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明
治
期
泉
鏡
花
作
品
研
究

―
「
父
」
と
「
女
」
の
問
題
を
中
心
に

― 

金
子 

亜
由
美 

 
本
研
究
の
目
的
は
、
明
治
期
に
書
か
れ
た
泉
鏡
花
の
小
説
を
対
象
に
、
そ
の
構
造
を
支
え
る
論
理
性
に
つ
い
て
分

析
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
理
性
は
、
物
語
形
式
の
次
元
で
は
言
文
一
致
の
問
題
と
し
て
、
ま
た
、
物
語
内
容

の
次
元
で
は
「
父
」
の
問
題
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
考
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
問
題
は
、
各
々
が
独
立
し

て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、質
的
に
連
続
し
た
も
の
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。更
に
、物
語
内
容
に
お
け
る「
父
」

に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
、
鏡
花
作
品
の
特
権
的
な
テ
ー
マ
と
看
做
さ

れ
て
き
た
「
亡
母
憧
憬
」
を
は
じ
め
と
す
る
、「
母
」
を
め
ぐ
る
主
題
に
つ
い
て
の
再
考
を
促
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
た
め
本
研
究
で
は
、「
父
」
の
問
題
に
取
り
組
む
と
同
時
に
、
各
作
品
の
中
に
登
場
す
る
、「
母
」
に
も
な
り
得

る
様
々
な
「
女
」
を
、「
父
」
と
の
関
係
性
の
中
で
、
改
め
て
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 

た
と
え
ば
、
脇
明
子
や
笠
原
伸
夫
と
い
っ
た
代
表
的
な
論
者
が
提
出
し
た
、
ユ
ン
グ
的
な
「
母
な
る
も
の
」
が
圧

倒
的
な
優
位
を
占
め
る
〝
鏡
花
世
界
〟
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、柳
田
及
び
折
口
民
俗
学
的
な
知
見
や
山
口
昌
男
の〈
中

心
／
周
縁
〉
理
論
に
よ
っ
て
そ
の
枠
組
み
を
補
強
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
鏡
花
の
批
評
及
び
研
究
に
関
わ
る
言

説
の
構
成
条
件
を
暗
黙
の
う
ち
に
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
、
鏡
花
の
小
説
中
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
る
の
が
、
も
っ
ぱ
ら
「
母
」
の
面
影
を
宿
す
女
性
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
に
比
べ
る
と
、
父
親
や
、
そ
れ
に
準

じ
る
男
性
の
影
が
非
常
に
薄
い
こ
と
を
理
由
に
、鏡
花
の
作
品
世
界
は
、「
父
」的
な
論
理
性
が
締
め
出
さ
れ
た
、「
母
」

の
君
臨
す
る
非
論
理
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。 

し
か
し
、
父
親
が
い
な
い
と
い
う
物
語
内
容
上
の
設
定
が
、
そ
の
ま
ま
「
父
性
原
理
の
喪
失
」（
笠
原
）
と
い
う
事

態
に
直
結
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
笠
原
は
、
こ
の
「
父
性
原
理
」

な
る
言
葉
を
「
現
世
的
存
在
」、
す
な
わ
ち
「
法
や
労
働
」
の
支
配
す
る
「
地
上
の
秩
序
」
と
同
義
的
に
使
用
し
て
い

る
が
、
鏡
花
の
作
品
が
本
当
に
こ
の
種
の
「〈
父
〉
の
名
に
よ
る
法
」（
笠
原
）
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
て
い
る
か
と

い
え
ば
、
そ
の
点
も
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
。
む
し
ろ
、
明
治
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
鏡
花
は
、

物
語
内
容
か
ら
受
け
る
印
象
と
は
裏
腹
に
、
物
語
形
式
の
次
元
で
は
、
物
語
を
語
り
続
け
る
の
に
必
要
な
「〈
父
〉
の

名
に
よ
る
法
」
を
積
極
的
に
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
た
節
さ
え
あ
る
。 

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
鏡
花
作
品
の
物
語
内
容
の
み
な
ら
ず
、
物
語
形
式
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
っ
て
く
る
。
鏡
花
の
〝
文
体
〟
が
、
他
の
作
家
に
比
し
て
独
特
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
夙
に
指
摘
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
特
徴
と
変
遷
に
つ
い
て
説
得
的
な
議
論
が
提
出
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
脇
も
ま
た
、
鏡
花
の

初
期
作
品
を
対
象
に
、
主
と
し
て
そ
の
話
法
に
着
目
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
鏡
花
が
保
持
し
て
い
た
と
さ
れ
る

