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正
岡
君
に
つ
い
て
は
、
僕
な
ど
あ
ま
り
に
親
し
か
ッ
た
も
の
で
す
か
ら
、

か
え
っ
て
簡
単
に
ち
ょ
っ
と
批
評
す
る
と
い
う
こ
と
難
か
し
い
の
で
す
、
そ

り
ゃ
彼
の
人
の
偉
い
と
こ
ろ
や
ま
た
欠
点
も
認
め
て
居
な
い
こ
と
も
な
い
の

で
す
が
、
ど
う
も
第
三
者
の
位
置
に
あ
る
よ
う
、
冷
静
な
評
論
は
出
来
ま
せ

ん
よ
。

　
僕
も
初
め
か
ら
正
岡
君
と
は
手
を
握
っ
て
居
た
訳
で
は
な
い
の
で
す
、
む

し
ろ
反
対
の
側
に
あ
っ
た
も
の
で
時
に
は
歌
論
な
ど
も
や
っ
た
も
の
で
す
、

そ
れ
が 

漸  

々 

よ
う
よ
う

と
そ
の
議
論
を
聴
き
、 
技  

倆 
ぎ
り
ょ
う

を
認
め
、
つ
い
に
崇
敬
す
る

こ
と
と
な
り
こ
ち
ら
か
ら
降
服
し
た
と
い
う
姿
で
す
、
そ
れ
で
あ
る
か
ら
始

め
か
ら
友
人
交
際
で
あ
っ
た
人
達
よ
り
は
そ
の
偉
ら
さ
を
感
じ
た
こ
と
が
強
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か
っ
た
よ
う
で
す
、
従
し
た
が
って
崇
敬
の
度
が
普
通
以
上
で
し
た
ろ
う
、
で
あ
る
か

ら
僕
の
子
規
論
な
ど
は
往
々
人
の
意
表
に
出い
で
て
、
世
間
か
ら
は
故
人
に
佞
ね
い

し
も
し
く
は
故
人
を
舁かつ
い
だ
も
の
か
の
よ
う
に
受
取
ら
れ
た
こ
と
が
多
い
の

で
す
。
し
か
し
な
が
ら
棺かん
を
蓋おお
う
て
名
す
な
わ
ち
定
ま
る
で
、
い
わ
ゆ
る
明

治
文
壇
に
お
け
る
子
規
子
の
価
値
は
、
吾
々
の
云
々
を
ま
っ
て
知
る
を
要
せ

ぬ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
今
日
新
派
と
い
わ
る
る
人
々
と
正
岡
君
の
和
歌
と
の
関
係
で
す
か
、
僕
の

考
え
で
は
与
謝
野
一
派
、 

竹 
柏 
園 

ち
く
は
く
え
ん
の
一
流
、
そ
の
他
尾
上
お
の
え
、
金
子
か
ね
こ
な
ど
の

一
流
と
す
な
わ
ち
今
日
の
い
わ
ゆ
る
新
派
と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
い
と
思

い
ま
す
、
第
一
趣
味
の
根
底
が
違
っ
て
ま
す
か
ら
ね
。

　
ど
う
違
う
？
　
そ
れ
は
趣
味
上
の
問
題
で
す
か
ら
一
言
に
し
て
尽
し
が
た
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い
が
、
今
日
の
新
派
の
人
々
の
な
す
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
歌
を
作
く
る
の
前

に
そ
の
作
り
出
づ
べ
き
題
に
対
し
て
ま
ず
注
文
を
建
て
て
居
る
よ
う
に
見
え

ま
す
、
た
と
え
ば
歌
そ
の
物
の
価
値
と
い
う
こ
と
を
主
な
る
目
的
と
せ
な
い

で
、
新
し
く
な
け
れ
ば
い
か
ん
と
か
珍
ら
し
く
な
け
れ
ば
つ
ま
ら
ん
と
か
、

従
来
の
物
と
是ぜ
非ひ
変
っ
て
い
ね
ば
い
か
ん
と
か
、
ま
た
新
思
想
こ
と
に
西
洋

思
想
な
ど
を
加
味
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
の
よ
う
に
初
か
ら
考
か
ん
が
えを
立
て
て
お
い
て

