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「
平
衡
感
覚
」
と
「
細
胞
液
」
の
帰
趨
―
―
古
井
由
吉
「
妻
隠
」
論 

大
谷
慎
一
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１ 
  

一
九
七
〇
年
の
下
半
期
に
発
表
さ
れ
た
小
説
を
対
象
と
す
る
第
六
十
四
回

芥
川
賞
を
、
古
井
由
吉
は
そ
の
代
表
作
「
杳
子
」（
１
）
で
受
賞
し
て
い
る
が
、

選
考
委
員
で
あ
る
舟
橋
聖
一
の
選
評
（
２
）
に
よ
る
と
、
候
補
作
に
挙
げ
ら

れ
た
八
篇
の
う
ち
、
選
考
会
に
お
い
て
「
杳
子
」
に
一
票
差
ま
で
迫
っ
た
作

品
が
存
在
す
る
と
い
う
。
同
じ
く
古
井
由
吉
の
手
に
な
る
「
妻
隠
」（
３
）
が

そ
れ
で
あ
る
。
同
一
作
者
の
小
説
が
二
篇
候
補
に
上
る
と
い
う
珍
し
い
事
例

で
あ
り
、
他
の
候
補
者
を
差
し
置
い
て
古
井
の
二
篇
の
い
ず
れ
に
授
賞
す
る

か
を
め
ぐ
っ
て
議
論
の
交
わ
さ
れ
た
様
子
が
選
評
か
ら
は
看
取
さ
れ
る
の
だ

が
、
こ
の
こ
と
は
或
い
は
、
あ
る
向
き
に
は
意
外
の
感
を
惹
起
す
る
事
実
か

も
し
れ
な
い
。
と
言
う
の
も
、
「
個
別
作
品
論
の
立
場
か
ら
（
特
に
「
杳
子
」

論
）
評
価
軸
の
定
位
が
み
ら
れ
た
の
も
現
代
作
家
の
特
権
な
い
し
宿
命
と
い

え
る
」
と
石
阪
幹
将
が
述
べ
る
よ
う
に
（
４
）、
古
井
由
吉
は
「
杳
子
」
一
篇

を
通
じ
て
こ
そ
大
き
く
評
価
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
て
き
た
作
家
で
あ
る
か
ら
だ
。

そ
う
し
て
着
実
に
研
究
史
の
蓄
積
さ
れ
て
き
た
「
杳
子
」
と
比
せ
ば
、「
妻
隠
」

は
今
日
で
は
せ
い
ぜ
い
、「
杳
子
」
が
単
行
本
（
５
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
際

に
併
録
さ
れ
た
短
編
小
説
と
い
う
程
度
の
扱
い
し
か
受
け
て
は
い
な
い
の
だ

と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
現
況
を
見
慣
れ
た
目
か
ら
す
る
と
、「
杳
子
」

を
支
持
す
る
選
考
委
員
と
「
妻
隠
」
を
支
持
す
る
選
考
委
員
と
が
、
た
っ
た

一
票
の
差
で
拮
抗
し
て
い
る
様
は
や
は
り
意
想
外
の
光
景
で
は
あ
る
。 

 

二
篇
の
評
価
に
当
初
そ
れ
ほ
ど
の
差
異
が
な
か
っ
た
理
由
は
、
実
の
と
こ

ろ
理
解
で
き
な
い
訳
で
も
な
い
。
一
週
間
前
に
会
社
で
倒
れ
て
以
来
自
宅
の

 
 

ア
パ
ー
ト
で
寝
込
ん
で
い
る
寿
夫
と
、
彼
を
看
病
す
る
妻
礼
子
の
関
係
を
主

と
し
て
描
く
「
妻
隠
」
は
、
一
読
の
印
象
で
言
っ
て
確
か
に
、「
彼
」
と
杳
子

の
関
係
の
推
移
を
追
う
こ
と
に
の
み
注
力
す
る
「
杳
子
」
と
同
じ
種
類
の
小

説
に
見
え
る
か
ら
だ
。
三
木
卓
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
二
篇
は
い
ず
れ
も
「
密

室
の
男
女
の
も
の
が
た
り
」（
６
）
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
一
九
七
〇
年
三

月
に
立
教
大
学
を
退
職
し
て
本
格
的
に
作
家
生
活
に
入
っ
た
古
井
由
吉
が
、

自
身
の
作
風
を
自
覚
的
に
刷
新
し
つ
つ
あ
っ
た
一
時
期
に
執
筆
し
た
同
系
統

の
小
説
と
し
て
、「
妻
隠
」
は
当
初
、
作
家
の
代
表
作
と
な
っ
て
も
お
か
し
く

な
い
位
置
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
現
実
に
は
し
か

し
、「
妻
隠
」
で
は
な
く
「
杳
子
」
が
、
古
井
由
吉
の
作
歴
に
そ
の
名
を
輝
か

し
く
刻
印
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
何
故
か
。
と
、
そ
う
問
う
こ
と
か
ら
書
き
起

こ
さ
れ
る
本
論
は
無
論
、
芥
川
賞
を
与
え
ら
れ
た
の
が
「
杳
子
」
だ
っ
た
か

ら
と
い
う
、
作
品
外
の
事
情
に
そ
の
要
因
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な

い
。
作
品
内
的
な
要
因
が
そ
こ
に
は
明
確
に
存
在
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
後
の
古
井
由
吉
が
辿
っ
た
作
歴
の
変
遷
に
照
ら
し
て
「
杳
子
」

こ
そ
は
作
家
に
と
っ
て
の
決
定
的
な
画
期
を
な
す
と
見
な
し
う
る
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
理
解
の
も
と
で
は
「
妻
隠
」
は
、
必
然
的
に
後
景
に
引
か
ざ
る

を
え
な
い
特
徴
を
備
え
た
小
説
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

か
か
る
必
然
性
の
内
実
を
問
う
こ
と
。「
妻
隠
」
論
と
し
て
書
か
れ
る
本
論
が
、

一
篇
の
仔
細
な
分
析
を
通
じ
て
最
終
的
に
目
指
す
の
は
そ
の
地
点
に
他
な
ら

な
い
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
「
杳
子
」
と
の
関
係
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、「
妻

隠
」
へ
の
論
及
を
含
む
先
行
研
究
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。 

 

二
篇
が
同
時
に
候
補
に
な
っ
た
こ
と
で
、
両
者
を
比
較
し
て
書
か
れ
る
こ

と
が
自
然
と
要
求
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
芥
川
賞
の
選
評
の
み
な
ら
ず
、
大
抵
の

研
究
で
は
「
妻
隠
」
は
、
「
杳
子
」
と
共
に
言
及
さ
れ
る
。
「
杳
子
」
に
お
け

る
作
中
人
物
の
精
神
疾
患
に
触
れ
た
後
、
「
「
妻
隠
」
の
寿
夫
が
発
熱
の
な
か

で
、
分
裂
し
た
場
所
の
意
識
の
な
か
を
さ
ま
よ
い
、
あ
る
い
は
妻
の
礼
子
が
、

夫
や
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
喪
失
の
感
覚
に
襲
わ
れ
る
の
も
、
そ
れ

と
異
質
の
体
験
で
は
な
い
」
と
書
き
継
ぐ
平
岡
篤
頼
（
７
）
や
、「
古
井
氏
の

作
品
系
列
に
は
、
二
つ
の
作
品
が
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
相
補
い
あ
う
形
を
取

っ
て
い
る
も
の
が
あ
」
り
、
そ
の
典
型
例
が
た
と
え
ば
「
杳
子
」
と
「
妻
隠
」

だ
と
述
べ
る
菅
野
昭
正
（
８
）
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
ま
た
後
者
に
て
「
妻

隠
」
に
読
み
込
ま
れ
る
の
は
、「
最
後
ま
で
二
人
だ
け
の
愛
の
狭
小
な
閉
鎖
空

間
の
な
か
に
と
ど
ま
」
る
「
杳
子
」
と
は
対
蹠
的
な
、「
外
へ
通
じ
る
小
さ
な

戸
口
」
で
あ
る
。
「
『
妻
隠
』
も
若
い
夫
婦
の
関
係
の
な
か
に
ひ
そ
む
表
現
し

が
た
い
微
細
な
襞
の
な
か
に
分
け
い
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
二
人
の
愛
の
関

係
は
、
他
人
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
狭
い
単
位
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

決
し
て
複
雑
な
広
い
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
と
も
あ
れ
他
人
た
ち
の
群

れ
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
る
」
と
、
そ
う
菅
野
昭
正
は
「
杳
子
」
と
「
妻
隠
」

の
差
異
を
分
析
し
て
い
る
の
だ
が
、
作
中
人
物
た
ち
の
作
り
出
す
閉
域
が
こ

の
小
説
に
お
い
て
は
実
は
外
部
に
対
し
て
開
放
的
で
も
あ
る
の
だ
と
い
う
指

摘
そ
の
も
の
は
、
一
篇
発
表
の
翌
月
に
三
人
の
論
者
に
よ
っ
て
早
々
と
な
さ

れ
て
以
来
（
９
）、「
妻
隠
」
を
論
じ
る
際
の
常
套
句
と
な
っ
て
も
い
る
。「
妻

隠
」
は
つ
ま
り
、
二
人
の
男
女
の
関
係
の
み
を
濃
密
に
煮
詰
め
る
「
杳
子
」
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る
小
さ
な

戸
口
」
で
あ
る
。
「
『
妻
隠
』
も
若
い
夫
婦
の
関
係
の
な
か
に
ひ
そ
む
表
現
し

が
た
い
微
細
な
襞
の
な
か
に
分
け
い
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
二
人
の
愛
の
関

係
は
、
他
人
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
狭
い
単
位
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

決
し
て
複
雑
な
広
い
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
と
も
あ
れ
他
人
た
ち
の
群

れ
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
る
」
と
、
そ
う
菅
野
昭
正
は
「
杳
子
」
と
「
妻
隠
」

の
差
異
を
分
析
し
て
い
る
の
だ
が
、
作
中
人
物
た
ち
の
作
り
出
す
閉
域
が
こ

の
小
説
に
お
い
て
は
実
は
外
部
に
対
し
て
開
放
的
で
も
あ
る
の
だ
と
い
う
指

摘
そ
の
も
の
は
、
一
篇
発
表
の
翌
月
に
三
人
の
論
者
に
よ
っ
て
早
々
と
な
さ

れ
て
以
来
（
９
）、「
妻
隠
」
を
論
じ
る
際
の
常
套
句
と
な
っ
て
も
い
る
。「
妻

隠
」
は
つ
ま
り
、
二
人
の
男
女
の
関
係
の
み
を
濃
密
に
煮
詰
め
る
「
杳
子
」
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に
比
べ
て
、
幾
分
か
は
外
部
と
の
関
係
性
を
結
ぼ
う
と
す
る
小
説
で
あ
る
と

い
う
点
に
、
当
初
よ
り
そ
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
て
き
た
訳
だ
。 

 

至
極
妥
当
な
読
み
だ
と
思
う
。
が
、
疑
問
が
残
ら
ぬ
訳
で
も
な
い
。
た
と

え
ば
右
に
言
う
外
部
と
は
、
具
体
的
に
は
、
寿
夫
と
礼
子
の
住
む
ア
パ
ー
ト

の
隣
家
で
共
同
生
活
を
営
む
男
た
ち
で
あ
り
、
新
興
宗
教
の
勧
誘
者
と
思
し

き
老
婆
で
あ
る
。
彼
ら
に
つ
き
上
田
三
四
二
は
、「
現
代
と
か
文
明
的
な
も
の

に
対
す
る
原
始
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
市
民
的
な
も
の
に
対
す
る
反
市
民
的

な
も
の
」
と
述
べ
、「
巫
女
的
な
老
婆
と
か
、
何
か
非
常
に
原
始
的
な
裸
み
た

い
な
男
の
集
団
で
す
ね
。
そ
う
い
う
、
教
養
も
何
も
な
く
て
、
性
的
な
も
の

も
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
の
無
気
味
な
男
た
ち
の
、
原
始
的
な
神
々
み
た
い
な
も
の
」

と
更
に
説
明
を
付
け
加
え
て
い
る
（
10
）。
一
事
を
踏
襲
し
、
幾
つ
も
の
先
行

研
究
が
「
古
代
的
な
も
の
、
原
始
的
な
も
の
、
い
な
か
的
な
も
の
」「
土
俗
的

な
巫
子
的
な
イ
メ
ー
ジ
」
「
土
着
的
な
も
の
」
（
11
）
、「
非
常
に
土
俗
的
な
も

の
の
代
表
」（
12
）、「
い
わ
ば
呪
眼
の
嫗
と
い
っ
た
存
在
」（
13
）、「
巫
女
的

な
老
婆
」「
土
地
の
霊
の
よ
う
な
も
の
」（
14
）
、
「
生
活
の
猥
雑
さ
そ
の
も
の

の
如
く
生
命
力
に
溢
れ
、
野
性
的
で
あ
り
、
か
つ
祝
祭
的
」
「
呪
術
的
空
間
」

（
15
）
、
「
林
の
中
の
土
俗
的
な
空
間
」
（
16
）
な
ど
の
語
群
を
鏤
め
る
こ
と

で
男
た
ち
や
老
婆
を
形
容
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
彼
ら
が
ど
う
い
っ
た
言

動
や
性
格
や
役
割
の
持
ち
主
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
特
徴
が
何
故
、
た

と
え
ば
「
土
俗
的
」
と
言
い
表
す
の
に
妥
当
だ
と
判
断
し
う
る
の
か
が
具
体

的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
く
、
い
ず
れ
も
単
な
る
印
象
の
域
を
出
な

い
言
葉
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
と
す
れ
ば
、
夫
婦
二
人
だ
け
の
閉
域
を
取
り
巻

く
外
部
を
、
右
の
如
き
語
群
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
今
一
度
、
ど
の
よ
う
に

分
析
し
把
握
し
な
お
す
か
と
い
っ
た
課
題
が
ま
ず
は
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。

外
部
を
め
ぐ
る
こ
の
課
題
は
ま
た
、
そ
の
ま
ま
内
部
に
対
し
て
も
適
応
さ
れ

う
る
。
す
な
わ
ち
同
様
に
、
寿
夫
と
礼
子
の
夫
婦
は
い
か
な
る
関
係
を
形
成

し
て
い
る
の
か
も
詳
細
に
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
か
か
る
二
点
は
そ
し

て
、
内
部
と
外
部
は
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
か
と
い
う
論
点
を

自
然
に
導
く
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
概
ね
以
上
の
よ
う
に
見
通
し
を
立

て
た
上
で
、
以
下
に
「
妻
隠
」
の
分
析
を
展
開
し
た
い
と
思
う
。 

 

２ 
 

「
妻
隠
」
は
、
月
曜
日
に
会
社
で
倒
れ
て
帰
宅
し
た
後
、
礼
子
以
外
と
は
誰

と
も
顔
を
合
わ
せ
ず
に
家
で
過
ご
し
て
い
る
寿
夫
を
視
点
人
物
に
持
つ
小
説

で
あ
る
。
明
日
か
ら
会
社
に
復
帰
し
よ
う
と
い
う
日
曜
日
の
正
午
を
冒
頭
に
、

同
日
夜
を
結
末
に
そ
れ
ぞ
れ
据
え
る
一
篇
は
、
長
く
見
積
も
っ
て
も
十
二
時

間
程
度
の
幅
の
現
在
時
し
か
有
し
て
は
い
な
い
が
、
頻
繁
に
差
し
挟
ま
れ
る

回
想
に
よ
り
、
病
床
に
い
る
寿
夫
が
こ
の
一
週
間
、
普
段
は
目
撃
す
る
こ
と

の
な
い
昼
間
の
自
宅
と
そ
こ
に
住
ま
う
妻
の
姿
と
を
ど
の
よ
う
に
見
詰
め
続

け
た
の
か
は
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
こ
の
点
に
注
目
し
よ
う
。 

 
 

た
し
か
火
曜
の
午
後
、
熱
の
ひ
い
た
後
の
ま
ど
ろ
み
の
心
地
良
さ
か

ら
ふ
と
目
ざ
め
て
見
る
と
、
礼
子
が
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
チ
ン
の
食
器
戸
棚

 
 

の
前
に
む
っ
ち
り
と
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
、
戸
棚
の
い
ち
ば
ん
下
の
物
入