「
幻
想
の
論
理
」
と
の
関
わ
り
を
析
出
す
る
こ
と
に
留
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
現
れ
る
幾
つ
か
の
重
要
な
形
式

面
で
の
変
化
も
、
鏡
花
が
自
分
自
身
の
作
品
世
界
を
追
求
し
て
い
っ
た
結
果
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
鏡
花

の
作
品
が
、
同
時
代
の
小
説
家
た
ち
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、
あ
る
種
の
奇
矯
さ
を
持
つ
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
事
実

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
鏡
花
は
こ
れ
ま
で
、
歴
史
的
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
だ
が
、
鏡
花
を
真
に
再
評
価
す
る
た
め
に
は
、
今
一
度
そ
の
作
品
の
持
つ
歴
史
性
が
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
本
研
究
で
は
、
明
治
三
〇
年
前
後
の
俗
語
革
命
、
即
ち
言
文
一
致
運
動
と
鏡
花
の
関
わ
り
を

考
察
し
て
い
く
。 

 

し
た
が
っ
て
、
本
研
究
で
は
、
泉
鏡
花
の
作
品
世
界
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
と
さ
れ
て

き
た
「
父
」
の
問
題
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
、
鏡
花
が
明
治
二
〇
年
代
後
半
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
発
表
し
た
小

説
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
中
で
構
築
さ
れ
る
「
父
」
を
分
析
す
る
と
共
に
、「
父
」
と
の
関
係
に
お
い
て
描
か
れ
る

「
女
」
あ
る
い
は
「
母
」
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。
そ
の
際
に
は
、
日
清
・
日
露
戦
争
が
齎
し
た
文
壇
へ
の
影
響
や
、
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言
文
一
致
運
動
の
展
開
、
あ
る
い
は
「
自
然
派
」
の
台
頭
と
い
っ
た
同
時
代
の
諸
事
象
と
の
関
連
を
重
視
す
る
。
以

下
、
各
部
・
各
章
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
取
り
上
げ
る
か
を
解
説
し
て
い
く
。 

 
第
一
部
「
鏡
花
の
出
発

―
『
観
念
小
説
』
を
中
心
に

―
」
で
は
、
明
治
二
〇
年
代
後
半
に
書
か
れ
た
諸
作
品

を
中
心
に
扱
う
。
新
進
作
家
時
代
の
鏡
花
が
、
ま
ず
は
「
観
念
小
説
」
の
主
た
る
書
き
手
と
し
て
文
壇
内
で
の
認
知

を
得
た
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
直
接
の
契
機
を
な
し
た
の
は
、
明
治
二
八
年
四
月
に

発
表
さ
れ
た
「
夜
行
巡
査
」
に
対
す
る
批
評
家
た
ち
の
好
意
的
な
反
応
で
あ
っ
た
。
こ
の
直
後
、
文
壇
内
に
は
「
悲

惨
（
観
念
）
小
説
」
ブ
ー
ム
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
状
況
が
現
出
し
た
の
だ
が
、
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
悲
惨
（
観
念
）

小
説
」
を
巡
る
議
論
の
勃
興
が
、
日
清
戦
争
の
勝
利
と
そ
れ
に
よ
る
「
国
民
」
意
識
の
高
揚
に
淵
源
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
。「
悲
惨
（
観
念
）
小
説
」
を
巡
る
議
論
の
要
諦
は
、
島
村
抱
月
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
現
行
の
小

説
に
内
在
す
る
「
偏
狭
」
さ
を
い
か
に
し
て
克
服
し
、「
人
間
の
全
真
相
を
観
ん
と
す
る
」
作
品
を
創
出
す
る
か
と
い

う
点
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
普
遍
性
へ
の
志
向
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
構
成
す
る
契
機
と
な
っ
た
俗
語

革
命
に
お
け
る
世
俗
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
応
し
た
現
象
と
看
做
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。 

 

こ
う
し
た
同
時
代
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
第
一
章
「『
人
外
』
の
『
信
仰
』

―
『
海
城
發
電
』
試
論

―
」

で
は
、「
観
念
小
説
」
の
書
き
手
と
し
て
の
鏡
花
に
焦
点
を
当
て
た
。
ま
ず
、
島
村
抱
月
を
は
じ
め
と
す
る
批
評
家
た

ち
の
言
説
に
注
目
し
、
明
治
二
〇
年
代
後
半
の
文
壇
に
お
い
て
流
行
し
た
「
悲
惨
（
観
念
）
小
説
」
に
つ
い
て
分
析