作
っ
て
居
ら
る
る
よ
う
で
す
、
む
し
ろ
詩
と
い
う
も
の
の
価
値
を
、
た
だ
ち

に
そ
の
新
し
い
珍
ら
し
い
従
来
に
変
っ
た
詩
材
も
し
く
は
新
思
想
の
そ
れ
に

存
す
る
か
の
ご
と
く
考
え
て
居
ら
る
る
よ
う
に
見
え
ま
す
、
か
の
人
々
の
作

物
そ
の
物
に
つ
い
て
観
察
す
る
と
た
し
か
に
そ
う
見
え
ま
す
。

　
こ
こ
が
は
な
は
だ
六む
つ
か
し
い
誤
解
し
や
す
い
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
よ
く
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注
意
を
願
い
ま
す
、
吾
々
と
て
そ
の
新
し
い
珍
ら
し
い
変
化
と
か
新
思
想
を

 
毫  
末 

ご
う
ま
つ

も
嫌
う
の
で
は
な
い
、
た
だ
詩
そ
の
物
の
価
値
は
思
想
や
材
料
や
の

そ
れ
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
思
想
材
料
に
作
者
の
技
能
が
加
く
わ
わっ

た
作
物
の
成
功
そ
れ
に
存
す
る
も
の
と
信
じ
て
居
る
の
で
す
、
い
か
に
珍
ら

し
き
新
し
き
詩
的
材
料
を
捕
え
得
て
も
、
そ
の
成
功
の
い
か
ん
は
必
ず
作
者

そ
の
人
の
霊
能
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
た
だ
新
し
く
珍
ら
し
く
変
っ
て
さ
え
居
れ
ば
た
だ
ち
に
詩
と
し
て
面
白
い

も
の
の
ご
と
く
思
う
は
、
詩
と
い
う
も
の
の
価
値
を
根
本
に
誤
解
し
て
居
る

と
こ
ろ
か
ら
起おこ
る
誤
り
で
し
ょ
う
、
新
を
好
む
人
は
た
だ
新
し
け
れ
ば
よ
い

も
の
と
思
い
、
古
い
を
好
む
人
は
古
け
れ
ば
す
ぐ
に
よ
く
感
ず
る
、
こ
れ
ら

は
両
方
と
も
間
違
っ
て
居
ま
す
、
新
し
い
に
も
よ
い
の
も
悪
い
の
も
あ
る
ご
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と
く
古
い
に
も
よ
い
の
も
悪
い
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
、
要
す
る
に
詩
作
の
価

値
は
、
新
旧
の
い
か
ん
思
想
材
料
の
い
か
ん
以
外
に
多
く
の
部
分
が
あ
る
の

で
あ
る
、
着
想
が
い
く
ら
よ
く
と
も
図
と
り
が
何
ほ
ど
よ
く
と
も
た
だ
そ
れ

だ
け
に
て
は
た
だ
ち
に
良
画
と
は
い
え
な
い
と
同
じ
で
あ
る
。

　
今
の
い
わ
ゆ
る
新
派
の
人
達
と
吾
々
と
は
以
上
の
意
味
に
お
い
て
根
本
的

に
相
違
し
て
居
る
の
で
す
、
今
申
上
げ
た
こ
と
は
た
だ
ち
に
正
岡
の
言
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
僕
の
頭
に
あ
る
正
岡
は
た
し
か
に
そ
う
考
え
て
い
た
と
信

ず
る
の
で
す
。
で
こ
う
い
う
こ
と
を
な
お
よ
く
具
体
的
に
説
明
す
る
と
な
る

と
容
易
で
な
い
で
す
か
ら
次
に
う
つ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
風
で
正
岡
君
の

や
り
方
は
、
何
で
も
か
ま
わ
な
い
た
だ
出
来
た
歌
が
面
白
け
れ
ば
よ
い
、
い

く
ら
理
屈
は
進
歩
的
で
も
新
思
想
で
も
変
化
し
て
居
っ
て
も
面
白
く
な
い
歌
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は
仕
方
が
な
い
さ
、
そ
ん
な
も
の
は
文
学
で
も
詩
で
も
な
い
さ
、
と
い
う
よ

う
な
調
子
で
、
有
振
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
も
な
く
て
も
西
洋
趣
味
な
ど
加
味