れ
の
中
を
一
心
に
の
ぞ
き
こ
ん
で
い
た
。
高
熱
の
後
で
鋭
敏
に
な
っ
た

彼
の
鼻
に
、
味
噌
と
醤
油
と
酒
の
に
お
い
と
、
な
に
か
饐
え
た
よ
う
な

に
お
い
が
玄
関
口
か
ら
居
間
の
窓
へ
吹
き
抜
け
る
風
に
乗
っ
て
ほ
の
か

に
伝
わ
っ
て
く
る
。
戸
棚
の
奥
に
カ
ビ
で
も
生
え
た
の
か
、
ゴ
キ
ブ
リ

で
も
湧
い
た
の
か
、
礼
子
は
気
む
ず
か
し
げ
に
眉
を
ひ
そ
め
て
、
片
手

で
戸
棚
の
中
の
も
の
を
す
こ
し
ず
つ
ず
ら
し
て
は
、
そ
の
奥
の
ほ
う
を

透
か
し
見
て
い
る
。
塵
ひ
と
つ
見
の
が
す
ま
い
と
す
る
よ
う
に
目
の
角

度
を
ほ
ん
の
僅
か
ず
つ
変
え
て
は
見
つ
め
、
目
を
ゆ
る
め
て
は
溜
息
を

つ
き
、
そ
れ
ほ
ど
奥
行
の
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
戸
棚
の
前
か
ら
い
つ
ま

で
も
動
か
な
い
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
姿
か
ら
彼
は
し
ば
ら
く
目
を
離
せ

な
か
っ
た
。 

  

枕
も
と
に
坐
っ
て
桃
を
剝
く
礼
子
を
見
上
げ
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う

に
し
て
寿
夫
は
「
こ
の
一
週
間
、
日
ね
も
す
寝
床
で
ま
ど
ろ
み
過
し
て
は
、

と
き
お
り
目
を
覚
ま
し
て
部
屋
の
中
を
倦
き
も
せ
ず
に
見
回
し
て
い
」
た
の

だ
と
、
そ
う
語
り
起
こ
さ
れ
る
一
連
の
回
想
は
ま
ず
、
右
の
よ
う
な
情
景
に

言
及
す
る
。
続
け
て
「
同
じ
日
か
、
そ
の
翌
日
」
の
、「
御
用
聞
き
の
若
い
男
」

の
訪
問
を
受
け
て
台
所
か
ら
玄
関
に
出
る
妻
の
姿
が
、
ま
た
「
木
曜
の
夕
方
」

の
、
洗
濯
物
を
取
り
込
み
、
畳
み
、
箪
笥
に
仕
舞
う
妻
の
手
付
き
が
、
同
様

の
筆
致
と
分
量
と
で
描
か
れ
る
の
だ
が
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
内
容
の
上
で

は
右
引
用
は
た
と
え
ば
、
礼
子
が
食
器
戸
棚
を
覗
き
込
ん
で
い
た
、
と
い
う

一
行
と
等
価
で
あ
る
点
だ
。
同
様
に
「
御
用
聞
き
」
の
訪
問
も
洗
濯
物
の
片

付
け
も
簡
単
に
描
き
飛
ば
せ
る
筈
の
些
事
で
あ
り
、
現
に
寿
夫
は
、「
た
だ
そ

れ
だ
け
の
姿
」
だ
と
一
方
で
考
え
て
い
る
。
し
か
し
他
方
、
そ
れ
を
右
の
よ

う
に
長
い
描
写
の
対
象
と
す
る
こ
と
。
そ
う
し
た
描
写
は
必
然
的
に
、「
し
ば

ら
く
目
を
離
せ
な
か
っ
た
」
と
い
う
動
作
を
作
中
人
物
に
要
求
し
も
す
る
の

だ
が
、
結
果
、
単
な
る
日
常
的
な
出
来
事
は
非
日
常
へ
と
一
散
に
変
貌
す
る

だ
ろ
う
。
単
な
る
日
常
で
あ
れ
ば
長
々
と
描
写
す
る
こ
と
も
、「
し
ば
ら
く
目

を
離
せ
な
」
い
こ
と
も
な
い
か
ら
だ
。
そ
し
て
そ
の
眼
差
し
は
次
の
よ
う
な

「
瞬
間
」
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。 

 

無
心
に
眠
っ
て
い
る
姿
を
見
て
い
る
と
、
日
頃
見
な
れ
た
表
情
が
す
う

っ
と
消
え
て
、
ま
る
で
見
も
知
ら
な
い
女
が
い
つ
の
ま
に
か
部
屋
の
中

に
入
り
こ
ん
で
寝
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
瞬
間
が
あ
っ
た
。 

  

自
身
に
と
り
最
も
親
し
い
筈
の
人
物
が
そ
の
一
瞬
、「
ま
る
で
見
も
知
ら
な

い
」
人
間
に
変
化
す
る
こ
と
。「
人
び
と
の
意
識
が
日
常
的
な
生
活
の
な
か
で

埋
没
し
、
人
び
と
が
永
久
に
生
き
続
け
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
日
常
性
に
耐

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
作
家
と
古
井
由
吉
を
規
定
す
る
利
沢
行
夫
は
、「
戦

争
と
い
う
極
限
状
態
と
は
ち
が
う
と
い
う
意
味
で
日
常
的
な
時
代
」
で
あ
る

今
の
世
に
あ
っ
て
、「
日
常
性
の
中
の
危
機
を
描
き
出
す
こ
と
が
可
能
な
場
合

は
た
だ
一
つ
、
世
界
が
意
識
か
ら
超
越
し
た
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
、
他

者
を
意
識
に
と
っ
て
異
物
と
し
て
捉
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
き
で
あ
る
」
と
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に
比
べ
て
、
幾
分
か
は
外
部
と
の
関
係
性
を
結
ぼ
う
と
す
る
小
説
で
あ
る
と

い
う
点
に
、
当
初
よ
り
そ
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
て
き
た
訳
だ
。 

 

至
極
妥
当
な
読
み
だ
と
思
う
。
が
、
疑
問
が
残
ら
ぬ
訳
で
も
な
い
。
た
と

え
ば
右
に
言
う
外
部
と
は
、
具
体
的
に
は
、
寿
夫
と
礼
子
の
住
む
ア
パ
ー
ト

の
隣
家
で
共
同
生
活
を
営
む
男
た
ち
で
あ
り
、
新
興
宗
教
の
勧
誘
者
と
思
し

き
老
婆
で
あ
る
。
彼
ら
に
つ
き
上
田
三
四
二
は
、「
現
代
と
か
文
明
的
な
も
の

に
対
す
る
原
始
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
市
民
的
な
も
の
に
対
す
る
反
市
民
的

な
も
の
」
と
述
べ
、「
巫
女
的
な
老
婆
と
か
、
何
か
非
常
に
原
始
的
な
裸
み
た

い
な
男
の
集
団
で
す
ね
。
そ
う
い
う
、
教
養
も
何
も
な
く
て
、
性
的
な
も
の

も
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
の
無
気
味
な
男
た
ち
の
、
原
始
的
な
神
々
み
た
い
な
も
の
」

と
更
に
説
明
を
付
け
加
え
て
い
る
（
10
）。
一
事
を
踏
襲
し
、
幾
つ
も
の
先
行

研
究
が
「
古
代
的
な
も
の
、
原
始
的
な
も
の
、
い
な
か
的
な
も
の
」「
土
俗
的

な
巫
子
的
な
イ
メ
ー
ジ
」
「
土
着
的
な
も
の
」
（
11
）
、「
非
常
に
土
俗
的
な
も

の
の
代
表
」（
12
）、「
い
わ
ば
呪
眼
の
嫗
と
い
っ
た
存
在
」（
13
）、「
巫
女
的

な
老
婆
」「
土
地
の
霊
の
よ
う
な
も
の
」（
14
）
、
「
生
活
の
猥
雑
さ
そ
の
も
の

の
如
く
生
命
力
に
溢
れ
、
野
性
的
で
あ
り
、
か
つ
祝
祭
的
」
「
呪
術
的
空
間
」

（
15
）
、
「
林
の
中
の
土
俗
的
な
空
間
」
（
16
）
な
ど
の
語
群
を
鏤
め
る
こ
と

で
男
た
ち
や
老
婆
を
形
容
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
彼
ら
が
ど
う
い
っ
た
言

動
や
性
格
や
役
割
の
持
ち
主
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
特
徴
が
何
故
、
た

と
え
ば
「
土
俗
的
」
と
言
い
表
す
の
に
妥
当
だ
と
判
断
し
う
る
の
か
が
具
体

的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
く
、
い
ず
れ
も
単
な
る
印
象
の
域
を
出
な

い
言
葉
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
と
す
れ
ば
、
夫
婦
二
人
だ
け
の
閉
域
を
取
り
巻

く
外
部
を
、
右
の
如
き
語
群
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
今
一
度
、
ど
の
よ
う
に

分
析
し
把
握
し
な
お
す
か
と
い
っ
た
課
題
が
ま
ず
は
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。

外
部
を
め
ぐ
る
こ
の
課
題
は
ま
た
、
そ
の
ま
ま
内
部
に
対
し
て
も
適
応
さ
れ

う
る
。
す
な
わ
ち
同
様
に
、
寿
夫
と
礼
子
の
夫
婦
は
い
か
な
る
関
係
を
形
成

し
て
い
る
の
か
も
詳
細
に
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
か
か
る
二
点
は
そ
し

て
、
内
部
と
外
部
は
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
か
と
い
う
論
点
を

自
然
に
導
く
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
概
ね
以
上
の
よ
う
に
見
通
し
を
立

て
た
上
で
、
以
下
に
「
妻
隠
」
の
分
析
を
展
開
し
た
い
と
思
う
。 

 

２ 
 

「
妻
隠
」
は
、
月
曜
日
に
会
社
で
倒
れ
て
帰
宅
し
た
後
、
礼
子
以
外
と
は
誰

と
も
顔
を
合
わ
せ
ず
に
家
で
過
ご
し
て
い
る
寿
夫
を
視
点
人
物
に
持
つ
小
説

で
あ
る
。
明
日
か
ら
会
社
に
復
帰
し
よ
う
と
い
う
日
曜
日
の
正
午
を
冒
頭
に
、

同
日
夜
を
結
末
に
そ
れ
ぞ
れ
据
え
る
一
篇
は
、
長
く
見
積
も
っ
て
も
十
二
時

間
程
度
の
幅
の
現
在
時
し
か
有
し
て
は
い
な
い
が
、
頻
繁
に
差
し
挟
ま
れ
る

回
想
に
よ
り
、
病
床
に
い
る
寿
夫
が
こ
の
一
週
間
、
普
段
は
目
撃
す
る
こ
と

の
な
い
昼
間
の
自
宅
と
そ
こ
に
住
ま
う
妻
の
姿
と
を
ど
の
よ
う
に
見
詰
め
続

け
た
の
か
は
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
こ
の
点
に
注
目
し
よ
う
。 

 
 

た
し
か
火
曜
の
午
後
、
熱
の
ひ
い
た
後
の
ま
ど
ろ
み
の
心
地
良
さ
か

ら
ふ
と
目
ざ
め
て
見
る
と
、
礼
子
が
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
チ
ン
の
食
器
戸
棚

 
 

の
前
に
む
っ
ち
り
と
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
、
戸
棚
の
い
ち
ば
ん
下
の
物
入

れ
の
中
を
一
心
に
の
ぞ
き
こ
ん
で
い
た
。
高
熱
の
後
で
鋭
敏
に
な
っ
た

彼
の
鼻
に
、
味
噌
と
醤
油
と
酒
の
に
お
い
と
、
な
に
か
饐
え
た
よ
う
な

に
お
い
が
玄
関
口
か
ら
居
間
の
窓
へ
吹
き
抜
け
る
風
に
乗
っ
て
ほ
の
か

に
伝
わ
っ
て
く
る
。
戸
棚
の
奥
に
カ
ビ
で
も
生
え
た
の
か
、
ゴ
キ
ブ
リ

で
も
湧
い
た
の
か
、
礼
子
は
気
む
ず
か
し
げ
に
眉
を
ひ
そ
め
て
、
片
手

で
戸
棚
の
中
の
も
の
を
す
こ
し
ず
つ
ず
ら
し
て
は
、
そ
の
奥
の
ほ
う
を

透
か
し
見
て
い
る
。
塵
ひ
と
つ
見
の
が
す
ま
い
と
す
る
よ
う
に
目
の
角

度
を
ほ
ん
の
僅
か
ず
つ
変
え
て
は
見
つ
め
、
目
を
ゆ
る
め
て
は
溜
息
を

つ
き
、
そ
れ
ほ
ど
奥
行
の
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
戸
棚
の
前
か
ら
い
つ
ま

で
も
動
か
な
い
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
姿
か
ら
彼
は
し
ば
ら
く
目
を
離
せ

な
か
っ
た
。 

  

枕
も
と
に
坐
っ
て
桃
を
剝
く
礼
子
を
見
上
げ
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う

に
し
て
寿
夫
は
「
こ
の
一
週
間
、
日
ね
も
す
寝
床
で
ま
ど
ろ
み
過
し
て
は
、

と
き
お
り
目
を
覚
ま
し
て
部
屋
の
中
を
倦
き
も
せ
ず
に
見
回
し
て
い
」
た
の

だ
と
、
そ
う
語
り
起
こ
さ
れ
る
一
連
の
回
想
は
ま
ず
、
右
の
よ
う
な
情
景
に

言
及
す
る
。
続
け
て
「
同
じ
日
か
、
そ
の
翌
日
」
の
、「
御
用
聞
き
の
若
い
男
」

の
訪
問
を
受
け
て
台
所
か
ら
玄
関
に
出
る
妻
の
姿
が
、
ま
た
「
木
曜
の
夕
方
」

の
、
洗
濯
物
を
取
り
込
み
、
畳
み
、
箪
笥
に
仕
舞
う
妻
の
手
付
き
が
、
同
様

の
筆
致
と
分
量
と
で
描
か
れ
る
の
だ
が
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
内
容
の
上
で

は
右
引
用
は
た
と
え
ば
、
礼
子
が
食
器
戸
棚
を
覗
き
込
ん
で
い
た
、
と
い
う

一
行
と
等
価
で
あ
る
点
だ
。
同
様
に
「
御
用
聞
き
」
の
訪
問
も
洗
濯
物
の
片

付
け
も
簡
単
に
描
き
飛
ば
せ
る
筈
の
些
事
で
あ
り
、
現
に
寿
夫
は
、「
た
だ
そ

れ
だ
け
の
姿
」
だ
と
一
方
で
考
え
て
い
る
。
し
か
し
他
方
、
そ
れ
を
右
の
よ

う
に
長
い
描
写
の
対
象
と
す
る
こ
と
。
そ
う
し
た
描
写
は
必
然
的
に
、「
し
ば

ら
く
目
を
離
せ
な
か
っ
た
」
と
い
う
動
作
を
作
中
人
物
に
要
求
し
も
す
る
の

だ
が
、
結
果
、
単
な
る
日
常
的
な
出
来
事
は
非
日
常
へ
と
一
散
に
変
貌
す
る

だ
ろ
う
。
単
な
る
日
常
で
あ
れ
ば
長
々
と
描
写
す
る
こ
と
も
、「
し
ば
ら
く
目

を
離
せ
な
」
い
こ
と
も
な
い
か
ら
だ
。
そ
し
て
そ
の
眼
差
し
は
次
の
よ
う
な

「
瞬
間
」
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。 

 

無
心
に
眠
っ
て
い
る
姿
を
見
て
い
る
と
、
日
頃
見
な
れ
た
表
情
が
す
う

っ
と
消
え
て
、
ま
る
で
見
も
知
ら
な
い
女
が
い
つ
の
ま
に
か
部
屋
の
中

に
入
り
こ
ん
で
寝
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
瞬
間
が
あ
っ
た
。 

  

自
身
に
と
り
最
も
親
し
い
筈
の
人
物
が
そ
の
一
瞬
、「
ま
る
で
見
も
知
ら
な

い
」
人
間
に
変
化
す
る
こ
と
。「
人
び
と
の
意
識
が
日
常
的
な
生
活
の
な
か
で

埋
没
し
、
人
び
と
が
永
久
に
生
き
続
け
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
日
常
性
に
耐

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
作
家
と
古
井
由
吉
を
規
定
す
る
利
沢
行
夫
は
、「
戦

争
と
い
う
極
限
状
態
と
は
ち
が
う
と
い
う
意
味
で
日
常
的
な
時
代
」
で
あ
る

今
の
世
に
あ
っ
て
、「
日
常
性
の
中
の
危
機
を
描
き
出
す
こ
と
が
可
能
な
場
合

は
た
だ
一
つ
、
世
界
が
意
識
か
ら
超
越
し
た
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
、
他

者
を
意
識
に
と
っ
て
異
物
と
し
て
捉
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
き
で
あ
る
」
と
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述
べ
た
上
で
、「
妻
隠
」
に
見
ら
れ
る
右
の
よ
う
な
記
述
に
そ
の
「
異
物
」
を

見
出
し
て
い
る
（
17
）
。
「
妻
は
彼
の
意
識
に
と
っ
て
異
物
な
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
日
常
性
は
停
止
し
、
彼
と
世
界
と
の
間
に
は
、
人
一
人
殺
す
よ
り
も
絶