し
た
。
彼
ら
が
真
に
求
め
て
い
た
「
小
説
」
と
は
、「
人
間
」
の
全
体
像
を
過
不
足
な
く
提
示
す
る
と
同
時
に
、
日
清

戦
争
の
勝
利
を
背
景
と
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
気
分
の
高
揚
を
反
映
す
る
「
国
民
」
の
姿
が
描
か
れ
た
作

品
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
鏡
花
が
発
表
し
た
「
観
念
小
説
」
の
一
つ
で
あ
る
「
海
城
發
電
」
の
主
人
公
・
神
崎

愛
三
郎
は
、
そ
う
し
た
「
人
間
」、
そ
し
て
「
国
民
」
像
と
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
た
。
本
章
で
は
、
神
崎
の
非
「
人

間
」
性
に
着
目
し
、
彼
の
抱
く
「
博
愛
」
と
い
う
信
念
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
、
そ
れ
と
共
犯
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
と
は
異
な
る
「
倫
理
」
へ
の
道
を
開
く
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

つ
づ
く
第
二
章
「『
悪
魔

サ

タ

ン

』
の
挑
戦

―
『
貧
民
倶
楽
部
』
論

―
」
で
は
、「
貧
民
倶
楽
部
」
を
取
り
上
げ
た
。

本
作
品
が
、
松
原
岩
五
郎
『
最
暗
黒
の
東
京
』
を
は
じ
め
と
す
る
貧
民
窟
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
か
ら
の
影
響
を
受
け
て

成
立
し
た
こ
と
は
、
既
に
諸
家
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、「
貧
民
倶
楽
部
」
は
『
最
暗
黒
の
東
京
』
や

他
の
貧
窮
民
に
関
す
る
記
事
を
繋
ぎ
合
わ
せ
、
活
劇
調
で
味
付
け
し
た
だ
け
の
作
品
で
は
無
論
な
い
。
本
章
で
は
、

「
貧
民
倶
楽
部
」
を
、
前
章
で
検
討
し
た
鏡
花
の
「
観
念
小
説
」
の
中
に
登
場
す
る
「
倫
理
」
が
、
被
抑
圧
者
の
抵

抗
の
論
理
に
転
化
し
た
結
果
成
立
し
た
作
品
と
し
て
検
討
し
て
い
く
。「
貧
民
」
た
ち
の
闘
争
は
、
作
中
で
は
日
常
の

秩
序
を
保
つ
「
則

お
き
て

」
や
「
式
作
法
」
へ
の
様
々
な
侵
犯
と
い
う
形
を
取
っ
て
行
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
を
単
純
な

違
法
行
為
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
彼
ら
の
行
為
は
単
な
る
法
律
違
反
で
は
な
く
、
法
と
は
何
で
あ
る
か

を
再
定
義
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
秩
序
の
安
寧
と
調
和
を
至
上
命
題
と
す
る
「
則

お
き
て

」
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
「
貧

民
」
た
ち
の
存
在
は
〝
悪
〟
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
だ
が
、
彼
ら
を
抑
圧
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
安

寧
と
調
和
を
願
う
「
則

お
き
て

」
に
他
な
ら
な
い
。「
貧
民
」
た
ち
の
闘
争
は
、
こ
う
し
た
「
則

お
き
て

」
を
解
除
し
、
そ
こ
か
ら

解
放
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

更
に
、
第
三
章
「『
父
』
の
構
築

―
『
黒
猫
』
か
ら
『
な
ゝ
も
と
桜
』
へ

―
」
で
は
、「
黒
猫
」
と
「
な
ゝ
も

と
桜
」
を
比
較
し
、「
観
念
小
説
」
の
書
き
手
か
ら
徐
々
に
脱
却
し
つ
つ
あ
っ
た
鏡
花
が
、
言
文
一
致
体
を
自
身
の
小

説
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
際
、
ど
の
よ
う
な
課
題
と
取
り
組
む
必
要
が
あ
っ
た
か
を
分
析
し
た
。
ま
ず
、
明
治
三
〇

年
前
後
の
文
壇
に
行
わ
れ
て
い
た
「
言
文
一
致
」
を
は
じ
め
と
し
た
種
々
の
「
文
体
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
整
理
し

た
後
、「
黒
猫
」
か
ら
「
な
ゝ
も
と
桜
」
へ
と
い
た
る
書
き
換
え
の
過
程
を
、
物
語
形
式
・
内
容
の
両
面
か
ら
考
察
し