し
よ
う
と
せ
ま
い
と
一
向  

頓    

着  

と
ん
ち
ゃ
く

せ
ら
れ
な
か
っ
た
、
『
古
事
記
』
な
ど

の
詞
が
非
常
に
面
白
い
と
い
う
間
に
も
「
ガ
ラ
ス
」
も
「
ラ
ン
プ
」
も
「
ブ

リ
キ
」
も
平
気
に
歌
に
詠
ん
で
居
ら
れ
た
。

　
話
が
外そ
れ
ま
す
が
、
こ
の
頃ご
ろ
『
万
葉
集
』
が
大
変
持も
て
囃はや
さ
れ
ま
す
ね
、

『
万
葉
』
は
佐
々
木
君
も
面
白
い
と
い
う
、
鉄
幹
君
も
面
白
い
と
い
う
、
し

か
し
両
君
の
面
白
い
と
い
う
の
と
吾
々
の
面
白
い
と
す
る
の
と
は
、
ほ
と
ん

ど
そ
の
趣
き
を
異
に
し
て
居
る
と
思
う
の
で
す
、
ど
ん
な
に
違
う
か
、
さ
ア

こ
れ
も
ち
ょ
っ
と
説
明
が
六
つ
か
し
い
、
『
万
葉
』
が
好
い
と
し
て
取
る
点

は
、
詞
は
蒼
古
そ
う
こ
だ
と
か
、
思
想
が
自
然
だ
と
か
調
子
が 

雄  

渾 

ゆ
う
こ
ん

だ
と
か
、
中
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に
は
た
だ
何
と
な
く
上
代
の
国
ぶ
り
を
悦
ぶ
類
で
あ
る
が
、
恁こん
な
こ
と
で
は

真
に
『
万
葉
』
の
趣
味
を
解
し
て
居
る
も
の
と
は
元
と
よ
り
言
わ
れ
な
い
、

吾
人
の
『
万
葉
』
の
豪えら
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
要
す
る
に
そ
の
歌
が
生
き
生
き

し
て
居
る
点
に
あ
る
が
、
第
一
に
作
者
の
詩
的
感
懐
が
高
い
、
材
料
の
観
取

が
非
常
に
広
い
、
言
語
の
駆
使
が
自
在
で
あ
る
、
使
用
の
言
語
が
非
常
に
饒じ

   

多 

ょ
う
た
で
あ
る
、
今
日
の
歌
人
の
作
物
な
ど
感
興
の
幼
稚
な
る
言
語
材
料
の
狭き

     

隘   

ょ
う
あ
い

な
る
と
て
も
比
較
に
な
る
も
の
で
は
な
い
、
こ
れ
ら
の
諸
点
に
一
々

実
例
を
挙
げ
て
い
え
ば
面
白
い
が
そ
れ
は
こ
こ
に
は
出
来
ま
せ
ん
、
『
万
葉
』

の
歌
は
死
物
で
な
く
し
て
活
物
だ
、
活
物
で
あ
れ
ば
こ
そ
今
日
我
々
が
見
て

も
陳
腐
と
感
じ
な
い
訳
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
こ
の
点
か
ら
見
て
僕
は
今

日
の
新
派
諸
子
の
作
歌
を
は
な
は
だ
ハ
ガ
ユ
ク
思
う
一
人
で
す
、
ど
う
も
そ
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の
歌
が
真
で
な
い
、
拵
こ
し
らえ
も
の
の
感
じ
が
し
て
な
ら
ぬ
、
人
工
的
で
あ
ッ
て
、