望
的
な
裂
け
目
が
見
え
て
い
る
の
だ
」
と
継
が
れ
る
利
沢
行
夫
の
卓
論
は
し

か
し
、
逆
向
き
に
も
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
夫
は
彼
女
の
意
識
に
と
っ
て

異
物
で
あ
り
、
彼
女
と
世
界
と
の
あ
い
だ
に
も
ま
た
裂
け
目
が
開
い
て
い
る

の
だ
、
と
。
何
故
な
ら
礼
子
も
月
曜
日
、
真
昼
に
帰
宅
し
て
部
屋
で
寝
込
ん

で
い
る
と
い
う
平
生
と
は
違
っ
た
振
る
舞
い
の
寿
夫
と
、「
絶
望
的
な
裂
け
目
」

を
挟
ん
で
対
峙
し
て
い
た
か
ら
だ
。 

 

カ
ー
テ
ン
を
お
ろ
し
た
居
間
の
ほ
ぼ
真
中
に
寝
床
が
敷
い
て
あ
っ
て
、

ふ
だ
ん
彼
女
た
ち
が
寝
て
い
る
の
と
は
逆
に
枕
を
こ
ち
ら
に
向
け
て
、

誰
か
が
タ
オ
ル
の
ケ
ッ
ト
を
山
の
よ
う
に
盛
り
上
げ
て
う
ず
く
ま
っ
て

い
る
。
顔
は
半
分
シ
ー
ツ
に
埋
っ
て
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
、

見
も
知
ら
な
い
男
で
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。 

  

礼
子
が
帰
宅
す
る
と
居
間
で
は
「
見
も
知
ら
な
い
男
」
が
眠
っ
て
い
る
。「
カ

ー
テ
ン
の
陰
か
ら
長
い
こ
と
見
つ
め
て
い
」
る
う
ち
に
、「
段
々
に
、
夫
か
も

し
れ
な
い
と
思
い
は
じ
め
」
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
な
お
「
な
に
か
も
う
ひ

と
つ
ピ
イ
ー
ン
と
来
な
い
」。
大
部
分
が
寿
夫
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
作
中
に
、

礼
子
が
寿
夫
に
語
り
か
け
る
と
い
う
体
裁
を
取
っ
て
導
入
さ
れ
る
礼
子
視
点

の
こ
の
一
場
面
が
、
寿
夫
に
お
け
る
「
ま
る
で
見
も
知
ら
な
い
女
が
い
つ
の

ま
に
か
部
屋
の
中
に
入
り
こ
ん
で
寝
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
瞬
間
」
と

同
じ
認
識
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
礼
子
の
目
に
寿
夫
が
他

人
の
よ
う
に
映
る
の
は
無
論
、
一
瞬
の
出
来
事
で
は
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
部

屋
の
中
で
寝
て
い
る
夫
を
見
つ
け
た
時
の
話
」
を
、
礼
子
は
「
詰
る
口
調
」

で
、「
こ
れ
で
何
度
目
だ
ろ
う
か
」
と
寿
夫
が
述
懐
す
る
ほ
ど
に
幾
度
も
繰
り

返
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
聞
か
さ
れ
る
寿
夫
も
ま
た
、「
い
っ
た
ん
夫

の
姿
を
そ
ん
な
風
に
見
つ
め
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
、
こ
れ
か
ら
も
事
あ
る

ご
と
に
、
夫
の
姿
の
中
に
見
も
し
ら
ぬ
男
を
見
る
よ
う
に
な
り
か
ね
な
い
…

…
」
と
考
え
始
め
る
。 

 

互
い
を
「
見
も
知
ら
な
い
女
」「
見
も
知
ら
な
い
男
」
と
認
識
す
る
夫
婦
は
、

そ
れ
で
は
、
日
常
生
活
の
崩
壊
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

う
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
次
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。 

 
 

礼
子
は
ま
た
真
剣
な
ま
な
ざ
し
を
、
桃
と
ナ
イ
フ
の
上
に
注
い
で
い

る
。
彼
は
ま
た
軽
い
戦
慄
を
感
じ
な
が
ら
そ
の
目
を
脇
か
ら
眺
め
て
い

た
。
い
ま
物
に
向
け
ら
れ
て
い
る
あ
の
視
線
が
そ
の
ま
ま
の
強
さ
で
す

う
っ
と
こ
ち
ら
を
向
き
、
物
陰
に
潜
む
よ
う
に
し
て
は
た
か
ら
う
か
が

っ
て
い
る
彼
の
視
線
と
一
直
線
に
つ
ら
な
っ
た
ら
…
…
。
夫
婦
が
日
々

に
顔
を
合
わ
せ
、
目
を
見
か
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
彼
に
は
急

に
理
解
で
き
な
く
な
っ
た
。 

「
な
に
を
、
じ
ろ
じ
ろ
見
て
る
の
よ
」
と
礼
子
が
目
を
上
げ
ず
に
迷
惑

そ
う
に
言
っ
た
。 

 
 

「
う
ん
。
腰
の
へ
ん
が
、
だ
い
ぶ
円
く
な
っ
て
き
た
と
思
っ
て
ね
」
と

寿
夫
は
あ
わ
て
て
答
え
て
、
口
に
出
す
と
こ
ん
な
も
の
か
と
我
な
が
ら

呆
れ
た
。 

  

夫
婦
で
過
ご
す
日
々
の
生
活
が
「
急
に
理
解
で
き
な
く
な
っ
た
」
と
し
て

も
、
直
後
に
交
わ
す
会
話
は
「
な
に
を
、
じ
ろ
じ
ろ
見
て
る
の
よ
」、「
う
ん
。

腰
の
へ
ん
が
だ
い
ぶ
円
く
な
っ
て
き
た
と
思
っ
て
ね
」
と
い
う
程
度
の
も
の

で
あ
り
、「
絶
望
的
な
裂
け
目
」
を
前
に
愕
然
と
し
て
い
た
筈
の
寿
夫
は
、「
口

に
出
す
と
こ
ん
な
も
の
か
と
我
な
が
ら
呆
れ
」
る
こ
と
に
な
る
。
二
人
の
あ

い
だ
に
は
こ
の
よ
う
に
、
「
見
も
知
ら
な
い
女
」
「
見
も
知
ら
な
い
男
」
な
る

認
識
を
も
た
ら
す
眼
差
し
を
、
そ
の
つ
ど
「
こ
ん
な
も
の
か
」
と
や
り
過
ご

す
懐
柔
の
力
学
が
働
い
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
柄
谷
行
人
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
18
）、
こ
う
し
た
眼
差
し

は
、
一
篇
冒
頭
に
登
場
し
て
寿
夫
に
謎
め
い
た
説
教
を
し
て
立
ち
去
る
老
婆

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
老
婆
と
の
邂
逅
は
日
曜
日
の
昼
の
出
来
事
で
あ

り
、
他
方
、
右
に
検
討
し
て
き
た
「
絶
望
的
な
裂
け
目
」
が
こ
の
一
週
間
、

不
断
に
夫
婦
の
あ
い
だ
に
走
り
続
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
老

婆
の
存
在
の
み
に
よ
っ
て
夫
婦
が
失
調
を
き
た
す
の
だ
と
読
む
の
は
無
論
、

端
的
な
誤
読
と
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
夫
婦
の
そ
れ
ぞ
れ
に
「
再
婚
の
話
」

を
別
個
に
持
ち
か
け
る
老
婆
は
果
た
し
て
「
い
っ
た
い
何
を
嗅
ぎ
当
て
た
の

だ
ろ
う
」
と
考
え
始
め
た
結
果
、
寿
夫
は
、
礼
子
と
住
ん
で
い
る
部
屋
に
漂

う
「
家
庭
の
に
お
い
」
な
ら
ぬ
「
同
棲
の
に
お
い
」
に
改
め
て
思
い
至
る
の

だ
。
歴
と
し
た
夫
婦
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
の
あ
い
だ
に
は
実
は

「
同
棲
の
に
お
い
」
が
色
濃
い
の
だ
と
い
う
記
述
は
、「
夫
婦
が
日
々
に
顔
を

合
わ
せ
、
目
を
見
か
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
彼
に
は
急
に
理
解
で
き

な
く
な
っ
た
」
と
い
う
心
理
と
通
じ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
老
婆
が
「
絶

望
的
な
裂
け
目
」
に
か
な
り
の
度
合
い
で
加
担
し
て
い
る
こ
と
の
こ
れ
は
有

力
な
傍
証
と
な
る
が
、
こ
の
時
、
寿
夫
と
礼
子
が
不
意
に
働
か
せ
る
「
平
衡

感
覚
」
は
注
目
す
べ
き
も
の
と
な
ろ
う
か
。 

 
 

二
人
は
顔
を
見
合
わ
せ
た
。
ど
ち
ら
か
が
も
う
ひ
と
押
し
問
い
つ
め

れ
ば
、
お
互
い
に
心
の
内
で
犯
し
た
さ
さ
や
か
な
不
実
を
、
さ
さ
や
か

で
案
外
に
深
い
不
実
を
、
責
め
あ
う
よ
り
ほ
か
に
な
い
と
こ
ろ
ま
で
来

て
い
た
。
そ
こ
で
二
人
は
と
に
も
か
く
に
も
十
年
間
、
少
年
少
女
に
近

い
年
頃
か
ら
青
春
の
出
口
の
と
こ
ろ
ま
で
別
れ
ず
に
来
た
男
女
の
平
衡

感
覚
で
立
ち
止
ま
っ
た
。 

  

老
婆
に
つ
い
て
二
人
が
話
し
合
っ
て
い
る
最
中
の
出
来
事
で
あ
る
。
老
婆

に
「
何
を
嗅
ぎ
当
て
ら
れ
た
」
の
か
詰
問
す
る
う
ち
に
生
じ
た
違
和
を
、
寿

夫
と
礼
子
は
、「
平
衡
感
覚
」
で
「
立
ち
止
ま
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
し
よ

う
と
す
る
。
先
に
触
れ
た
「
絶
望
的
な
裂
け
目
」
を
縫
合
し
懐
柔
す
る
力
学

の
こ
れ
が
正
体
で
あ
る
。
と
、
そ
う
論
を
継
ぐ
時
、
最
初
に
論
及
し
た
長
い

描
写
に
つ
い
て
も
再
度
言
及
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

物
語
内
容
の
水
準
に
お
け
る
寿
夫
か
ら
礼
子
へ
の
、
或
い
は
礼
子
か
ら
寿



- 147 - - 146 - 
 

「
う
ん
。
腰
の
へ
ん
が
、
だ
い
ぶ
円
く
な
っ
て
き
た
と
思
っ
て
ね
」
と

寿
夫
は
あ
わ
て
て
答
え
て
、
口
に
出
す
と
こ
ん
な
も
の
か
と
我
な
が
ら

呆
れ
た
。 

  

夫
婦
で
過
ご
す
日
々
の
生
活
が
「
急
に
理
解
で
き
な
く
な
っ
た
」
と
し
て

も
、
直
後
に
交
わ
す
会
話
は
「
な
に
を
、
じ
ろ
じ
ろ
見
て
る
の
よ
」、「
う
ん
。

腰
の
へ
ん
が
だ
い
ぶ
円
く
な
っ
て
き
た
と
思
っ
て
ね
」
と
い
う
程
度
の
も
の

で
あ
り
、「
絶
望
的
な
裂
け
目
」
を
前
に
愕
然
と
し
て
い
た
筈
の
寿
夫
は
、「
口

に
出
す
と
こ
ん
な
も
の
か
と
我
な
が
ら
呆
れ
」
る
こ
と
に
な
る
。
二
人
の
あ

い
だ
に
は
こ
の
よ
う
に
、
「
見
も
知
ら
な
い
女
」
「
見
も
知
ら
な
い
男
」
な
る

認
識
を
も
た
ら
す
眼
差
し
を
、
そ
の
つ
ど
「
こ
ん
な
も
の
か
」
と
や
り
過
ご

す
懐
柔
の
力
学
が
働
い
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
柄
谷
行
人
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
18
）、
こ
う
し
た
眼
差
し

は
、
一
篇
冒
頭
に
登
場
し
て
寿
夫
に
謎
め
い
た
説
教
を
し
て
立
ち
去
る
老
婆

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
老
婆
と
の
邂
逅
は
日
曜
日
の
昼
の
出
来
事
で
あ

り
、
他
方
、
右
に
検
討
し
て
き
た
「
絶
望
的
な
裂
け
目
」
が
こ
の
一
週
間
、

不
断
に
夫
婦
の
あ
い
だ
に
走
り
続
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
老

婆
の
存
在
の
み
に
よ
っ
て
夫
婦
が
失
調
を
き
た
す
の
だ
と
読
む
の
は
無
論
、

端
的
な
誤
読
と
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
夫
婦
の
そ
れ
ぞ
れ
に
「
再
婚
の
話
」

を
別
個
に
持
ち
か
け
る
老
婆
は
果
た
し
て
「
い
っ
た
い
何
を
嗅
ぎ
当
て
た
の

だ
ろ
う
」
と
考
え
始
め
た
結
果
、
寿
夫
は
、
礼
子
と
住
ん
で
い
る
部
屋
に
漂

う
「
家
庭
の
に
お
い
」
な
ら
ぬ
「
同
棲
の
に
お
い
」
に
改
め
て
思
い
至
る
の

だ
。
歴
と
し
た
夫
婦
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
の
あ
い
だ
に
は
実
は

「
同
棲
の
に
お
い
」
が
色
濃
い
の
だ
と
い
う
記
述
は
、「
夫
婦
が
日
々
に
顔
を

合
わ
せ
、
目
を
見
か
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
彼
に
は
急
に
理
解
で
き

な
く
な
っ
た
」
と
い
う
心
理
と
通
じ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
老
婆
が
「
絶

望
的
な
裂
け
目
」
に
か
な
り
の
度
合
い
で
加
担
し
て
い
る
こ
と
の
こ
れ
は
有

力
な
傍
証
と
な
る
が
、
こ
の
時
、
寿
夫
と
礼
子
が
不
意
に
働
か
せ
る
「
平
衡

感
覚
」
は
注
目
す
べ
き
も
の
と
な
ろ
う
か
。 

 
 

二
人
は
顔
を
見
合
わ
せ
た
。
ど
ち
ら
か
が
も
う
ひ
と
押
し
問
い
つ
め

れ
ば
、
お
互
い
に
心
の
内
で
犯
し
た
さ
さ
や
か
な
不
実
を
、
さ
さ
や
か

で
案
外
に
深
い
不
実
を
、
責
め
あ
う
よ
り
ほ
か
に
な
い
と
こ
ろ
ま
で
来

て
い
た
。
そ
こ
で
二
人
は
と
に
も
か
く
に
も
十
年
間
、
少
年
少
女
に
近

い
年
頃
か
ら
青
春
の
出
口
の
と
こ
ろ
ま
で
別
れ
ず
に
来
た
男
女
の
平
衡

感
覚
で
立
ち
止
ま
っ
た
。 

  

老
婆
に
つ
い
て
二
人
が
話
し
合
っ
て
い
る
最
中
の
出
来
事
で
あ
る
。
老
婆

に
「
何
を
嗅
ぎ
当
て
ら
れ
た
」
の
か
詰
問
す
る
う
ち
に
生
じ
た
違
和
を
、
寿

夫
と
礼
子
は
、「
平
衡
感
覚
」
で
「
立
ち
止
ま
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
し
よ

う
と
す
る
。
先
に
触
れ
た
「
絶
望
的
な
裂
け
目
」
を
縫
合
し
懐
柔
す
る
力
学

の
こ
れ
が
正
体
で
あ
る
。
と
、
そ
う
論
を
継
ぐ
時
、
最
初
に
論
及
し
た
長
い

描
写
に
つ
い
て
も
再
度
言
及
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

物
語
内
容
の
水
準
に
お
け
る
寿
夫
か
ら
礼
子
へ
の
、
或
い
は
礼
子
か
ら
寿
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夫
へ
の
注
視
が
、
物
語
言
説
の
水
準
に
あ
っ
て
は
長
い
描
写
に
対
応
す
る
点

に
は
既
に
触
れ
た
。
右
に
見
た
「
平
衡
感
覚
」
が
前
者
に
含
ま
れ
て
い
る
の

だ
と
す
れ
ば
、
後
者
も
ま
た
そ
れ
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
、
応
分
の
節
度
を

持
ち
始
め
る
の
は
当
然
の
運
び
だ
ろ
う
。「
妻
隠
」
に
は
確
か
に
そ
の
執
拗
さ

に
よ
っ
て
、
変
哲
な
い
日
常
生
活
を
と
も
す
れ
ば
解
体
し
か
ね
ぬ
描
写
が
い

た
る
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
し
か
し
、
た
と
え
ば
長
大
な
描
写