た
。
こ
の
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
文
語
文
的
な
論
理
性
に
代
わ
っ
て
物
語
を
統
御

す
る
、
新
た
な
論
理
性
を
ど
の
よ
う
に
導
入
す
る
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
「
な
ゝ
も
と
桜
」
に
お
い
て
、
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そ
の
課
題
が
完
全
に
解
決
し
た
と
は
言
い
難
い
。
物
語
を
支
え
る
新
た
な
論
理
性
、
即
ち
「
父
」
の
構
築
と
い
う
問

題
は
、
明
治
三
一
年
に
書
か
れ
た
「
笈
摺
草
紙
」
に
お
い
て
、
引
き
続
き
追
究
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 
第
二
部
「
鏡
花
の
構
想

―
『
詩
想
』
と
し
て
の
『
女
』

―
」
で
は
、
鏡
花
の
「
過
渡
の
時
代
」（
高
山
樗
牛
）

に
あ
た
る
明
治
三
〇
年
代
の
諸
作
品
を
中
心
に
扱
う
。
鏡
花
は
「
夜
行
巡
査
」
の
後
、「
外
科
室
」、「
化
銀
杏
」
と
、

順
調
に
作
品
を
発
表
し
て
い
き
、
田
岡
嶺
雲
や
高
山
樗
牛
と
い
っ
た
当
時
の
有
力
な
批
評
家
た
ち
か
ら
一
定
の
評
価

を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
好
評
も
長
く
は
続
か
ず
、
程
な
く
鏡
花
は
厳
し
い
批
判
に
晒
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
鏡
花
へ
の
批
判
は
、「
化
銀
杏
」
以
降
、
本
格
的
に
「
観
念
小
説
」
か
ら
の
転
身
を
図
り
始
め
た
時
期
に

入
る
と
更
に
激
化
す
る
。
そ
の
中
で
も
注
目
す
べ
き
批
判
は
、
荒
川
漁
郎
に
よ
る
、
鏡
花
は
「
男
ら
し
き
」「
観
念
小

説
」
を
捨
て
、「
繊
巧
軟
弱
」
な
「
婦
女
子
」
的
世
界
へ
と
逃
避
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
鏡
花
に
、

一
種
の
転
回
を
看
取
す
る
立
場
は
、
同
時
代
の
漁
郎
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
、
東
郷
克
美
の
「
戦
う
鏡
花
か
ら
、
退

行
し
遁
走
す
る
鏡
花
へ
」
と
い
っ
た
形
で
変
奏
さ
れ
つ
つ
受
け
継
が
れ
、
現
在
も
な
お
一
定
の
有
効
性
を
保
持
し
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
よ
う
な
性
差
の
比
喩
を
呼
び
込
み
つ
つ
語
ら
れ
る
鏡
花
の
転
身
の
意
義
を
考
察
す
る
た

め
、
こ
こ
で
は
前
章
ま
で
の
流
れ
を
承
け
、
言
文
一
致
の
導
入
を
め
ぐ
る
鏡
花
の
試
み
を
中
心
に
分
析
を
行
っ
た
。 

 

ま
ず
、
第
四
章
「『
詩
想
』
と
し
て
の
『
女
』

―
『
笈
摺
草
紙
』
に
お
け
る
言
文
一
致
の
戦
略

―
」
で
は
、
前

章
に
引
き
続
き
、
鏡
花
が
言
文
一
致
体
を
引
き
受
け
る
際
に
直
面
し
た
課
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
。「
笈
摺
草
紙
」
は

「
な
ゝ
も
と
桜
」
と
同
様
、
言
文
一
致
の
「
再
現
力
」
を
作
品
内
へ
と
導
入
す
る
具
体
的
な
試
み
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
言
文
一
致
に
よ
っ
て
必
然
的
に
齎
さ
れ
る
「
蕪
雑
」
さ
を
回
避
す
る
た
め
に
、「
雅
俗
折
衷
」
的
な
「
詩
」
と
は

異
な
る
、
新
た
な
「
詩
想
」
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
の
時
に
鏡
花
が
見
出
し
た
も
の
こ
そ
、「
女
」
で
あ
っ
た
。
そ
の

結
果
、
言
文
一
致
が
物
語
形
式
と
し
て
採
用
さ
れ
る
と
同
時
に
、「
女
」
が
物
語
内
容
の
主
題
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ

