住
ん
で
い
た
じ

ぶ
ん
」
は
こ
の
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
家
か
ら
の
最
寄
り
駅
は
阪
急
岡
本
駅
に
な
る
の
で
、
地
理
的
な
問
題
と
し
て
も
、
岡
本
駅
か
ら

の
乗
車
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

（
10
）��『
神
戸
新
聞
』（
昭
和
五
年
五
月
二
十
六
日
）
に
「
京
阪
と
新
京
阪
の
両
電
鉄
合
併
成
立
」
と
あ
っ
て
、
両
者
の
合
併
が
報
告
さ
れ
、「
実
行
期
日
は

来
る
九
月
十
五
日
」
と
も
あ
る
。

（
11
）��『
大
辞
林
』（
三
省
堂
　
昭
和
六
十
三
年
十
一
月
）

（
12
）��『
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
　
昭
和
五
十
六
年
十
二
月
）
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（
13
）��『
大
辞
林
』
も
『
国
語
大
辞
典
』
で
も
「
数
年
」
の
概
念
を
「
二
、三
年
」
乃
至
は
「
五
、六
年
」
と
説
明
し
て
い
る
。「
何
年
」
を
「
五
、六
年
」
と

し
て
捉
え
た
場
合
、
想
定
さ
れ
る
蘆
間
の
男
の
年
齢
が
五
十
二
歳
か
ら
五
十
四
歳
と
な
り
、「
五
十
に
近
い
」「
わ
た
し
」
と
「
同
年
輩
」
か
ら
は
外

れ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
は
「
二
、三
年
」
と
い
う
幅
で
捉
え
た
方
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

（
14
）��
秦
恒
平
は
「
お
遊
さ
ま
―
わ
が
谷
崎
の
『
蘆
刈
』
考
」（『
海
』
８
巻
７
号���

中
央
公
論
社���

昭
和
五
十
一
年
七
月
）
で
、「
蘆
刈
」
発
表
当
時
の
谷

崎
が
四
十
七
歳
だ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
蘆
間
の
男
も
四
十
七
歳
と
し
て
論
を
進
め
て
い
る
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
「
わ
た
し
」
は
谷
崎

そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、「
よ
は
ひ
五
十
に
近
」
い
「
わ
た
し
」
が
必
ず
し
も
四
十
七
歳
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、「
わ
た
し
」
と
同
年
輩
に
見
え

る
男
が
、
実
際
に
四
十
七
歳
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
本
論
で
は
男
の
言
葉
が
真
実
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
、
四
十
八
歳
か
ら
五
十
一
歳
ま

で
の
幅
を
と
っ
て
考
え
て
い
る
。
こ
の
範
囲
な
ら
、「
よ
は
ひ
五
十
に
近
」
い
「
わ
た
し
」
と
蘆
間
の
男
が
同
年
輩
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

（
15
）��

秦
恒
平���

注
（
14
）
前
掲
論
文
に
拠
る
。

（
16
）��

秦
恒
平
は
注
（
14
）
前
掲
論
文
の
中
で
蘆
間
の
男
が
私
の
「
八
十
近
い
と
し
よ
り
」
と
い
う
発
言
に
答
え
る
と
、「
わ
た
く
し
は
お
し
づ
の
生
ん
だ
子�

な
の
で
ご
ざ
り
ま
す
」
と
い
う
嘘
が
割
れ
て
し
ま
う
か
ら
と
述
べ
、
お
遊
さ
ん
は
「
八
十
近
い
と
し
よ
り
」
で
は
な
い
と
し
て
、
蘆
間
の
男
の
生
母

で
あ
る
根
拠
と
し
て
い
る
。
川
島
淳
史
も
「『
蘆
刈
』��

試
論
―
偽
装
の
語
り
と��〈
水
無
瀬
見
聞
記
〉」
の
中
で
、蘆
間
の
男
が
消
え
た
の
は
「
わ
た
し
」

が
「
男
の
ウ
ソ
」
の
急
所
を
突
い
た
か
ら
だ
と
す
る
。
こ
こ
で
も
川
島
は
お
遊
さ
ん
が
「
八
十
近
い
と
し
よ
り
」
で
は
な
い
と
す
る
。

（
17
）��

上
田
真
「
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
」（
国
文
学
研
究
資
料
館���『
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
』
第
十
号
昭
和
六
十
二
年
三
月
）

（
18
）��

た
つ
み
都
志
「
継
母
思
慕
構
造
と
し
て
の
『
蘆
刈
』」（『
昭
和
文
学
研
究
』
五
巻���

昭
和
五
十
七
年
）

（
ふ
く
だ
・
ひ
ろ
の
り
／
愛
知
県
立
津
島
東
高
等
学
校
教
諭
）