に
よ
っ
て
作
中
人
物
に
致
命
的
な
失
調
を
も
た
ら
す
「
杳
子
」
の
よ
う
な
、

強
力
な
打
撃
と
は
な
ら
ず
に
済
ん
で
い
る
の
だ
。「
妻
隠
」
は
致
命
的
な
一
線

を
超
え
ぬ
注
意
深
さ
で
描
写
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
要
因
を
作
中
に

求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
平
衡
感
覚
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
二
人
の
関
係
を
安
定
さ
せ
る

斯
様
な
「
平
衡
感
覚
」
が
、
不
安
定
の
要
因
で
あ
る
老
婆
の
言
葉
を
、
遮
断

す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
だ
。
そ
れ
は
「
五
年
前
に
二
人
し
て
こ
こ

に
棲
ま
う
よ
う
に
な
る
そ
の
半
年
前
ま
で
、
こ
こ
よ
り
も
も
っ
と
都
心
に
近

い
一
間
の
ア
パ
ー
ト
で
、
ま
だ
学
生
の
身
分
ど
う
し
、
ほ
と
ん
ど
誰
に
も
会

わ
ず
に
隠
っ
て
い
た
一
年
間
、
と
に
か
く
濃
厚
な
、
今
か
ら
思
う
と
汗
の
臭

い
に
満
ち
満
ち
て
い
る
よ
う
な
一
年
間
」
を
回
想
す
る
箇
所
に
登
場
す
る
、

次
の
記
述
と
の
比
較
に
就
け
ば
は
っ
き
り
と
す
る
。 

 

こ
の
に
お
い
の
中
で
や
は
り
こ
ん
な
風
に
横
た
わ
っ
て
、
別
れ
話
を
す

る
口
調
で
、
結
婚
生
活
を
始
め
る
相
談
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
下
等
動

物
が
重
な
り
合
っ
て
、
細
胞
液
を
ひ
と
つ
に
融
け
合
わ
せ
循
環
さ
せ
る

よ
う
な
暮
ら
し
だ
っ
た
。
そ
れ
が
一
年
も
続
い
て
、
煮
つ
ま
っ
た
疲
れ

を
も
う
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
く
な
っ
て
、
こ
の
暮
ら
し
を
い
っ
た

ん
た
た
む
段
取
り
を
も
う
済
ま
せ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。 

 

「
ひ
と
つ
に
融
け
合
」
い
「
循
環
」
す
る
こ
の
「
細
胞
液
」
は
、
寿
夫
と
礼

子
の
関
係
を
説
明
す
る
比
喩
と
い
う
点
で
、「
平
衡
感
覚
」
と
同
じ
種
類
の
語

で
あ
る
。
時
系
列
上
で
は
五
年
半
が
経
過
し
て
い
る
と
さ
れ
る
「
細
胞
液
」

と
「
平
衡
感
覚
」
と
の
あ
い
だ
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
差
異
が
存
在
し
て
い
る
の

か
を
測
る
と
い
っ
た
論
点
が
こ
こ
か
ら
可
能
に
な
る
の
だ
が
、
一
つ
確
言
し

う
る
の
は
、「
細
胞
液
」
の
「
循
環
」
に
は
、
老
婆
の
よ
う
な
他
者
の
入
り
込

む
余
地
が
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
他
者
が
あ
い
だ
に

挟
ま
れ
ば
「
循
環
」
は
し
な
い
か
ら
だ
し
、
事
実
そ
の
一
年
間
は
「
ほ
と
ん

ど
誰
に
も
会
わ
ず
に
隠
っ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。
余
計
な
他
者
を
初
手
よ
り

排
除
し
て
、
他
の
ど
の
よ
う
な
あ
り
よ
う
よ
り
も
安
定
す
る
か
に
見
え
る
「
循

環
」
の
関
係
は
し
か
し
、
僅
か
一
年
で
、「
煮
つ
ま
っ
た
疲
れ
を
も
う
ど
う
す

る
こ
と
も
出
来
な
く
な
」
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
。
対
し
て
「
平
衡
感

覚
」
は
老
婆
の
言
葉
を
と
り
あ
え
ず
受
け
入
れ
る
。
そ
れ
は
一
見
、
外
部
か

ら
流
入
す
る
も
の
に
一
々
揺
る
が
さ
れ
る
脆
い
あ
り
方
で
あ
る
か
に
見
え
る
。

だ
が
そ
の
上
で
、
既
に
見
た
よ
う
に
老
婆
の
言
葉
を
懐
柔
し
て
元
通
り
の
日

常
を
ま
た
過
ご
し
始
め
る
「
平
衡
感
覚
」
と
は
つ
ま
り
、
単
に
外
部
を
排
除

す
る
だ
け
の
「
細
胞
液
」
の
「
循
環
」
よ
り
も
強
固
に
、
二
人
の
関
係
を
言

わ
ば
再
帰
的
に
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
。 

 
 

「
現
代
人
た
ち
の
他
者
と
の
つ
な
が
り
の
希
薄
さ
」
や
「
現
代
人
の
不
安
定

で
無
機
的
な
日
常
」
が
、
「
旧
時
代
的
」
で
「
有
機
的
」
で
「
根
源
的
」
で
、

「
生
命
力
」
や
「
生
活
感
」
に
溢
れ
た
外
部
に
よ
っ
て
暴
か
れ
る
（
19
）
、
と

い
っ
た
多
分
に
単
調
な
視
界
か
ら
即
座
に
逸
せ
ら
れ
る
の
は
、
外
部
を
経
由

す
る
こ
と
で
確
保
さ
れ
る
こ
う
し
た
安
定
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
が
し
か
し
、

そ
の
安
定
に
は
酷
く
不
自
由
な
一
面
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
そ
う
推
測
で
き

る
の
は
た
と
え
ば
、
老
婆
を
め
ぐ
っ
て
礼
子
と
会
話
し
て
い
る
最
中
、
寿
夫

が
次
の
よ
う
に
呟
き
、
感
じ
入
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。 

 

「
じ
っ
さ
い
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ろ
ん
な
人
間
を
内
側
に
抱
え
こ
ん
で
る

よ
う
だ
か
ら
な
。
し
み
じ
み
と
説
か
れ
る
と
、
心
の
中
で
動
く
も
の
が

か
な
ら
ず
あ
る
ん
だ
よ
」 

 

奇
妙
な
自
由
感
だ
っ
た
。 

  

老
婆
に
、
或
い
は
礼
子
の
故
郷
に
か
つ
て
い
た
と
い
う
「
お
婆
さ
ん
」
に

「
し
み
じ
み
と
説
か
れ
る
と
」、
ど
う
い
う
訳
か
「
心
の
中
で
動
く
も
の
が
か

な
ら
ず
あ
る
」
の
だ
と
寿
夫
は
告
げ
る
。
そ
れ
に
伴
う
の
は
「
奇
妙
な
自
由

感
」
だ
。
夫
婦
の
平
穏
な
生
活
を
外
側
か
ら
脅
か
す
否
定
的
な
存
在
と
し
て

現
れ
て
い
る
筈
の
老
婆
が
、
寿
夫
に
「
奇
妙
な
自
由
感
」
を
感
じ
さ
せ
る
と

は
一
体
ど
う
い
っ
た
事
態
な
の
か
。
か
か
る
疑
問
点
を
め
ぐ
り
、
老
婆
に
つ

い
て
更
に
詳
し
く
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 
  

改
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
一
篇
の
冒
頭
に
お
い
て
、「
ア
パ
ー
ト
の
裏
手

の
林
の
、
夏
草
の
繁
み
を
掻
き
分
け
て
」
老
婆
は
現
れ
る
。「
ア
パ
ー
ト
の
横

手
の
共
同
の
流
し
場
の
近
く
」
に
い
る
寿
夫
に
お
も
む
ろ
に
話
し
か
け
、
隣

家
の
住
人
が
在
宅
か
否
か
を
訊
ね
た
後
、
老
婆
は
、「
三
日
に
一
度
、
夕
飯
の

後
に
」
あ
る
と
い
う
「
わ
た
し
た
ち
の
集
ま
り
」
の
こ
と
を
示
唆
し
な
が
ら
、

寿
夫
の
こ
と
を
「
勧
誘
」
し
始
め
る
。
先
行
研
究
の
多
く
は
、
こ
う
し
た
場

面
を
根
拠
に
し
て
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
が
、
老
婆
を
新
興
宗
教
の
勧
誘
者

と
推
測
な
い
し
断
定
し
て
い
る
。
妥
当
な
判
断
だ
ろ
う
。
で
は
こ
の
勧
誘
者

は
寿
夫
を
、
い
か
な
る
言
葉
で
も
っ
て
「
勧
誘
」
し
よ
う
と
す
る
の
か
。 

 

「
心
を
楽
し
ま
せ
る
っ
た
っ
て
、
自
分
ひ
と
り
楽
し
ん
で
れ
ば
そ
れ
で

い
い
っ
て
も
ん
じ
ゃ
な
し
、
そ
ん
な
の
、
ほ
ん
と
の
楽
し
み
じ
ゃ
な
い

の
よ
。
自
分
も
楽
し
ん
で
、
人
も
楽
し
ん
で
、
ホ
ト
ケ
さ
ま
に
も
喜
ん

で
い
た
だ
い
て
、
あ
あ
、
い
い
事
し
て
過
し
た
な
あ
っ
て
心
か
ら
満
足

し
て
床
に
つ
く
。
そ
れ
な
の
よ
。
そ
し
て
明
日
か
ら
ま
た
も
り
も
り
精

を
出
し
て
商
売
に
は
げ
む
。
そ
う
で
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
。
誰
で
も

心
が
け
ひ
と
つ
で
そ
う
な
れ
る
の
よ
。
そ
ん
な
楽
し
み
さ
え
あ
れ
ば
、

あ
ん
た
、
魔
物
の
つ
け
こ
む
隙
な
ん
か
も
う
な
い
わ
よ
」 

 

「
暇
な
時
、
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
ち
ゃ
だ
め
だ
よ
。
ほ
ん
と
に
心
の
楽
し
む
こ
と
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「
現
代
人
た
ち
の
他
者
と
の
つ
な
が
り
の
希
薄
さ
」
や
「
現
代
人
の
不
安
定

で
無
機
的
な
日
常
」
が
、
「
旧
時
代
的
」
で
「
有
機
的
」
で
「
根
源
的
」
で
、

「
生
命
力
」
や
「
生
活
感
」
に
溢
れ
た
外
部
に
よ
っ
て
暴
か
れ
る
（
19
）
、
と

い
っ
た
多
分
に
単
調
な
視
界
か
ら
即
座
に
逸
せ
ら
れ
る
の
は
、
外
部
を
経
由

す
る
こ
と
で
確
保
さ
れ
る
こ
う
し
た
安
定
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
が
し
か
し
、

そ
の
安
定
に
は
酷
く
不
自
由
な
一
面
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
そ
う
推
測
で
き

る
の
は
た
と
え
ば
、
老
婆
を
め
ぐ
っ
て
礼
子
と
会
話
し
て
い
る
最
中
、
寿
夫

が
次
の
よ
う
に
呟
き
、
感
じ
入
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。 

 

「
じ
っ
さ
い
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ろ
ん
な
人
間
を
内
側
に
抱
え
こ
ん
で
る

よ
う
だ
か
ら
な
。
し
み
じ
み
と
説
か
れ
る
と
、
心
の
中
で
動
く
も
の
が

か
な
ら
ず
あ
る
ん
だ
よ
」 

 

奇
妙
な
自
由
感
だ
っ
た
。 

  

老
婆
に
、
或
い
は
礼
子
の
故
郷
に
か
つ
て
い
た
と
い
う
「
お
婆
さ
ん
」
に

「
し
み
じ
み
と
説
か
れ
る
と
」、
ど
う
い
う
訳
か
「
心
の
中
で
動
く
も
の
が
か

な
ら
ず
あ
る
」
の
だ
と
寿
夫
は
告
げ
る
。
そ
れ
に
伴
う
の
は
「
奇
妙
な
自
由

感
」
だ
。
夫
婦
の
平
穏
な
生
活
を
外
側
か
ら
脅
か
す
否
定
的
な
存
在
と
し
て

現
れ
て
い
る
筈
の
老
婆
が
、
寿
夫
に
「
奇
妙
な
自
由
感
」
を
感
じ
さ
せ
る
と

は
一
体
ど
う
い
っ
た
事
態
な
の
か
。
か
か
る
疑
問
点
を
め
ぐ
り
、
老
婆
に
つ

い
て
更
に
詳
し
く
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 
  

改
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
一
篇
の
冒
頭
に
お
い
て
、「
ア
パ
ー
ト
の
裏
手

の
林
の
、
夏
草
の
繁
み
を
掻
き
分
け
て
」
老
婆
は
現
れ
る
。「
ア
パ
ー
ト
の
横

手
の
共
同
の
流
し
場
の
近
く
」
に
い
る
寿
夫
に
お
も
む
ろ
に
話
し
か
け
、
隣

家
の
住
人
が
在
宅
か
否
か
を
訊
ね
た
後
、
老
婆
は
、「
三
日
に
一
度
、
夕
飯
の

後
に
」
あ
る
と
い
う
「
わ
た
し
た
ち
の
集
ま
り
」
の
こ
と
を
示
唆
し
な
が
ら
、

寿
夫
の
こ
と
を
「
勧
誘
」
し
始
め
る
。
先
行
研
究
の
多
く
は
、
こ
う
し
た
場

面
を
根
拠
に
し
て
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
が
、
老
婆
を
新
興
宗
教
の
勧
誘
者

と
推
測
な
い
し
断
定
し
て
い
る
。
妥
当
な
判
断
だ
ろ
う
。
で
は
こ
の
勧
誘
者

は
寿
夫
を
、
い
か
な
る
言
葉
で
も
っ
て
「
勧
誘
」
し
よ
う
と
す
る
の
か
。 

 

「
心
を
楽
し
ま
せ
る
っ
た
っ
て
、
自
分
ひ
と
り
楽
し
ん
で
れ
ば
そ
れ
で

い
い
っ
て
も
ん
じ
ゃ
な
し
、
そ
ん
な
の
、
ほ
ん
と
の
楽
し
み
じ
ゃ
な
い

の
よ
。
自
分
も
楽
し
ん
で
、
人
も
楽
し
ん
で
、
ホ
ト
ケ
さ
ま
に
も
喜
ん

で
い
た
だ
い
て
、
あ
あ
、
い
い
事
し
て
過
し
た
な
あ
っ
て
心
か
ら
満
足

し
て
床
に
つ
く
。
そ
れ
な
の
よ
。
そ
し
て
明
日
か
ら
ま
た
も
り
も
り
精

を
出
し
て
商
売
に
は
げ
む
。
そ
う
で
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
。
誰
で
も

心
が
け
ひ
と
つ
で
そ
う
な
れ
る
の
よ
。
そ
ん
な
楽
し
み
さ
え
あ
れ
ば
、

あ
ん
た
、
魔
物
の
つ
け
こ
む
隙
な
ん
か
も
う
な
い
わ
よ
」 

 

「
暇
な
時
、
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
ち
ゃ
だ
め
だ
よ
。
ほ
ん
と
に
心
の
楽
し
む
こ
と
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を
し
て
な
く
ち
ゃ
あ
」
と
の
前
置
き
に
継
が
れ
る
台
詞
が
右
で
あ
り
、
更
に

「
心
が
け
さ
え
改
め
れ
ば
」
、
「
わ
た
し
た
ち
の
集
ま
り
」
に
参
加
す
る
「
心

の
き
れ
ぇ
い
な
娘
さ
ん
」
の
中
か
ら
結
婚
相
手
を
紹
介
し
よ
う
と
続
け
る
老

婆
の
言
葉
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
別
段
特
筆
に
値
す
る
も

の
で
は
な
い
。
自
分
の
意
に
沿
っ
た
行
動
を
取
る
こ
と
を
相
手
に
要
求
す
る
、

脅
迫
的
な
言
辞
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
だ
か
ら
だ
。
右
引
用
の
直
後
に

し
か
し
、「
姿
勢
」
を
め
ぐ
る
考
察
が
生
じ
る
。 

 
 

そ
れ
に
し
て
も
姿
勢
と
い
う
も
の
は
奇
妙
な
も
の
だ
、
と
寿
夫
は
思

っ
た
。
は
じ
め
は
形
だ
け
な
の
に
、
お
い
お
い
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
気

持
を
内
側
に
吹
き
こ
ん
で
く
る
。
あ
る
い
は
、
年
寄
り
の
前
で
う
な
だ

れ
る
若
者
の
姿
勢
と
い
う
も
の
は
、
大
昔
か
ら
幾
代
に
も
送
り
伝
え
ら

れ
て
来
た
も
の
で
、
寿
夫
個
人
の
年
齢
と
か
境
遇
と
か
物
の
考
え
と
か
、

そ
の
程
度
の
違
い
は
押
し
流
し
て
し
ま
う
力
を
も
っ
て
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
お
も
む
ろ
な
る
条
件
反
射
と
い
う
や
つ
か
、
老
婆
の
語
り
口
に