と
に
な
る
。「
詩
想
」、
即
ち
「
女
」
の
非
論
理
性
は
、
形
式
の
審
級
で
は
言
文
一
致
、
物
語
内
容
の
審
級
で
は
象
徴

と
し
て
の
「
男
」
と
の
「
誓
」
に
よ
っ
て
枠
付
け
ら
れ
、「
景
色
」
と
し
て
「
再
現
」
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
理

化
は
、
必
ず
し
も
滑
ら
か
に
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
笈
摺
草
紙
」
で
露
わ
に
な
る
の
は
、
言
文
一
致
と
「
詩
想
」

の
止
揚
さ
れ
ざ
る
葛
藤
の
あ
り
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

次
に
、
第
五
章
「
も
た
ら
さ
れ
た
危
機

―
『
湯
島
詣
』
論

―
」
で
は
、『
湯
島
詣
』
を
取
り
上
げ
た
。
本
作
の

ヒ
ロ
イ
ン
・
蝶
吉
は
、
鏡
花
が
明
治
三
〇
年
一
月
に
出
会
っ
た
神
楽
坂
芸
者
桃
太
郎
（
本
名
す
ゞ
）
を
モ
デ
ル
に
造

形
さ
れ
て
い
る
。
す
ゞ
が
鏡
花
に
と
っ
て
特
権
的
な
女
性
で
あ
る
の
は
、
そ
の
名
が
彼
の
亡
母
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ

る
。
す
ゞ-

蝶
吉
と
い
う
「
女
」
は
、
否
応
な
く
鏡
花
の
「
母
」
へ
の
欲
望
を
背
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点

で
、『
湯
島
詣
』
は
所
謂
「
亡
母
憧
憬
」
系
列
の
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。
重
要
な
の
は
、
鏡
花
が
本
作
に
お
い
て
、

「
母
」
へ
と
通
ず
る
「
女
」
を
、
文
語
体
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
言
文
一
致
体
に
よ
っ
て
書
く
こ
と
を
試
み
て
い
る

点
で
あ
る
。
第
三
・
四
章
で
述
べ
て
き
た
通
り
、
言
文
一
致
体
の
採
用
は
、
こ
れ
ま
で
保
た
れ
て
き
た
小
説
内
の
文

語
的
秩
序
の
解
体
と
、
そ
の
世
俗
化
を
必
然
的
に
引
き
起
こ
す
。
こ
の
と
き
、
深
い
山
奥
の
隠
れ
家
に
棲
み
、
世
俗

と
は
異
な
る
時
間
を
生
き
て
い
た
「
母
」
で
あ
る
は
ず
の
「
女
」
た
ち
も
ま
た
、
そ
の
棲
処
を
追
わ
れ
、
言
文
一
致

的
秩
序
の
内
で
生
き
て
い
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
本
作
に
お
け
る
言
文
一
致
体
の
採
用
は
、
俗
語
革
命
の
遂

行
を
是
と
す
る
文
壇
に
お
い
て
は
、
積
極
的
に
評
価
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
鏡
花
は
、
言
文
一
致
的
論
理
の
中
に
、

「
母
」
た
る
「
女
」
を
い
か
に
位
置
付
け
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

更
に
、
第
六
章
「『
風
流
線
』
の
プ
ラ
ク
シ
ス
」
で
は
、
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
「
貧
民
倶
楽
部
」
を
大
規
模
に
反

復
し
た
と
み
な
せ
る
長
編
『
風
流
線
』
を
取
り
上
げ
た
。
鏡
花
は
明
治
二
八
年
に
「
夜
行
巡
査
」
を
発
表
し
、「
観
念

小
説
」
の
書
き
手
と
し
て
文
壇
に
登
場
し
て
以
来
、
職
業
的
な
規
範
に
徹
底
し
て
忠
実
に
振
る
舞
う
こ
と
で
、
普
遍

的
な
「
倫
理
」
に
至
る
登
場
人
物
を
繰
り
返
し
描
い
た
。
そ
の
代
表
的
な
例
が
、
第
一
章
で
扱
っ
た
「
海
城
發
電
」

の
主
人
公
・
神
崎
愛
三
郎
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
先
行
す
る
下
層
社
会
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
素
材
と
し
、
秩
序
維
持
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と
管
理
の
手
段
と
し
て
「
慈
善
」
を
用
い
よ
う
と
す
る
支
配
層
に
反
抗
す
る
「
貧
民
」
の
騒
擾
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
貧

民
倶
楽
部
」
等
の
作
品
も
発
表
し
て
き
た
。『
風
流
線
』
で
は
、「
観
念
小
説
」
に
お
い
て
見
ら
れ
た
倫
理
の
問
題
と
、