天
然
流
露
の
趣
が
な
い
。

　
尾
上
、
金
子
、
佐
々
木
等
の
諸
君
の
作
物
に
は
今
日
の
と
こ
ろ
接
近
の
見

込
み
が
あ
り
ま
せ
ん
、
与
謝
野
君
で
す
か
…
…
与
謝
野
君
の
玉
と
珍
重
す
る

材
料
を
僕
は
つ
ま
ら
ぬ 

土  

塊 
つ
ち
く
れ

を
ひ
ね
く
っ
て
居
る
よ
う
に
見
え
て
な
ら
な

い
で
す
、
要
す
る
に
新
詩
社
一
派
は
根
本
の
一
個
所
に
誤
解
が
あ
る
よ
う
に

僕
に
は
見
え
る
で
す
、
晶
子
君
な
ど
も
少ち
ッ
と
考
え
れ
ば
す
ぐ
解
り
そ
う
な

間
違
を
平
気
で
、
遣や
ッ
て
居
ら
れ
る
よ
う
だ
、
も
し
こ
の
根
本
の
誤
解
を
反

省
せ
ら
る
る
の
機
会
あ
ら
ば
、
こ
の
派
の
人
々
と
は
吾
々
も
あ
る
点
ま
で
歩

調
を
一
に
す
る
日
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
、
こ
れ
は
例
の
鴎
外
宅
歌
会
の

折
直
接
に
与
謝
野
君
ほ
か
出
席
の
前
で
直
言
し
た
こ
と
が
あ
る
で
す
。
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こ
れ
か
ら
ま
た
正
岡
君
に
返
り
ま
す
、
世
間
で
は
歌
に
お
け
る
正
岡
君
は

未
だ
成
功
し
な
い
よ
う
に
い
う
よ
う
で
す
が
、
実
際
そ
う
も
い
え
る
で
し
ょ

う
、
何
に
し
ろ
正
岡
君
の
歌
を
遣や
り
出
し
た
の
は
、
明
治
三
十
二
年
で
、
も

っ
と
も
そ
の
以
前
に
も
ち
ょ
い
ち
ょ
い
手
を
出
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

竹
の
里
人
と
名
乗
な
の
り
を
揚
げ
正
式
に
歌
壇
の
城
門
に
馬
を
進
め
た
の
は
三
十
二

年
の
春
で
あ
り
ま
す
、
三
十
五
年
に
は
も
う
故
人
と
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、

そ
の
研
究
も
自
か
ら
足
れ
り
と
許
す
の
域
に
入
っ
て
な
か
っ
た
の
は
明
ら
か

で
す
。
し
か
し
な
が
ら
歌
の
正
岡
君
を
未
だ
成
功
せ
ぬ
と
見
る
眼
を
も
っ
て

他
の
歌
人
を
見
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
、
『
万
葉
集
』
以
後
恐
ら
く
一
人
の
成

功
し
た
歌
人
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
頃
ろ
正
岡
君
が
歌
に
関
す
る
議
論
の
変
化
は
劇
は
げ
しい
も
の
で
走
馬
灯
の
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よ
う
で
し
た
、
昨
と
今
と
は
全
然
違
う
と
い
う
調
子
で
、
議
論
主
張
は
変
る

の
が
当
然
で
あ
る
、
終
始
一
貫
な
ど
と
詰
ら
ぬ
こ
と
だ
と
い
う
て
居
ら
れ
た
。

「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
を
発
表
し
た
時
代
に
は
俳
句
も
短
歌
も
要
す
る
に

形
式
上
の
差
で
あ
っ
て
内
容
に
到い
た
っ
て
は
同
一
の
も
の
と
論
じ
て
居
る
、

そ
れ
で
そ
の
頃
の
歌
に
は
、
俳
句
趣
味
を
和
歌
に
も
宿
そ
う
と
し
た
、
否い
な

宿
し
た
の
も
あ
る
よ
う
で
す
、
そ
れ
が
す
ぐ
形
式
の
差
は
内
容
の
差
を
伴
う

べ
き
も
の
だ
と
呼さけ
び
俳
調
俳
歌
厭いと
う
べ
し
と
罵
倒
ば
と
う
し
て
仕
舞
わ
れ
た
の
で
す
、

吾
々
も
そ
う
思
う
で
す
な
あ
、
同
じ
く
詩
で
あ
っ
て
も
、
俳
句
は
概
括
的
に

遣
っ
て
退の
け
る
、
和
歌
は
局
部
局
部
を
唄
お
う
と
す
る
、
そ
れ
で
俳
句
で
は

一
句
で
足
る
の
が
和
歌
で
は
五
首
も
費
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
あ
る
、