心
の
隅
の
ほ
う
が
や
は
り
す
こ
し
ば
か
り
湿
っ
て
く
る
の
を
彼
は
感
じ

た
。 

  

寿
夫
が
老
婆
の
言
葉
を
黙
っ
て
聞
い
て
い
る
と
い
う
状
況
は
、「
は
た
か
ら

見
れ
ば
、
年
寄
り
の
説
教
の
前
で
困
惑
し
て
頭
を
垂
れ
て
る
若
者
の
図
」
だ
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
「
姿
勢
」
を
取
り
続
け
て
い
る
と
寿
夫
は
、
普
通
は
否

定
的
に
し
か
捉
え
よ
う
の
な
い
老
婆
に
対
し
て
、「
老
婆
の
語
り
口
に
心
の
隅

の
ほ
う
が
や
は
り
す
こ
し
ば
か
り
湿
っ
て
く
る
」
と
、
ど
う
い
う
訳
か
肯
定

的
な
心
持
に
な
り
始
め
る
。
そ
れ
は
「
は
じ
め
は
形
だ
け
な
の
に
、
お
い
お

い
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
気
持
を
内
側
に
吹
き
こ
ん
で
く
る
」
と
い
う
「
姿
勢
」

の
作
用
に
よ
る
も
の
だ
。「
姿
勢
」
と
「
気
持
」
の
関
係
が
転
倒
し
て
い
る
点

に
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
前
に
「
気
持
」
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
そ
の
「
気
持
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
姿
勢
」
を
取
る
と
い
う
の
が
通
常
の

因
果
関
係
で
あ
る
。
だ
が
右
に
見
ら
れ
る
の
は
、「
姿
勢
」
と
い
う
「
形
」
こ

そ
が
先
に
存
在
し
、
そ
れ
が
「
気
持
」
を
「
内
側
」
に
事
後
的
に
形
作
る
と

い
う
転
倒
的
な
発
想
な
の
だ
。
老
婆
は
こ
の
転
倒
を
利
用
し
て
、
こ
こ
で
寿

夫
の
心
を
動
か
す
こ
と
に
半
ば
成
功
し
つ
つ
あ
る
。 

 

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
老
婆
は
初
手
よ
り
、「
姿
勢
」
と
「
気
持
」
の
転
倒
的

な
関
係
を
生
き
る
者
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
冒
頭
、
老
婆
の
登

場
す
る
場
面
を
見
て
み
よ
う
。 

 
 

夏
に
は
誰
も
踏
み
こ
ま
な
い
繁
み
の
中
か
ら
白
い
姿
が
浮
び
上
が
り
、

夏
草
に
着
物
の
裾
を
絡
み
取
ら
れ
て
か
、
立
ち
止
ま
っ
て
足
も
と
に
目

を
落
し
た
。
躰
を
軽
く
よ
じ
っ
て
裾
の
う
し
ろ
を
眺
め
る
姿
の
、
襟
元

か
ら
の
ぞ
い
た
肌
が
や
さ
し
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
片
手
で
裾
を
か
ら

げ
、
も
う
片
手
で
草
を
押
し
分
け
、
す
こ
し
及
び
腰
で
出
て
来
る
の
を

見
る
と
、
老
婆
だ
っ
た
。 

 

「
立
ち
止
ま
っ
て
足
も
と
に
目
を
落
」
す
、「
躰
を
軽
く
よ
じ
っ
て
裾
の
う
し

 
 

ろ
を
眺
め
る
」
な
ど
の
身
振
り
に
よ
っ
て
、
老
婆
の
実
際
の
年
齢
は
一
瞬
覆

い
隠
さ
れ
る
。
加
え
て
、
老
齢
と
判
明
し
て
な
お
「
腰
の
あ
た
り
に
ま
だ
な

ん
と
な
く
漂
う
女
臭
さ
」
が
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
こ
の
老
婆
は
つ
ま
り
、

実
際
の
年
齢
よ
り
も
「
女
臭
さ
」
を
纏
っ
た
「
姿
勢
」
の
方
が
先
行
す
る
と

い
う
点
で
、「
姿
勢
」
と
「
気
持
」
を
転
倒
さ
せ
る
の
と
同
じ
力
学
を
最
初
か

ら
帯
び
て
い
る
の
だ
。
ま
た
こ
の
場
面
で
は
老
婆
は
寿
夫
を
、
隣
家
に
住
む

男
た
ち
と
間
違
え
て
話
し
か
け
て
い
る
ら
し
い
の
だ
が
、
そ
う
老
婆
が
判
断

し
た
理
由
は
、
寿
夫
の
外
見
が
、「
細
身
の
ズ
ボ
ン
に
サ
ン
ダ
ル
を
つ
っ
か
け
、

じ
か
に
着
こ
ん
だ
ア
ロ
ハ
ま
が
い
の
シ
ャ
ツ
の
前
を
は
だ
け
て
、
そ
の
端
を

腹
の
と
こ
ろ
で
無
造
作
に
結
び
あ
わ
せ
て
、
ま
さ
に
い
い
お
ニ
イ
さ
ん
の
夏

の
出
立
ち
で
あ
る
」
か
ら
と
思
し
い
。
寿
夫
が
実
際
に
何
者
で
あ
る
か
は
老

婆
に
と
っ
て
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
老
婆
の
視
界
に
あ
っ
て
は
斯
様
な
「
出

立
ち
」
を
し
て
い
る
こ
と
の
方
が
遥
か
に
重
い
意
味
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
も
ま
た
、「
姿
勢
」
が
内
実
よ
り
も
先
に
存
在
す
る
と
い
う
認
識
の
一
例

に
数
え
上
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

老
婆
の
「
勧
誘
」
も
こ
れ
と
無
縁
で
は
な
い
。「
は
じ
め
の
う
ち
は
せ
い
ぜ

い
パ
チ
ン
コ
か
お
酒
」、
続
い
て
「
競
馬
競
輪
に
手
を
出
し
て
、
し
ま
い
に
は

悪
い
女
」
に
耽
溺
す
る
「
若
い
人
た
ち
」
の
生
活
は
、
老
婆
に
よ
れ
ば
こ
と

ご
と
く
排
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
ら
し
い
。
そ
の
上
で
、「
自
分
も
楽
し
ん
で
、
人

も
楽
し
ん
で
、
ホ
ト
ケ
さ
ま
に
も
喜
ん
で
い
た
だ
い
て
、
あ
あ
、
い
い
事
し

て
過
ご
し
た
な
あ
っ
て
心
か
ら
満
足
し
て
床
に
つ
」
き
、「
明
日
か
ら
ま
た
も

り
も
り
精
を
出
し
て
商
売
に
は
げ
む
」
と
い
う
生
活
を
送
る
こ
と
で
、
初
め

て
「
心
を
楽
し
ま
せ
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
日
々
の
生
活
を
ど

の
よ
う
に
送
る
の
か
こ
そ
が
こ
こ
で
は
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、「
心
」
は
そ
の

後
で
初
め
て
俎
上
に
登
る
も
の
で
し
か
な
い
訳
だ
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
あ
る

特
定
の
「
姿
勢
」
を
取
れ
ば
自
然
と
老
婆
の
狙
い
ど
お
り
の
「
気
持
」
が
生

じ
る
、
と
い
う
の
が
老
婆
の
「
勧
誘
」
の
戦
略
で
あ
る
か
に
見
え
る
の
だ
が
、

こ
う
し
た
転
倒
的
な
認
識
に
曝
さ
れ
な
が
ら
、
寿
夫
は
次
の
よ
う
に
感
じ
て

み
も
す
る
。 

 

見
な
れ
な
い
男
だ
し
、
職
工
ら
し
く
は
な
い
け
れ
ど
、
ど
う
せ
ど
こ
か

を
飛
び
出
し
て
き
た
新
入
り
だ
ろ
う
、
と
そ
れ
ぐ
ら
い
に
思
っ
て
い
る

に
違
い
な
い
…
…
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
彼
は
ふ
い

に
、
見
ま
ち
が
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
奇
妙
な
喜
び
を
覚
え
は
じ
め
た
。

自
分
の
さ
ま
ざ
ま
な
有
り
得
る
分
身
が
世
間
に
は
ぐ
れ
て
渡
り
歩
い
て

い
る
の
を
見
る
よ
う
な
気
持
が
し
た
。 

 

「
見
ま
ち
が
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
と
は
、「
出
立
ち
」
が
内
実
に
先
立
つ
と

い
う
点
で
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
転
倒
と
同
種
の
振
る
舞
い
だ
。
斯
様
な

転
倒
の
末
に
寿
夫
は
こ
こ
で
、「
ど
こ
か
を
飛
び
出
し
て
き
た
新
入
り
」
と
い

う
実
態
と
は
か
け
離
れ
た
人
物
と
し
て
扱
わ
れ
始
め
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ

は
不
快
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、「
自
分
の
さ
ま
ざ
ま
な
有
り
得
る
分
身
」
を
想
像

さ
せ
る
と
い
う
「
奇
妙
な
喜
び
」
を
伴
っ
て
さ
え
い
る
。「
姿
勢
」
か
ら
勝
手

に
「
気
持
」
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
老
婆
の
不
快
な
言
動
が
一
瞬
、
「
姿
勢
」
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ろ
を
眺
め
る
」
な
ど
の
身
振
り
に
よ
っ
て
、
老
婆
の
実
際
の
年
齢
は
一
瞬
覆

い
隠
さ
れ
る
。
加
え
て
、
老
齢
と
判
明
し
て
な
お
「
腰
の
あ
た
り
に
ま
だ
な

ん
と
な
く
漂
う
女
臭
さ
」
が
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
こ
の
老
婆
は
つ
ま
り
、

実
際
の
年
齢
よ
り
も
「
女
臭
さ
」
を
纏
っ
た
「
姿
勢
」
の
方
が
先
行
す
る
と

い
う
点
で
、「
姿
勢
」
と
「
気
持
」
を
転
倒
さ
せ
る
の
と
同
じ
力
学
を
最
初
か

ら
帯
び
て
い
る
の
だ
。
ま
た
こ
の
場
面
で
は
老
婆
は
寿
夫
を
、
隣
家
に
住
む

男
た
ち
と
間
違
え
て
話
し
か
け
て
い
る
ら
し
い
の
だ
が
、
そ
う
老
婆
が
判
断

し
た
理
由
は
、
寿
夫
の
外
見
が
、「
細
身
の
ズ
ボ
ン
に
サ
ン
ダ
ル
を
つ
っ
か
け
、

じ
か
に
着
こ
ん
だ
ア
ロ
ハ
ま
が
い
の
シ
ャ
ツ
の
前
を
は
だ
け
て
、
そ
の
端
を

腹
の
と
こ
ろ
で
無
造
作
に
結
び
あ
わ
せ
て
、
ま
さ
に
い
い
お
ニ
イ
さ
ん
の
夏

の
出
立
ち
で
あ
る
」
か
ら
と
思
し
い
。
寿
夫
が
実
際
に
何
者
で
あ
る
か
は
老

婆
に
と
っ
て
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
老
婆
の
視
界
に
あ
っ
て
は
斯
様
な
「
出

立
ち
」
を
し
て
い
る
こ
と
の
方
が
遥
か
に
重
い
意
味
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
も
ま
た
、「
姿
勢
」
が
内
実
よ
り
も
先
に
存
在
す
る
と
い
う
認
識
の
一
例

に
数
え
上
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

老
婆
の
「
勧
誘
」
も
こ
れ
と
無
縁
で
は
な
い
。「
は
じ
め
の
う
ち
は
せ
い
ぜ

い
パ
チ
ン
コ
か
お
酒
」、
続
い
て
「
競
馬
競
輪
に
手
を
出
し
て
、
し
ま
い
に
は

悪
い
女
」
に
耽
溺
す
る
「
若
い
人
た
ち
」
の
生
活
は
、
老
婆
に
よ
れ
ば
こ
と

ご
と
く
排
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
ら
し
い
。
そ
の
上
で
、「
自
分
も
楽
し
ん
で
、
人

も
楽
し
ん
で
、
ホ
ト
ケ
さ
ま
に
も
喜
ん
で
い
た
だ
い
て
、
あ
あ
、
い
い
事
し

て
過
ご
し
た
な
あ
っ
て
心
か
ら
満
足
し
て
床
に
つ
」
き
、「
明
日
か
ら
ま
た
も

り
も
り
精
を
出
し
て
商
売
に
は
げ
む
」
と
い
う
生
活
を
送
る
こ
と
で
、
初
め

て
「
心
を
楽
し
ま
せ
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
日
々
の
生
活
を
ど

の
よ
う
に
送
る
の
か
こ
そ
が
こ
こ
で
は
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、「
心
」
は
そ
の

後
で
初
め
て
俎
上
に
登
る
も
の
で
し
か
な
い
訳
だ
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
あ
る

特
定
の
「
姿
勢
」
を
取
れ
ば
自
然
と
老
婆
の
狙
い
ど
お
り
の
「
気
持
」
が
生

じ
る
、
と
い
う
の
が
老
婆
の
「
勧
誘
」
の
戦
略
で
あ
る
か
に
見
え
る
の
だ
が
、

こ
う
し
た
転
倒
的
な
認
識
に
曝
さ
れ
な
が
ら
、
寿
夫
は
次
の
よ
う
に
感
じ
て

み
も
す
る
。 

 

見
な
れ
な
い
男
だ
し
、
職
工
ら
し
く
は
な
い
け
れ
ど
、
ど
う
せ
ど
こ
か

を
飛
び
出
し
て
き
た
新
入
り
だ
ろ
う
、
と
そ
れ
ぐ
ら
い
に
思
っ
て
い
る

に
違
い
な
い
…
…
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
彼
は
ふ
い

に
、
見
ま
ち
が
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
奇
妙
な
喜
び
を
覚
え
は
じ
め
た
。

自
分
の
さ
ま
ざ
ま
な
有
り
得
る
分
身
が
世
間
に
は
ぐ
れ
て
渡
り
歩
い
て

い
る
の
を
見
る
よ
う
な
気
持
が
し
た
。 

 

「
見
ま
ち
が
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
と
は
、「
出
立
ち
」
が
内
実
に
先
立
つ
と

い
う
点
で
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
転
倒
と
同
種
の
振
る
舞
い
だ
。
斯
様
な

転
倒
の
末
に
寿
夫
は
こ
こ
で
、「
ど
こ
か
を
飛
び
出
し
て
き
た
新
入
り
」
と
い

う
実
態
と
は
か
け
離
れ
た
人
物
と
し
て
扱
わ
れ
始
め
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ

は
不
快
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、「
自
分
の
さ
ま
ざ
ま
な
有
り
得
る
分
身
」
を
想
像

さ
せ
る
と
い
う
「
奇
妙
な
喜
び
」
を
伴
っ
て
さ
え
い
る
。「
姿
勢
」
か
ら
勝
手

に
「
気
持
」
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
老
婆
の
不
快
な
言
動
が
一
瞬
、
「
姿
勢
」
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次
第
で
い
か
よ
う
に
も
「
気
持
」
を
作
り
う
る
自
在
さ
へ
と
転
じ
る
の
だ
。 

「
奇
妙
な
喜
び
」
と
い
う
言
葉
に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
既
に
見

た
「
奇
妙
な
自
由
感
」
と
こ
れ
は
よ
く
似
た
語
だ
。
或
い
は
老
婆
に
「
気
に

か
け
ら
れ
て
い
る
男
」
に
対
し
て
感
じ
る
「
お
か
し
な
羨
望
」
。
「
姿
勢
」
に

よ
っ
て
事
後
的
に
作
ら
れ
た
、
本
来
は
実
態
の
な
い
「
気
持
」
を
表
現
す
る

た
め
に
こ
そ
こ
れ
ら
の
逆
説
的
な
語
彙
は
要
請
さ
れ
て
い
る
と
見
え
る
。
と

す
れ
ば
次
に
引
く
場
面
の
「
奇
妙
な
気
持
」
も
、
同
じ
種
類
の
表
現
と
し
て

数
え
上
げ
て
よ
い
も
の
と
な
ろ
う
か
。 

 
 

考
え
て
み
れ
ば
、
結
婚
に
せ
よ
、
か
り
に
同
棲
に
せ
よ
、
男
と
女
が

ひ
と
つ
家
に
暮
し
て
い
て
、
男
が
外
に
出
て
稼
ぎ
、
女
が
内
に
こ
も
っ

て
家
事
を
切
り
ま
わ
し
て
い
れ
ば
、
女
が
家
刀
自
ら
し
く
な
っ
て
く
る

の
に
不
思
議
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
子
供
も
な
く
、
月
々
の
給