「
貧
民
倶
楽
部
」
で
展
開
さ
れ
た
「
慈
善
」
批
判
及
び
「
貧
民
」
た
ち
の
抵
抗
の
問
題
が
明
確
に
結
び
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
風
流
線
』
で
は
、
鏡
花
が
作
家
活
動
の
初
期
に
扱
っ
た
主
な
主
題
が
、
総
合
的
に
展
開
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
本
作
を
、
鏡
花
が
新
進
作
家
と
し
て
の
自
ら
の
活
動
を
集
大
成
し
た
作
品
と
位
置
づ
け
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
。
紅
葉
門
下
の
有
力
な
新
人
の
一
人
と
し
て
文
壇
に
登
場
し
た
鏡
花
は
、
師
の
逝
去
に
際
し
て
『
風

流
線
』
を
執
筆
す
る
こ
と
で
、
明
確
な
自
己
総
括
を
行
っ
た
。
こ
の
自
己
総
括
を
経
て
、
鏡
花
は
、
自
然
主
義
の
台

頭
す
る
文
壇
に
お
い
て
、
新
た
な
地
歩
を
築
く
べ
く
、
精
神
的
「
父
」
で
も
あ
っ
た
紅
葉
と
の
関
係
性
を
問
い
直
す

こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

ま
た
、
第
七
章
「「
革
命
的
精
神
の
詩
人
」
村
岡
不
二
太

―
明
治
期
の
ハ
イ
ネ
受
容
と
『
風
流
線
』
と
の
関
わ
り

―
」
で
は
、
前
章
に
引
き
続
き
、『
風
流
線
』
を
取
り
上
げ
た
。
鏡
花
が
本
作
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
先
行
す
る

下
層
社
会
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
素
材
に
し
た
こ
と
は
、
前
章
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
他
に
も
、

本
作
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
は
、
先
行
諸
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
本
章
で
は
特
に
、
主
要
登
場
人
物
で
あ
る
村
岡
不
二
太
に
、
ゲ
ー
テ
『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
の

主
人
公
で
あ
る
ウ
ェ
ル
テ
ル
、
あ
る
い
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
か
ら
の
影
響
を
看
取
す
る
指
摘
に
着
目
し
た
。
従
来
、

村
岡
の
悪
魔
主
義
的
な
側
面
は
、
鏡
花
が
本
作
執
筆
当
時
に
流
行
し
て
い
た
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を
表
層
的
に
取
り
込

ん
だ
も
の
と
し
て
、
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
社
会
へ
の
苛
烈
な
反
抗
者
と
し
て
の
村
岡
の
イ
メ
ー

ジ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
の
み
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
文
壇
で
、
ニ
ー
チ
ェ
の
近
傍
に
あ
る
存
在
と
し
て

紹
介
さ
れ
て
い
た
他
の
思
想
家
や
文
学
者
か
ら
着
想
さ
れ
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
よ
っ
て
、
本

章
で
は
、
鏡
花
が
『
風
流
線
』
を
執
筆
し
て
い
た
「
明
治
三
四
年
」
前
後
に
お
け
る
「
新
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
」
の
流

行
及
び
、
鏡
花
自
身
の
交
友
圏
に
着
目
し
、
当
時
ニ
ー
チ
ェ
の
近
傍
に
あ
る
文
学
者
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
ハ
イ

ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
に
関
わ
る
言
説
が
、
村
岡
の
持
つ
悪
魔
主
義
的
な
性
格
の
有
力
な
源
泉
の
一
つ
で
あ
る
可
能
性
を

指
摘
し
た
。 

 

第
三
部
「
鏡
花
の
闘
い

―
不
遇
と
再
起
の
時
代

―
」
で
は
、
鏡
花
が
こ
の
よ
う
な
「
過
渡
の
時
代
」
を
経
て
、

文
壇
で
の
熾
烈
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
争
い
の
渦
中
に
身
を
投
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
、
明
治
三
〇
年
代
後
半
以
後
の
諸
作
品

を
扱
う
。
明
治
三
六
年
一
〇
月
に
尾
崎
紅
葉
が
逝
去
し
た
の
を
契
機
に
、
文
壇
内
の
勢
力
図
は
急
速
に
書
き
換
え
ら

れ
て
い
っ
た
。
紅
葉
の
死
後
わ
ず
か
数
年
の
間
に
、
硯
友
社
及
び
、
そ
の
影
響
圏
内
で
活
動
し
て
い
た
小
説
家
の
作