だ
が
五
首
を
一
句
に
尽
す
か
ら
俳
句
が
豪
い
で
も
な
け
れ
ば
、
一
句
を
五
首
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に
し
た
か
ら
和
歌
が
劣
っ
て
る
の
で
も
な
い
、
詩
の
価
値
な
る
も
の
は
全
然

か
か
る
数
学
的
関
係
を
絶
し
て
居
る
の
は
元
よ
り
で
す
。

　
こ
ん
な
風
に
正
岡
君
は
常
に
批
評
的
立
脚
地
を
離
れ
な
い
で
、
ど
の
方
面

に
向
っ
て
も
必
ず
議
論
と
終
始
し
て
、
そ
の
態
度
は
い
つ
も
研
究
的
に
周
到

な
用
意
を
も
っ
て
歩
一
歩
と
進
ん
だ
人
　
歌
を
遣
る
に
も
、
始
め
は
な
る
ら

ん
、
け
る
ら
ん
、
と
か
の
領
分
か
ら
発
足
し
て
、
次
第
に
一
家
の
風
調
を
成

し
た
よ
う
で
す
、
俳
句
方
面
に
も
こ
う
い
う
話
が
あ
り
ま
す
、
正
岡
君
が
虚

子
君
や
碧
梧
桐
君
に
向
っ
て
、

　
「
お
前
方
は
月
並
月
並
と
い
う
て
大
変
恐こ
怖わ
が
っ
て
居
る
が
己お
れ
な
ど
は

　
月
並
か
ら
や
っ
て
来
た
の
だ
か
ら
、
も
う
月
並
に
な
ろ
う
と
し
て
も
な
れ

　
ん
の
で
恐
怖
く
も
何
ん
と
も
な
い
、
月
並
を
恐
れ
る
の
は
要
す
る
に
月
並
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が
ほ
ん
と
う
に
解
ら
ん
か
ら
だ
」
と
一
喝
を
与
え
た
と
い
う
話
も
聴
い
て

　
居
り
ま
す
。

　
正
岡
君
な
ど
は
全
く
天
降
あ
ま
く
だ
り
し
た
神
の
子
の
よ
う
な
詩
人
で
は
な
く
、

立
派
に
地
上
か
ら
生
れ
た
詩
人
で
す
。
も
ち
ろ
ん
世
に
は
天
才
と
い
う
も
の

が
あ
っ
て
生
れ
な
が
ら
に
し
て
知
る
と
い
う
の
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ

は
そ
れ
と
し
て
正
岡
君
の
ご
と
き
は
孔
子
の
い
わ
ゆ
る
下
聞
か
ぶ
ん
を
恥
じ
ず
下
学
か
が
く

し
て
上
達
す
的てき
の
人
で
ご
く
低
い
程
度
か
ら
始
め
て
、
徐
々
に
高
処
に
攀よ
じ
、

つ
い
に
そ
の
絶
頂
に
達
し
、
眸
ひ
と
みを
四
顧
に
放
ち
、
一
旦 

豁  

然 

か
つ
ぜ
ん

と
し
て
万
象

の
帰
趣
を
悟
る
と
い
う
ご
と
き
、
真
に
力
あ
る
大
天
才
で
な
け
れ
ば
出
来
ぬ

仕
事
と
自
分
は
信
じ
て
居
ま
す
、
あ
ア
そ
う
で
す
か
、
ま
ア
よ
う
ご
ざ
い
ま

し
ょ
う
、
こ
れ
で
は
未ま
だ
僕
の
子
規
子
評
は
序
幕
で
す
よ
、
…
…
じ
ゃ
は
な
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は
だ
要
領
を
得
ま
せ
ん
が
こ
れ
で
。

　
　
　
　
　
〔
『
中
央
公
論
』
「
正
岡
子
規
論
」
明
治
四
十
年
九
月
一
日
〕

15
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
子
規
選
集
　
第
十
二
巻
　
子
規
の
思
い
出
」
増
進
会
出
版
社

　
　
　2002
（
平
成14

）
年11

月5

日
初
版
第1

刷
発
行

初
出
：
「
中
央
公
論
　
第
二
十
二
卷
第
九
號
」

　
　
　1907

（
明
治40
）
年9

月1

日
発
行

入
力
：
高
瀬
竜
一

校
正
：
き
り
ん
の
手
紙

2018

年9

月30

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

17



w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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