料
の
ほ
か
に
は
管
理
す
る
家
財
産
も
な
く
、
祭
る
べ
き
先
祖
の
霊
も
な

く
、
表
も
奥
も
な
い
二
間
だ
け
の
部
屋
の
中
で
、
家
刀
自
の
姿
を
ふ
い

に
意
識
す
る
と
き
、
彼
は
い
つ
で
も
奇
妙
な
気
持
に
な
る
。 

  

桃
を
剝
く
礼
子
を
寿
夫
は
寝
転
が
り
な
が
ら
見
詰
め
て
い
る
。
そ
う
し
て

い
る
う
ち
に
「
礼
子
の
手
つ
き
に
は
、
日
頃
の
彼
女
の
動
作
の
テ
ン
ポ
に
比

べ
て
、
い
か
に
も
家
刀
自
く
さ
い
重
々
し
さ
が
現
わ
れ
出
て
く
る
」
と
語
ら

れ
た
上
で
、
右
引
用
へ
と
継
が
れ
る
「
家
刀
自
」
を
め
ぐ
る
記
述
に
は
、
老

婆
と
同
様
の
転
倒
的
な
認
識
が
働
い
て
い
る
。「
子
供
も
な
く
、
月
々
の
給
料

の
ほ
か
に
は
管
理
す
る
家
財
産
も
な
く
、
祭
る
べ
き
先
祖
の
霊
も
な
く
、
表

も
奥
も
な
い
二
間
だ
け
の
部
屋
」
に
、
古
式
ゆ
か
し
い
「
家
刀
自
」
な
ど
本

当
は
あ
り
え
よ
う
も
な
い
筈
な
の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
男
と
女
が
ひ
と

つ
家
に
暮
し
て
い
て
、
男
が
外
に
出
て
稼
ぎ
、
女
が
内
に
こ
も
っ
て
家
事
を

切
り
ま
わ
」
す
と
い
う
「
姿
勢
」
が
先
に
あ
れ
ば
、
後
か
ら
「
女
が
家
刀
自

ら
し
く
な
っ
て
く
る
」
の
だ
と
い
う
逆
向
き
の
理
路
に
よ
っ
て
、
「
家
刀
自
」

は
寿
夫
の
眼
前
に
確
か
に
生
み
出
さ
れ
る
。
繰
り
返
せ
ば
要
は
、
礼
子
は
「
家

刀
自
」
だ
か
ら
「
家
事
を
切
り
ま
わ
」
す
の
で
は
な
く
そ
の
逆
な
の
だ
と
い

う
訳
だ
が
、
一
点
注
意
が
必
要
な
こ
と
に
、
事
は
最
早
、
老
婆
一
人
の
問
題

で
は
な
い
。
転
倒
的
な
認
識
を
働
か
せ
て
い
る
の
は
こ
の
場
合
、
老
婆
で
は

な
し
に
寿
夫
だ
か
ら
で
あ
る
。
老
婆
の
持
ち
物
で
あ
っ
た
筈
の
「
姿
勢
」
と

「
気
持
」
の
転
倒
を
、
寿
夫
は
い
つ
の
間
に
か
内
面
化
し
て
、
妻
を
見
る
の

に
用
い
て
い
る
。「
寿
夫
の
口
調
も
思
わ
ず
相
手
の
馴
馴
し
さ
に
染
ま
っ
て
い

た
」
り
、「
ま
る
で
あ
の
老
婆
の
声
の
よ
う
に
厭
ら
し
い
響
き
」
で
喋
っ
た
り

す
る
な
ど
、
寿
夫
が
老
婆
の
言
葉
に
染
ま
る
場
面
は
一
篇
に
複
数
現
れ
る
が
、

そ
れ
は
何
も
「
口
調
」「
響
き
」
に
留
ま
る
の
で
は
な
い
訳
だ
。 

「
家
刀
自
」
に
関
す
る
描
写
に
続
く
か
た
ち
で
三
度
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
、

寿
夫
が
礼
子
を
注
視
す
る
三
つ
の
回
想
場
面
で
あ
る
。
こ
の
回
想
に
つ
い
て

は
検
討
済
み
だ
が
、「
姿
勢
」
を
「
気
持
」
に
先
行
さ
せ
る
あ
り
方
を
寿
夫
が

こ
の
時
、
右
の
如
く
自
然
に
身
に
着
け
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、

一
場
面
に
つ
き
新
た
に
説
明
し
な
お
す
こ
と
が
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、
相
手
を
「
絶
望
的
な
裂
け
目
」
越
し
に
凝
視
す
る
長
い
描
写
は
、
対
象

 
 

の
内
面
を
抜
き
に
外
観
の
み
を
ひ
た
す
ら
描
き
続
け
る
点
に
お
い
て
「
気
持
」

で
は
な
く
「
姿
勢
」
を
前
景
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
老
婆
の
も
た
ら

す
転
倒
と
同
質
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
平
衡
感
覚
」
に
よ
る
描
写
の
懐
柔
と

は
言
わ
ば
、
転
倒
を
元
に
戻
す
こ
と
だ
。
転
倒
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
る
「
自

由
」
や
「
喜
び
」
、
「
自
分
の
さ
ま
ざ
ま
な
有
り
得
る
分
身
」
を
封
殺
す
る
こ

と
。
だ
か
ら
こ
そ
「
平
衡
感
覚
」
に
よ
っ
て
「
絶
望
的
な
裂
け
目
」
が
縫
合

さ
れ
る
直
前
、
礼
子
は
「
あ
た
し
に
は
、
あ
な
た
に
関
す
る
こ
と
の
ほ
か
に

は
、
何
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
寿
夫
が
「
自
分
の
さ

ま
ざ
ま
な
有
り
得
る
分
身
」
を
思
っ
た
よ
う
に
、
礼
子
に
も
こ
の
時
、「
あ
な

た
に
関
す
る
こ
と
の
ほ
か
に
」
何
か
が
あ
り
え
た
可
能
性
、
実
際
に
は
存
在

し
な
か
っ
た
「
分
身
」
が
垣
間
見
え
て
い
る
。「
平
衡
感
覚
」
に
よ
っ
て
夫
婦

が
懐
柔
す
る
の
は
こ
の
「
分
身
」
の
存
在
に
他
な
ら
な
い
。 

 

４ 
  

以
上
の
よ
う
に
老
婆
を
分
析
し
た
上
で
、
夫
婦
に
対
す
る
外
部
の
も
う
一

方
、
隣
家
の
男
た
ち
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。 

「
ア
パ
ー
ト
の
隣
の
一
戸
建
て
の
平
屋
」
に
、「
建
築
工
事
の
ど
こ
か
小
部
門

だ
け
を
も
っ
ぱ
ら
請
負
っ
て
や
っ
て
い
る
小
さ
な
工
務
店
の
若
い
者
た
ち
」

が
、「
寮
が
わ
り
に
六
、
七
人
」
住
ん
で
い
る
。
そ
の
中
で
も
た
だ
一
人
固
有

名
を
与
え
ら
れ
て
前
景
化
さ
れ
る
の
が
、
「
去
年
の
春
か
ら
」
「
男
た
ち
の
間

に
姿
を
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
」
少
年
、
ヒ
ロ
シ
で
あ
る
。
当
初
は
酷
く

「
純
情
」
で
、「
都
会
で
数
年
を
経
た
年
上
の
男
た
ち
」
を
相
手
に
「
言
わ
れ

る
ま
ま
に
引
き
ず
り
ま
わ
さ
れ
て
い
」
た
彼
が
や
が
て
、「
年
上
の
仲
間
た
ち

を
相
手
に
ク
ダ
を
巻
く
こ
と
を
覚
え
」
て
、「
以
前
の
よ
う
に
し
つ
こ
く
は
な

ぶ
ら
」
れ
な
く
な
り
始
め
た
頃
の
様
子
が
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
さ
し
あ
た
り
は
注
目
し
て
お
く
。 

 

そ
の
頃
か
ら
少
年
の
日
頃
の
身
な
り
態
度
も
お
い
お
い
変
っ
て
き
た
。

い
つ
の
ま
に
か
彼
は
サ
ン
グ
ラ
ス
を
い
つ
で
も
ポ
ケ
ッ
ト
に
携
え
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
肩
を
い
か
ら
し
、
頤
を
ぐ
っ
と
引
き
、
額

を
低
く
前
へ
突
き
出
す
よ
う
な
恰
好
で
闊
歩
し
た
。
だ
が
そ
ん
な
恰
好

を
つ
け
て
も
身
の
こ
な
し
全
体
が
ま
だ
い
か
に
も
子
供
っ
ぽ
く
て
、
き

つ
い
目
つ
き
に
絶
え
ず
困
惑
の
色
が
混
じ
る
の
で
、［
…
…
］ 

  

ヒ
ロ
シ
の
変
化
は
そ
れ
ら
し
い
「
身
な
り
態
度
」
、
「
恰
好
」
を
整
え
る
こ

と
で
目
論
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
老
婆
と
同
様
に
彼
も
、「
姿

勢
」
か
ら
「
気
持
」
を
生
み
出
す
転
倒
を
生
き
る
存
在
な
の
だ
が
、
右
の
場

面
で
は
し
か
し
、
ヒ
ロ
シ
は
そ
の
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
。「
そ
ん
な
恰
好
を

つ
け
て
も
見
の
こ
な
し
全
体
が
ま
だ
い
か
に
も
子
供
っ
ぽ
」
い
し
、
あ
ま
つ

さ
え
寿
夫
を
前
に
す
る
と
、「
少
年
は
急
に
幼
さ
を
目
も
と
に
ま
る
出
し
に
し

て
ぎ
こ
ち
な
く
頬
を
崩
し
、
粗
野
の
よ
う
で
繊
細
な
神
経
の
顫
え
が
、
全
身

の
動
き
を
み
る
み
る
頼
り
な
げ
に
し
て
し
ま
う
」
の
だ
。「
姿
勢
」
の
作
用
に

よ
っ
て
老
婆
に
滑
ら
か
に
「
見
ま
ち
が
え
ら
れ
て
い
」
た
寿
夫
や
、
寿
夫
に
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次
第
で
い
か
よ
う
に
も
「
気
持
」
を
作
り
う
る
自
在
さ
へ
と
転
じ
る
の
だ
。 

「
奇
妙
な
喜
び
」
と
い
う
言
葉
に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
既
に
見

た
「
奇
妙
な
自
由
感
」
と
こ
れ
は
よ
く
似
た
語
だ
。
或
い
は
老
婆
に
「
気
に

か
け
ら
れ
て
い
る
男
」
に
対
し
て
感
じ
る
「
お
か
し
な
羨
望
」
。
「
姿
勢
」
に

よ
っ
て
事
後
的
に
作
ら
れ
た
、
本
来
は
実
態
の
な
い
「
気
持
」
を
表
現
す
る

た
め
に
こ
そ
こ
れ
ら
の
逆
説
的
な
語
彙
は
要
請
さ
れ
て
い
る
と
見
え
る
。
と

す
れ
ば
次
に
引
く
場
面
の
「
奇
妙
な
気
持
」
も
、
同
じ
種
類
の
表
現
と
し
て

数
え
上
げ
て
よ
い
も
の
と
な
ろ
う
か
。 

 
 

考
え
て
み
れ
ば
、
結
婚
に
せ
よ
、
か
り
に
同
棲
に
せ
よ
、
男
と
女
が

ひ
と
つ
家
に
暮
し
て
い
て
、
男
が
外
に
出
て
稼
ぎ
、
女
が
内
に
こ
も
っ

て
家
事
を
切
り
ま
わ
し
て
い
れ
ば
、
女
が
家
刀
自
ら
し
く
な
っ
て
く
る

の
に
不
思
議
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
子
供
も
な
く
、
月
々
の
給

料
の
ほ
か
に
は
管
理
す
る
家
財
産
も
な
く
、
祭
る
べ
き
先
祖
の
霊
も
な

く
、
表
も
奥
も
な
い
二
間
だ
け
の
部
屋
の
中
で
、
家
刀
自
の
姿
を
ふ
い

に
意
識
す
る
と
き
、
彼
は
い
つ
で
も
奇
妙
な
気
持
に
な
る
。 

  

桃
を
剝
く
礼
子
を
寿
夫
は
寝
転
が
り
な
が
ら
見
詰
め
て
い
る
。
そ
う
し
て

い
る
う
ち
に
「
礼
子
の
手
つ
き
に
は
、
日
頃
の
彼
女
の
動
作
の
テ
ン
ポ
に
比

べ
て
、
い
か
に
も
家
刀
自
く
さ
い
重
々
し
さ
が
現
わ
れ
出
て
く
る
」
と
語
ら

れ
た
上
で
、
右
引
用
へ
と
継
が
れ
る
「
家
刀
自
」
を
め
ぐ
る
記
述
に
は
、
老

婆
と
同
様
の
転
倒
的
な
認
識
が
働
い
て
い
る
。「
子
供
も
な
く
、
月
々
の
給
料

の
ほ
か
に
は
管
理
す
る
家
財
産
も
な
く
、
祭
る
べ
き
先
祖
の
霊
も
な
く
、
表

も
奥
も
な
い
二
間
だ
け
の
部
屋
」
に
、
古
式
ゆ
か
し
い
「
家
刀
自
」
な
ど
本

当
は
あ
り
え
よ
う
も
な
い
筈
な
の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
男
と
女
が
ひ
と

つ
家
に
暮
し
て
い
て
、
男
が
外
に
出
て
稼
ぎ
、
女
が
内
に
こ
も
っ
て
家
事
を

切
り
ま
わ
」
す
と
い
う
「
姿
勢
」
が
先
に
あ
れ
ば
、
後
か
ら
「
女
が
家
刀
自

ら
し
く
な
っ
て
く
る
」
の
だ
と
い
う
逆
向
き
の
理
路
に
よ
っ
て
、
「
家
刀
自
」

は
寿
夫
の
眼
前
に
確
か
に
生
み
出
さ
れ
る
。
繰
り
返
せ
ば
要
は
、
礼
子
は
「
家

刀
自
」
だ
か
ら
「
家
事
を
切
り
ま
わ
」
す
の
で
は
な
く
そ
の
逆
な
の
だ
と
い

う
訳
だ
が
、
一
点
注
意
が
必
要
な
こ
と
に
、
事
は
最
早
、
老
婆
一
人
の
問
題

で
は
な
い
。
転
倒
的
な
認
識
を
働
か
せ
て
い
る
の
は
こ
の
場
合
、
老
婆
で
は

な
し
に
寿
夫
だ
か
ら
で
あ
る
。
老
婆
の
持
ち
物
で
あ
っ
た
筈
の
「
姿
勢
」
と

「
気
持
」
の
転
倒
を
、
寿
夫
は
い
つ
の
間
に
か
内
面
化
し
て
、
妻
を
見
る
の

に
用
い
て
い
る
。「
寿
夫
の
口
調
も
思
わ
ず
相
手
の
馴
馴
し
さ
に
染
ま
っ
て
い

た
」
り
、「
ま
る
で
あ
の
老
婆
の
声
の
よ
う
に
厭
ら
し
い
響
き
」
で
喋
っ
た
り

す
る
な
ど
、
寿
夫
が
老
婆
の
言
葉
に
染
ま
る
場
面
は
一
篇
に
複
数
現
れ
る
が
、

そ
れ
は
何
も
「
口
調
」「
響
き
」
に
留
ま
る
の
で
は
な
い
訳
だ
。 

「
家
刀
自
」
に
関
す
る
描
写
に
続
く
か
た
ち
で
三
度
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
、

寿
夫
が
礼
子
を
注
視
す
る
三
つ
の
回
想
場
面
で
あ
る
。
こ
の
回
想
に
つ
い
て

は
検
討
済
み
だ
が
、「
姿
勢
」
を
「
気
持
」
に
先
行
さ
せ
る
あ
り
方
を
寿
夫
が

こ
の
時
、
右
の
如
く
自
然
に
身
に
着
け
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、

一
場
面
に
つ
き
新
た
に
説
明
し
な
お
す
こ
と
が
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、
相
手
を
「
絶
望
的
な
裂
け
目
」
越
し
に
凝
視
す
る
長
い
描
写
は
、
対
象

 
 

の
内
面
を
抜
き
に
外
観
の
み
を
ひ
た
す
ら
描
き
続
け
る
点
に
お
い
て
「
気
持
」

で
は
な
く
「
姿
勢
」
を
前
景
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
老
婆
の
も
た
ら

す
転
倒
と
同
質
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
平
衡
感
覚
」
に
よ
る
描
写
の
懐
柔
と

は
言
わ
ば
、
転
倒
を
元
に
戻
す
こ
と
だ
。
転
倒
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
る
「
自