品
の
大
半
は
、
過
去
の
遺
物
と
し
て
急
速
に
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
特
に
、
社
中
の
出
世
頭
で
あ
っ
た
鏡

花
は
、
作
品
を
発
表
す
る
場
を
こ
と
ご
と
く
奪
わ
れ
、
不
遇
を
か
こ
つ
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

鏡
花
は
、『
婦
系
図
』
あ
る
い
は
『
白
鷺
』
と
い
っ
た
、
父
子
関
係
に
類
似
し
た
師
と
弟
子
の
葛
藤
を
主
題
と
す
る
作

品
を
発
表
す
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
、「
父
」
は
、「
母
」
に
は
還
元
さ
れ
ぬ
「
女
」
と
の
関
係
の
中
で
、
改

め
て
捉
え
直
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
発
表
さ
れ
た
各
種
「
談
話
」
で
は
、「
自
然
派
」
の
前
提
と
す
る
言
文
一

致
的
な
論
理
を
相
対
化
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
過
渡
の
時
代
」、
す
な
わ
ち
明
治
三
〇
年
前
後

に
は
、
鏡
花
も
ま
た
言
文
一
致
を
試
み
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
四
〇
年
代
の
鏡
花
は
、「
自
然
派
」
に
抵
抗
し
て
い

く
過
程
で
、
自
身
の
〝
文
体
〟
を
、
言
文
一
致
に
対
抗
す
る
武
器
と
し
て
改
め
て
引
き
受
け
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
こ
の
引
き
受
け
直
し
は
、
物
語
内
容
の
次
元
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
父
」
と
の
関
係
を
総
括
し
、

乗
り
越
え
る
こ
と
と
し
て
表
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
ま
ず
、
第
八
章
「
恩
寵
と
し
て
の
『
音
調
』

―
『
婦
系
図
』
本
文
異
同
と
『
談

話
』
の
考
察
を
中
心
に

―
」
で
は
、『
婦
系
図
』
の
本
文
異
同
と
、
本
作
に
前
後
し
て
発
表
さ
れ
た
各
種
「
談
話
」

を
取
り
上
げ
、
分
析
し
た
。『
婦
系
図
』
に
は
、
す
ゞ
と
の
恋
愛
関
係
を
尾
崎
紅
葉
に
叱
責
さ
れ
た
こ
と
を
始
め
と
す
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る
、
鏡
花
の
個
人
的
な
事
情
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
が
無
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
は
別
に
、
新
た
に

頭
角
を
現
し
た
「
自
然
派
」
の
作
家
た
ち
を
相
手
に
、
鏡
花
が
ど
の
よ
う
に
文
壇
で
の
位
置
を
確
保
し
よ
う
と
し
て

い
た
か
を
考
え
る
上
で
も
、
本
作
は
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
「
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
と
自
然
主
義
」

や
「
予
の
態
度
」
と
い
っ
た
「
談
話
」
で
、
鏡
花
は
「
自
然
派
」
へ
の
批
判
的
な
態
度
を
は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
て

い
る
。
本
章
で
は
、『
婦
系
図
』
を
形
式
・
内
容
の
両
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
で
、
鏡
花
が
各
種
「
談
話
」
の
中
で
表

明
し
た
「
自
然
派
」
へ
の
反
発
が
、
単
な
る
感
情
的
な
拒
絶
で
は
な
く
、
彼
な
り
の
論
理
に
依
拠
し
た
批
判
で
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

次
に
、
第
九
章
「
妙
子
と
い
う
『
婦

を
ん
な

』

―
『
婦
系
図
』
を
司
る
も
の

―
」
で
は
、
前
章
に
引
き
続
き
、『
婦

系
図
』
を
取
り
上
げ
た
。『
婦
系
図
』
を
分
析
す
る
上
で
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
主
題
が
分
裂
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
点
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
本
作
は
長
編
小
説
と
し
て
の
構
成
が
破
綻
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
原
因
は
、
早
瀬
主
税
と
お
蔦
の
悲
恋
と
、
主
税
と
河
野
家
と
の
対
決
と
い
う
二
系
統
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、

統
一
さ
れ
ぬ
ま
ま
並
存
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
本
章
で
は
、
こ
の
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
統
一
的

に
解
釈
す
る
視
点
を
模
索
す
る
べ
く
、
主
税
の
師
で
あ
る
酒
井
俊
蔵
の
娘
・
妙
子
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
、
妙
子
が