由
」
や
「
喜
び
」
、
「
自
分
の
さ
ま
ざ
ま
な
有
り
得
る
分
身
」
を
封
殺
す
る
こ

と
。
だ
か
ら
こ
そ
「
平
衡
感
覚
」
に
よ
っ
て
「
絶
望
的
な
裂
け
目
」
が
縫
合

さ
れ
る
直
前
、
礼
子
は
「
あ
た
し
に
は
、
あ
な
た
に
関
す
る
こ
と
の
ほ
か
に

は
、
何
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
寿
夫
が
「
自
分
の
さ

ま
ざ
ま
な
有
り
得
る
分
身
」
を
思
っ
た
よ
う
に
、
礼
子
に
も
こ
の
時
、「
あ
な

た
に
関
す
る
こ
と
の
ほ
か
に
」
何
か
が
あ
り
え
た
可
能
性
、
実
際
に
は
存
在

し
な
か
っ
た
「
分
身
」
が
垣
間
見
え
て
い
る
。「
平
衡
感
覚
」
に
よ
っ
て
夫
婦

が
懐
柔
す
る
の
は
こ
の
「
分
身
」
の
存
在
に
他
な
ら
な
い
。 

 

４ 
  

以
上
の
よ
う
に
老
婆
を
分
析
し
た
上
で
、
夫
婦
に
対
す
る
外
部
の
も
う
一

方
、
隣
家
の
男
た
ち
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。 

「
ア
パ
ー
ト
の
隣
の
一
戸
建
て
の
平
屋
」
に
、「
建
築
工
事
の
ど
こ
か
小
部
門

だ
け
を
も
っ
ぱ
ら
請
負
っ
て
や
っ
て
い
る
小
さ
な
工
務
店
の
若
い
者
た
ち
」

が
、「
寮
が
わ
り
に
六
、
七
人
」
住
ん
で
い
る
。
そ
の
中
で
も
た
だ
一
人
固
有

名
を
与
え
ら
れ
て
前
景
化
さ
れ
る
の
が
、
「
去
年
の
春
か
ら
」
「
男
た
ち
の
間

に
姿
を
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
」
少
年
、
ヒ
ロ
シ
で
あ
る
。
当
初
は
酷
く

「
純
情
」
で
、「
都
会
で
数
年
を
経
た
年
上
の
男
た
ち
」
を
相
手
に
「
言
わ
れ

る
ま
ま
に
引
き
ず
り
ま
わ
さ
れ
て
い
」
た
彼
が
や
が
て
、「
年
上
の
仲
間
た
ち

を
相
手
に
ク
ダ
を
巻
く
こ
と
を
覚
え
」
て
、「
以
前
の
よ
う
に
し
つ
こ
く
は
な

ぶ
ら
」
れ
な
く
な
り
始
め
た
頃
の
様
子
が
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
さ
し
あ
た
り
は
注
目
し
て
お
く
。 
 

そ
の
頃
か
ら
少
年
の
日
頃
の
身
な
り
態
度
も
お
い
お
い
変
っ
て
き
た
。

い
つ
の
ま
に
か
彼
は
サ
ン
グ
ラ
ス
を
い
つ
で
も
ポ
ケ
ッ
ト
に
携
え
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
肩
を
い
か
ら
し
、
頤
を
ぐ
っ
と
引
き
、
額

を
低
く
前
へ
突
き
出
す
よ
う
な
恰
好
で
闊
歩
し
た
。
だ
が
そ
ん
な
恰
好

を
つ
け
て
も
身
の
こ
な
し
全
体
が
ま
だ
い
か
に
も
子
供
っ
ぽ
く
て
、
き

つ
い
目
つ
き
に
絶
え
ず
困
惑
の
色
が
混
じ
る
の
で
、［
…
…
］ 

  

ヒ
ロ
シ
の
変
化
は
そ
れ
ら
し
い
「
身
な
り
態
度
」
、
「
恰
好
」
を
整
え
る
こ

と
で
目
論
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
老
婆
と
同
様
に
彼
も
、「
姿

勢
」
か
ら
「
気
持
」
を
生
み
出
す
転
倒
を
生
き
る
存
在
な
の
だ
が
、
右
の
場

面
で
は
し
か
し
、
ヒ
ロ
シ
は
そ
の
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
。「
そ
ん
な
恰
好
を

つ
け
て
も
見
の
こ
な
し
全
体
が
ま
だ
い
か
に
も
子
供
っ
ぽ
」
い
し
、
あ
ま
つ

さ
え
寿
夫
を
前
に
す
る
と
、「
少
年
は
急
に
幼
さ
を
目
も
と
に
ま
る
出
し
に
し

て
ぎ
こ
ち
な
く
頬
を
崩
し
、
粗
野
の
よ
う
で
繊
細
な
神
経
の
顫
え
が
、
全
身

の
動
き
を
み
る
み
る
頼
り
な
げ
に
し
て
し
ま
う
」
の
だ
。「
姿
勢
」
の
作
用
に

よ
っ
て
老
婆
に
滑
ら
か
に
「
見
ま
ち
が
え
ら
れ
て
い
」
た
寿
夫
や
、
寿
夫
に
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申
し
分
な
く
「
家
刀
自
」
と
し
て
目
撃
さ
れ
て
い
た
礼
子
と
比
較
す
れ
ば
、

ヒ
ロ
シ
の
失
敗
は
な
お
さ
ら
際
立
つ
も
の
と
な
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
彼
は
何

故
失
敗
す
る
の
か
。 

 

そ
の
理
由
は
ヒ
ロ
シ
に
限
っ
て
言
え
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
。
ヒ
ロ
シ
の

み
な
ら
ず
隣
家
に
住
む
男
た
ち
は
常
に
、
単
一
の
「
姿
勢
」
に
固
定
さ
れ
な

い
集
団
な
の
で
あ
る
。 

 
 

男
た
ち
は
畑
の
暗
が
り
の
中
に
い
た
。
耳
を
傾
け
て
い
る
う
ち
に
、

猥
歌
は
止
ん
で
重
っ
た
る
い
酔
声
の
や
り
と
り
と
な
っ
た
。
誰
か
と
誰

か
が
し
ん
ね
り
と
言
い
争
っ
て
い
る
の
を
、
ほ
か
の
連
中
が
荒
っ
ぽ
い

声
で
、
ま
る
で
嗾
け
る
み
た
い
に
宥
め
て
い
る
。
と
、
も
つ
れ
合
う
声

と
声
の
間
か
ら
、
誰
か
が
、
唐
突
と
し
て
喉
を
し
ぼ
る
よ
う
に
歌
い
出

し
た
。
ま
た
猥
歌
だ
っ
た
。
た
ち
ま
ち
一
同
、
今
ま
で
の
や
り
と
り
を

放
っ
ぽ
り
出
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
す
こ
し
ず
つ
調
子
の
は
ず
れ
た
ど
ら
声

で
歌
に
和
し
た
。
し
ば
ら
く
は
歌
う
と
い
う
よ
り
も
、
て
ん
で
勝
手
に

卑
猥
な
思
い
を
空
に
む
か
っ
て
吠
え
て
い
る
と
い
う
趣
き
だ
っ
た
。
だ

が
そ
の
う
ち
に
男
た
ち
の
節
ま
わ
し
が
ふ
っ
と
ひ
と
つ
に
合
っ
た
か
と

思
う
と
、
喉
い
っ
ぱ
い
の
苦
し
げ
な
怒
号
が
柔
ら
か
に
こ
も
っ
た
声
に

変
り
、
全
体
と
し
て
淫
猥
な
ふ
く
ら
み
を
帯
び
は
じ
め
、
ヒ
ョ
イ
ヒ
ョ

イ
ヒ
ョ
イ
と
う
し
ろ
に
突
き
出
し
た
腰
を
上
下
に
揺
っ
て
小
手
で
舞
う

よ
う
な
調
子
に
な
っ
た
。
し
か
し
長
く
は
続
か
な
い
。
歌
の
文
句
を
し

ま
い
ま
で
知
ら
な
い
者
が
、
出
鱈
目
に
が
な
り
立
て
は
じ
め
る
。
た
ち

ま
ち
歌
は
乱
れ
て
、
や
り
ど
こ
ろ
の
な
い
鬱
屈
の
叫
び
合
い
と
な
る
。

相
手
か
ま
わ
ず
、
事
か
ま
わ
ず
ど
な
り
ま
く
る
者
。
し
み
じ
み
と
口
説

き
は
じ
め
る
者
。
そ
れ
に
、
長
い
奇
声
を
発
し
な
が
ら
畑
の
中
へ
走
り

出
す
者
が
い
る
ら
し
く
て
、
ど
さ
ど
さ
と
柔
か
な
土
を
踏
ん
で
走
る
気

配
と
と
も
に
、
ひ
と
つ
な
が
り
の
甲
高
い
声
が
遠
ざ
か
っ
て
行
っ
て
は
、

ヒ
ュ
ー
ン
と
弧
を
描
い
て
戻
っ
て
来
る
。
そ
の
中
で
、
仲
間
に
負
け
じ

と
野
卑
な
こ
と
を
叫
ぼ
う
と
し
な
が
ら
、
声
が
す
ぐ
に
内
に
こ
も
っ
て

し
ま
っ
て
、
ウ
オ
ー
ッ
ウ
オ
ー
ッ
と
曖
昧
な
唸
り
を
発
し
な
が
ら
歩
き

ま
わ
っ
て
い
る
の
が
、
ヒ
ロ
シ
の
よ
う
だ
っ
た
。 

  

一
篇
の
終
盤
に
位
置
す
る
情
景
で
あ
る
。
礼
子
が
風
呂
に
入
っ
て
い
る
の

で
居
間
に
一
人
だ
け
で
寝
転
び
な
が
ら
、
寿
夫
は
窓
の
外
に
響
く
声
を
聞
い

て
い
る
。
こ
こ
に
は
複
数
の
人
間
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
、
何
か
が
「
唐
突

と
し
て
」、「
今
ま
で
の
や
り
と
り
を
放
っ
ぽ
り
出
し
て
」、「
て
ん
で
勝
手
に
」

始
め
ら
れ
た
か
と
思
え
ば
、「
し
か
し
長
く
は
続
か
」
ず
に
途
絶
え
、
そ
し
て

「
出
鱈
目
に
」
ま
た
次
の
出
来
事
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
の
繰
り
返
し
が
語

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
文
脈
に
沿
え
ば
こ
こ
に
は
、
無
数
の
「
姿
勢
」

が
絶
え
間
な
く
交
錯
し
て
い
る
の
だ
。
幾
つ
も
の
振
る
舞
い
が
描
か
れ
、
中

に
は
全
員
が
「
歌
に
和
」
す
る
と
い
う
調
和
的
な
一
瞬
さ
え
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
い
ず
れ
に
も
留
ま
ら
ず
に
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
儀
で
再
び
勝
手
に
騒
ぎ
出
す

彼
ら
は
そ
し
て
、
柄
谷
行
人
や
前
田
愛
に
よ
れ
ば
、
古
井
由
吉
が
こ
れ
ま
で

繰
り
返
し
描
き
続
け
て
き
た
「
群
れ
の
熱
狂
」
の
主
題
を
一
篇
に
お
い
て
担

 
 

っ
て
い
る
と
い
う
。
隣
家
の
男
た
ち
に
つ
い
て
柄
谷
行
人
は
、「
男
た
ち
の
円

居
」（
20
）
や
「
不
眠
の
祭
り
」（
21
）
と
い
っ
た
過
去
の
古
井
由
吉
の
小
説

と
比
較
し
つ
つ
、「
郷
里
を
離
れ
根
を
失
っ
て
都
会
の
下
層
で
う
ご
め
い
て
い

る
若
い
労
務
者
ら
が
泥
酔
し
て
淫
猥
な
狂
騒
の
な
か
に
自
己
解
体
し
て
い
っ

て
し
ま
う
姿
に
は
何
の
不
自
然
さ
も
な
い
」
と
「
妻
隠
」
に
言
及
し
て
、
ど

の
作
品
に
も
「
群
れ
」
の
主
題
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
だ
ろ
う

（
22
）。
一
方
、「「
妻
隠
」
の
作
品
世
界
に
も
う
ひ
と
つ
の
「
熱
狂
」
を
も
ち

こ
む
の
は
、
若
い
建
築
労
務
者
た
ち
の
猥
歌
と
酔
声
で
あ
」
る
と
明
記
す
る

前
田
愛
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、「
杳
子
」
に
描
か
れ
る
「
円
環
」
は
「
侵
入

す
る
外
界
か
ら
脆
弱
な
個
を
防
衛
す
る
た
め
の
境
界
」
で
あ
り
、「
円
陣
を
組

む
女
た
ち
」（
23
）
や
「
不
眠
の
祭
り
」
に
お
け
る
「
円
環
イ
メ
ー
ジ
」
は
「
群

れ
の
熱
狂
」
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
し
て
「
妻
隠
」
は
、「
都
市
郊
外
の
日
常

的
な
生
活
風
景
の
中
に
、
こ
の
二
つ
の
円
環
を
溶
け
こ
ま
せ
た
作
品
」
な
の

だ
と
古
井
由
吉
の
作
歴
を
整
理
し
て
い
る
（
24
）。 

 

以
上
の
よ
う
に
「
群
れ
の
熱
狂
」
の
主
題
は
、
過
去
の
小
説
群
か
ら
「
妻

隠
」
に
登
場
す
る
「
労
務
者
た
ち
」
へ
流
れ
込
む
の
だ
と
二
人
の
論
者
に
揃

っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
で
は
「
群
れ
の
熱
狂
」
と
は
、
具
体
的
に

は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
こ
の
主
題
の
源
流
に
柄
谷
行
人
が
位
置
付
け
る

「
先
導
獣
の
話
」（
25
）
に
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
描
写
が
存
在
す
る
。 

 
 

と
こ
ろ
で
そ
の
頃
、
私
は
朝
の
雑
踏
の
中
で
し
ば
し
ば
怪
し
か
ら
ぬ

思
い
に
耽
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
静
か
な
群
衆
の
中
に
、
今
す
ぐ
に

パ
ニ
ッ
ク
を
惹
き
起
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
思
い
だ
っ

た
。
パ
ニ
ッ
ク
と
は
、
外
側
に
原
因
ら
し
い
原
因
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど

内
在
的
な
も
の
だ
け
か
ら
起
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
…
…
。
た
と
え
ば

誰
か
が
、
見
る
か
ら
に
善
良
そ
う
な
誰
か
が
、
真
に
迫
っ
た
驚
愕
の
表

情
で
い
き
な
り
振
り
返
り
、
流
れ
を
懸
命
に
か
き
分
け
て
走
り
出
し
た

と
し
た
ら
、
そ
し
て
ま
わ
り
の
人
間
た
ち
の
中
で
こ
の
驚
愕
が
感
情
的

な
も
の
の
境
い
目
を
一
気
に
飛
び
越
し
て
、
胸
を
び
り
び
り
と
ふ
る
わ

す
よ
う
な
あ
の
む
し
ろ
物
理
的
な
共
振
の
状
態
に
入
っ
た
と
し
た
ら
、

お
そ
ら
く
、
十
人
ほ
ど
の
人
間
が
思
わ
ず
十
歩
ほ
ど
引
き
ず
ら
れ
て
走

り
出
す
こ
と
だ
ろ
う
。 

  

そ
う
し
て
遂
に
は
、「
は
じ
め
の
驚
愕
を
知
ら
ぬ
者
た
ち
ま
で
が
走
り
出
し
、

は
じ
め
に
驚
い
て
走
り
出
し
た
者
た
ち
は
も
う
何
に
追
わ
れ
て
走
っ
て
い
る

か
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
事
態
に
陥
っ
て
、
「
群
衆
」
全
体
が
「
パ
ニ
ッ
ク
」

に
陥
る
ま
で
を
夢
想
す
る
一
人
称
の
話
者
「
私
」
の
脳
裡
に
浮
か
ん
で
い
る

の
は
、「
熱
狂
」
や
「
パ
ニ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
か
ら
受
け
る
印
象
と
は
正
反

対
の
、
た
っ
た
一
人
の
「
先
導
獣
」
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
う
る
極
め
て
秩
序

だ
っ
た
「
群
れ
の
熱
狂
」
に
他
な
ら
な
い
。 

 

だ
が
そ
の
「
熱
狂
」
は
本
当
に
、「
妻
隠
」
に
登
場
す
る
男
た
ち
へ
と
受
け

継
が
れ
る
も
の
な
の
か
。 

 

こ
う
し
た
秩
序
に
回
収
さ
れ
な
い
「
唐
突
」
さ
を
、「
妻
隠
」
に
登
場
す
る

男
た
ち
が
常
に
漲
ら
せ
て
い
る
こ
と
は
既
に
確
認
し
た
。
再
度
述
べ
れ
ば
男
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申
し
分
な
く
「
家
刀
自
」
と
し
て
目
撃
さ
れ
て
い
た
礼
子
と
比
較
す
れ
ば
、