「
母
」
と
い
う
表
象
か
ら
逸
脱
す
る
「
婦

を
ん
な

」
で
あ
り
、『
婦
系
図
』
に
お
け
る
「
父
」
の
支
配
の
力
学
に
抵
抗
す
る

存
在
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

更
に
、
第
一
〇
章
「
白
い
媒
介
者

―
『
白
鷺
』
に
お
け
る
師
‐
父
と
『
女
』
の
機
能

―
」
で
は
、『
白
鷺
』
を

取
り
上
げ
た
。
鏡
花
は
、
硯
友
社
の
領
袖
で
あ
り
自
身
の
庇
護
者
で
も
あ
っ
た
尾
崎
紅
葉
亡
き
後
、
文
壇
に
台
頭
し

て
き
た
「
自
然
派
」
に
よ
っ
て
、
作
家
と
し
て
の
立
場
を
著
し
く
脅
か
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
こ
の
危
機
を
、
自
身
と

師
‐
父
と
の
関
係
の
（
再
）
構
築
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
試
み
の
一
つ
が
、
本
作
『
白

鷺
』
で
あ
る
。
第
九
章
で
分
析
し
た
『
婦
系
図
』
の
師
‐
父
に
較
べ
て
、『
白
鷺
』
の
師
‐
父
は
、
慈
愛
に
満
ち
た
穏

や
か
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
師
‐
父
の
影
響
力
が
弱
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

な
い
。『
白
鷺
』
の
師
‐
父
た
る
伊
達
白
鷹
は
、『
婦
系
図
』
の
酒
井
俊
蔵
よ
り
も
、
一
層
隠
微
か
つ
強
力
に
登
場
人

物
た
ち
を
支
配
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
師
‐
父
の
力
を
巧
妙
に
保
存
し
続
け
る
と
共
に
、
そ
の
嫡
出
の
息
子
‐
「
内

弟
子
」
で
あ
る
稲
木
順
一
が
、
正
統
な
後
継
者
と
し
て
師
‐
父
に
接
合
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
そ
の
紐
帯
の
役
割
を

果
た
す
べ
く
呼
び
出
さ
れ
る
の
が
、
小
篠
と
い
う
「
女
」
で
あ
る
。
彼
女
は
、
師
‐
父
と
息
子
‐
「
内
弟
子
」
を
媒

介
し
、
世
代
の
交
代
を
保
証
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
一
種
の
「
自
己
否
定
」
と
も
い
う
べ
き
彼
女
の
犠
牲
的
な
振

る
舞
い
と
引
き
換
え
に
な
さ
れ
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

ま
た
、
第
一
一
章
「『
草
迷
宮
』
に
お
け
る
『
感
情
』
の
形
象
化

―
『
声
』
と
『
ま
な
ざ
し
』
の
効
果
を
中
心
に

―
」
で
は
、『
草
迷
宮
』
を
取
り
上
げ
た
。
第
七
章
に
お
い
て
、
鏡
花
が
明
治
三
〇
年
代
半
ば
の
「
新
ロ
マ
ン
チ
シ

ズ
ム
」
の
影
響
下
に
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
『
草
迷
宮
』
は
、
ロ
マ
ン
派
作
家
と
し
て
の
鏡
花
の
本

領
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
本
作
発
表
当
時
、
鏡
花
は
自
身
を
ロ
マ
ン
派
の
作
家
と
し

て
積
極
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、「
予
の
態
度
」
の
中
で
は
、『
草
迷
宮
』
に
描
か
れ
た
怪
異
は
、

自
ら
の
「
感
情
」
を
形
象
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
、「
お

ば
け
ず
き
の
い
は
れ
少
々
と
処
女
作
」
で
説
明
さ
れ
る
「
超
自
然
力
」
の
原
理
に
着
目
し
、「
声
」
と
「
ま
な
ざ
し
」

の
作
用
が
、「
超
自
然
力
」
の
成
立
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
考
察
し
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
ら
が
『
草
迷
宮
』

の
中
で
怪
異
と
し
て
形
象
化
さ
れ
る
過
程
を
分
析
し
、
鏡
花
が
描
い
た
の
は
、「
現
実
」
に
先
立
つ
「
大
き
な
力
」
と

し
て
の
「
感
情
」
が
、「
現
実
」
を
あ
ら
し
め
よ
う
と
す
る
際
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

最
後
に
、本
研
究
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
改
め
て
ま
と
め
る
と
共
に
、今
後
の
研
究
に
つ
い
て
展
望
を
示
し
た
。 