ヒ
ロ
シ
の
失
敗
は
な
お
さ
ら
際
立
つ
も
の
と
な
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
彼
は
何

故
失
敗
す
る
の
か
。 

 

そ
の
理
由
は
ヒ
ロ
シ
に
限
っ
て
言
え
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
。
ヒ
ロ
シ
の

み
な
ら
ず
隣
家
に
住
む
男
た
ち
は
常
に
、
単
一
の
「
姿
勢
」
に
固
定
さ
れ
な

い
集
団
な
の
で
あ
る
。 

 
 

男
た
ち
は
畑
の
暗
が
り
の
中
に
い
た
。
耳
を
傾
け
て
い
る
う
ち
に
、

猥
歌
は
止
ん
で
重
っ
た
る
い
酔
声
の
や
り
と
り
と
な
っ
た
。
誰
か
と
誰

か
が
し
ん
ね
り
と
言
い
争
っ
て
い
る
の
を
、
ほ
か
の
連
中
が
荒
っ
ぽ
い

声
で
、
ま
る
で
嗾
け
る
み
た
い
に
宥
め
て
い
る
。
と
、
も
つ
れ
合
う
声

と
声
の
間
か
ら
、
誰
か
が
、
唐
突
と
し
て
喉
を
し
ぼ
る
よ
う
に
歌
い
出

し
た
。
ま
た
猥
歌
だ
っ
た
。
た
ち
ま
ち
一
同
、
今
ま
で
の
や
り
と
り
を

放
っ
ぽ
り
出
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
す
こ
し
ず
つ
調
子
の
は
ず
れ
た
ど
ら
声

で
歌
に
和
し
た
。
し
ば
ら
く
は
歌
う
と
い
う
よ
り
も
、
て
ん
で
勝
手
に

卑
猥
な
思
い
を
空
に
む
か
っ
て
吠
え
て
い
る
と
い
う
趣
き
だ
っ
た
。
だ

が
そ
の
う
ち
に
男
た
ち
の
節
ま
わ
し
が
ふ
っ
と
ひ
と
つ
に
合
っ
た
か
と

思
う
と
、
喉
い
っ
ぱ
い
の
苦
し
げ
な
怒
号
が
柔
ら
か
に
こ
も
っ
た
声
に

変
り
、
全
体
と
し
て
淫
猥
な
ふ
く
ら
み
を
帯
び
は
じ
め
、
ヒ
ョ
イ
ヒ
ョ

イ
ヒ
ョ
イ
と
う
し
ろ
に
突
き
出
し
た
腰
を
上
下
に
揺
っ
て
小
手
で
舞
う

よ
う
な
調
子
に
な
っ
た
。
し
か
し
長
く
は
続
か
な
い
。
歌
の
文
句
を
し

ま
い
ま
で
知
ら
な
い
者
が
、
出
鱈
目
に
が
な
り
立
て
は
じ
め
る
。
た
ち

ま
ち
歌
は
乱
れ
て
、
や
り
ど
こ
ろ
の
な
い
鬱
屈
の
叫
び
合
い
と
な
る
。

相
手
か
ま
わ
ず
、
事
か
ま
わ
ず
ど
な
り
ま
く
る
者
。
し
み
じ
み
と
口
説

き
は
じ
め
る
者
。
そ
れ
に
、
長
い
奇
声
を
発
し
な
が
ら
畑
の
中
へ
走
り

出
す
者
が
い
る
ら
し
く
て
、
ど
さ
ど
さ
と
柔
か
な
土
を
踏
ん
で
走
る
気

配
と
と
も
に
、
ひ
と
つ
な
が
り
の
甲
高
い
声
が
遠
ざ
か
っ
て
行
っ
て
は
、

ヒ
ュ
ー
ン
と
弧
を
描
い
て
戻
っ
て
来
る
。
そ
の
中
で
、
仲
間
に
負
け
じ

と
野
卑
な
こ
と
を
叫
ぼ
う
と
し
な
が
ら
、
声
が
す
ぐ
に
内
に
こ
も
っ
て

し
ま
っ
て
、
ウ
オ
ー
ッ
ウ
オ
ー
ッ
と
曖
昧
な
唸
り
を
発
し
な
が
ら
歩
き

ま
わ
っ
て
い
る
の
が
、
ヒ
ロ
シ
の
よ
う
だ
っ
た
。 

  

一
篇
の
終
盤
に
位
置
す
る
情
景
で
あ
る
。
礼
子
が
風
呂
に
入
っ
て
い
る
の

で
居
間
に
一
人
だ
け
で
寝
転
び
な
が
ら
、
寿
夫
は
窓
の
外
に
響
く
声
を
聞
い

て
い
る
。
こ
こ
に
は
複
数
の
人
間
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
、
何
か
が
「
唐
突

と
し
て
」、「
今
ま
で
の
や
り
と
り
を
放
っ
ぽ
り
出
し
て
」、「
て
ん
で
勝
手
に
」

始
め
ら
れ
た
か
と
思
え
ば
、「
し
か
し
長
く
は
続
か
」
ず
に
途
絶
え
、
そ
し
て

「
出
鱈
目
に
」
ま
た
次
の
出
来
事
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
の
繰
り
返
し
が
語

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
文
脈
に
沿
え
ば
こ
こ
に
は
、
無
数
の
「
姿
勢
」

が
絶
え
間
な
く
交
錯
し
て
い
る
の
だ
。
幾
つ
も
の
振
る
舞
い
が
描
か
れ
、
中

に
は
全
員
が
「
歌
に
和
」
す
る
と
い
う
調
和
的
な
一
瞬
さ
え
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
い
ず
れ
に
も
留
ま
ら
ず
に
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
儀
で
再
び
勝
手
に
騒
ぎ
出
す

彼
ら
は
そ
し
て
、
柄
谷
行
人
や
前
田
愛
に
よ
れ
ば
、
古
井
由
吉
が
こ
れ
ま
で

繰
り
返
し
描
き
続
け
て
き
た
「
群
れ
の
熱
狂
」
の
主
題
を
一
篇
に
お
い
て
担

 
 

っ
て
い
る
と
い
う
。
隣
家
の
男
た
ち
に
つ
い
て
柄
谷
行
人
は
、「
男
た
ち
の
円

居
」（
20
）
や
「
不
眠
の
祭
り
」（
21
）
と
い
っ
た
過
去
の
古
井
由
吉
の
小
説

と
比
較
し
つ
つ
、「
郷
里
を
離
れ
根
を
失
っ
て
都
会
の
下
層
で
う
ご
め
い
て
い

る
若
い
労
務
者
ら
が
泥
酔
し
て
淫
猥
な
狂
騒
の
な
か
に
自
己
解
体
し
て
い
っ

て
し
ま
う
姿
に
は
何
の
不
自
然
さ
も
な
い
」
と
「
妻
隠
」
に
言
及
し
て
、
ど

の
作
品
に
も
「
群
れ
」
の
主
題
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
だ
ろ
う

（
22
）。
一
方
、「「
妻
隠
」
の
作
品
世
界
に
も
う
ひ
と
つ
の
「
熱
狂
」
を
も
ち

こ
む
の
は
、
若
い
建
築
労
務
者
た
ち
の
猥
歌
と
酔
声
で
あ
」
る
と
明
記
す
る

前
田
愛
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、「
杳
子
」
に
描
か
れ
る
「
円
環
」
は
「
侵
入

す
る
外
界
か
ら
脆
弱
な
個
を
防
衛
す
る
た
め
の
境
界
」
で
あ
り
、「
円
陣
を
組

む
女
た
ち
」（
23
）
や
「
不
眠
の
祭
り
」
に
お
け
る
「
円
環
イ
メ
ー
ジ
」
は
「
群

れ
の
熱
狂
」
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
し
て
「
妻
隠
」
は
、「
都
市
郊
外
の
日
常

的
な
生
活
風
景
の
中
に
、
こ
の
二
つ
の
円
環
を
溶
け
こ
ま
せ
た
作
品
」
な
の

だ
と
古
井
由
吉
の
作
歴
を
整
理
し
て
い
る
（
24
）。 

 

以
上
の
よ
う
に
「
群
れ
の
熱
狂
」
の
主
題
は
、
過
去
の
小
説
群
か
ら
「
妻

隠
」
に
登
場
す
る
「
労
務
者
た
ち
」
へ
流
れ
込
む
の
だ
と
二
人
の
論
者
に
揃

っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
で
は
「
群
れ
の
熱
狂
」
と
は
、
具
体
的
に

は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
こ
の
主
題
の
源
流
に
柄
谷
行
人
が
位
置
付
け
る

「
先
導
獣
の
話
」（
25
）
に
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
描
写
が
存
在
す
る
。 

 
 

と
こ
ろ
で
そ
の
頃
、
私
は
朝
の
雑
踏
の
中
で
し
ば
し
ば
怪
し
か
ら
ぬ

思
い
に
耽
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
静
か
な
群
衆
の
中
に
、
今
す
ぐ
に

パ
ニ
ッ
ク
を
惹
き
起
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
思
い
だ
っ

た
。
パ
ニ
ッ
ク
と
は
、
外
側
に
原
因
ら
し
い
原
因
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど

内
在
的
な
も
の
だ
け
か
ら
起
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
…
…
。
た
と
え
ば

誰
か
が
、
見
る
か
ら
に
善
良
そ
う
な
誰
か
が
、
真
に
迫
っ
た
驚
愕
の
表

情
で
い
き
な
り
振
り
返
り
、
流
れ
を
懸
命
に
か
き
分
け
て
走
り
出
し
た

と
し
た
ら
、
そ
し
て
ま
わ
り
の
人
間
た
ち
の
中
で
こ
の
驚
愕
が
感
情
的

な
も
の
の
境
い
目
を
一
気
に
飛
び
越
し
て
、
胸
を
び
り
び
り
と
ふ
る
わ

す
よ
う
な
あ
の
む
し
ろ
物
理
的
な
共
振
の
状
態
に
入
っ
た
と
し
た
ら
、

お
そ
ら
く
、
十
人
ほ
ど
の
人
間
が
思
わ
ず
十
歩
ほ
ど
引
き
ず
ら
れ
て
走

り
出
す
こ
と
だ
ろ
う
。 

  

そ
う
し
て
遂
に
は
、「
は
じ
め
の
驚
愕
を
知
ら
ぬ
者
た
ち
ま
で
が
走
り
出
し
、

は
じ
め
に
驚
い
て
走
り
出
し
た
者
た
ち
は
も
う
何
に
追
わ
れ
て
走
っ
て
い
る

か
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
事
態
に
陥
っ
て
、
「
群
衆
」
全
体
が
「
パ
ニ
ッ
ク
」

に
陥
る
ま
で
を
夢
想
す
る
一
人
称
の
話
者
「
私
」
の
脳
裡
に
浮
か
ん
で
い
る

の
は
、「
熱
狂
」
や
「
パ
ニ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
か
ら
受
け
る
印
象
と
は
正
反

対
の
、
た
っ
た
一
人
の
「
先
導
獣
」
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
う
る
極
め
て
秩
序

だ
っ
た
「
群
れ
の
熱
狂
」
に
他
な
ら
な
い
。 

 
だ
が
そ
の
「
熱
狂
」
は
本
当
に
、「
妻
隠
」
に
登
場
す
る
男
た
ち
へ
と
受
け

継
が
れ
る
も
の
な
の
か
。 

 

こ
う
し
た
秩
序
に
回
収
さ
れ
な
い
「
唐
突
」
さ
を
、「
妻
隠
」
に
登
場
す
る

男
た
ち
が
常
に
漲
ら
せ
て
い
る
こ
と
は
既
に
確
認
し
た
。
再
度
述
べ
れ
ば
男
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た
ち
が
演
じ
立
て
る
の
は
各
々
自
分
勝
手
に
何
か
を
始
め
、
途
絶
え
さ
せ
、

ま
た
始
め
る
こ
と
の
連
続
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
相
手
か
ま
わ
ず
、
事
か
ま

わ
ず
ど
な
り
ま
く
る
者
。
し
み
じ
み
と
口
説
き
は
じ
め
る
者
。
そ
れ
に
、
長

い
奇
声
を
発
し
な
が
ら
畑
の
中
へ
走
り
出
す
者
」
が
同
時
に
お
り
、
一
人
の

「
先
導
獣
」
に
よ
り
「
パ
ニ
ッ
ク
」
へ
向
け
て
全
員
が
一
致
す
る
な
ど
と
い

っ
た
光
景
は
見
ら
れ
な
い
し
、
仮
に
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、「
し
か
し
長
く
は

続
か
な
い
」
。
古
井
由
吉
が
展
開
し
て
き
た
「
群
れ
の
熱
狂
」
の
主
題
の
、
延

長
線
上
に
あ
る
小
説
と
し
て
「
妻
隠
」
を
捉
え
る
見
方
は
誤
り
な
の
で
は
な

い
か
、
と
の
推
測
が
こ
こ
か
ら
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。
延
長
線
上
と
言
う
よ
り

も
そ
れ
は
、
端
的
に
別
物
だ
と
言
う
方
が
正
し
い
の
だ
。
と
、
そ
の
よ
う
な

断
言
が
可
能
に
な
る
に
は
更
に
、
次
の
一
場
面
を
「
妻
隠
」
か
ら
引
い
て
お

く
必
要
が
あ
る
か
と
思
う
。
古
井
由
吉
が
従
来
描
い
て
き
た
の
と
同
質
の
「
群

れ
」
が
そ
こ
に
は
、
隣
家
に
住
む
男
た
ち
と
明
瞭
に
描
き
分
け
ら
れ
な
が
ら

確
か
に
登
場
し
て
い
る
の
だ
。
寿
夫
の
勤
め
先
の
「
同
僚
た
ち
」
の
こ
と
で

あ
る
。 

 
 

医
療
室
に
駆
け
こ
も
う
か
と
机
に
む
か
っ
て
思
案
し
て
い
る
う
ち
に
、

彼
は
誰
に
押
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
椅
子
か
ら
ず
る
ず
る
と
滑
り

落
ち
て
、
床
に
坐
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
同
僚
た
ち
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
寄

っ
て
来
て
、
彼
の
ま
わ
り
に
輪
を
つ
く
っ
た
。
彼
ら
は
す
ぐ
に
は
手
を

出
さ
ず
に
、
落
伍
者
を
憐
み
い
た
わ
る
目
つ
き
で
、
彼
に
む
か
っ
て
し

き
り
に
う
な
ず
い
て
い
た
。
《
そ
う
だ
よ
。
あ
ん
た
は
疲
れ
過
ぎ
た
よ
。

限
界
だ
よ
。
休
養
の
時
期
だ
よ
…
…
》
分
裂
騒
ぎ
の
真
最
中
に
は
互
い

に
目
を
吊
り
上
げ
て
い
が
み
あ
い
、
両
側
か
ら
彼
を
こ
づ
き
ま
わ
し
あ

っ
た
連
中
が
う
ち
揃
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
和
気
藹
々
と
、
床
に
坐
り
こ
ん

で
立
ち
上
が
れ
な
い
彼
を
見
ま
も
っ
て
い
る
。
や
が
て
彼
ら
は
被
保
護

者
と
な
っ
た
彼
を
賑
や
か
に
医
療
室
に
担
ぎ
こ
ん
だ
。 
  

寿
夫
が
自
宅
で
一
週
間
寝
込
む
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
描
く
一
幕
で

あ
る
。
か
つ
て
は
対
立
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
寄
っ
て

来
て
」、「
輪
を
つ
く
」
り
、「
う
ち
揃
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
和
気
藹
々
と
」
し
て

い
る
寿
夫
の
「
同
僚
た
ち
」
。「
落
伍
者
」「
被
保
護
者
」
が
出
現
す
る
や
彼
ら

は
、
「
分
裂
騒
ぎ
」
な
ぞ
あ
り
も
し
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
よ
う
に
、
「
憐
み

い
た
わ
る
目
つ
き
」
な
る
「
姿
勢
」
を
一
様
に
取
る
。
彼
ら
の
誰
一
人
と
し

て
「
唐
突
」
に
、「
て
ん
で
勝
手
に
」、「
出
鱈
目
に
」
動
き
出
す
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。
前
田
愛
の
述
べ
る
「
円
環
イ
メ
ー
ジ
」
を
、
彼
ら
が
「
彼
の
ま
わ

り
に
輪
を
つ
く
っ
た
」
と
い
う
か
た
ち
で
反
復
し
て
い
る
点
も
考
え
合
わ
せ

れ
ば
、「
群
れ
の
熱
狂
」
と
は
む
し
ろ
こ
の
「
同
僚
た
ち
」
の
こ
と
を
指
す
と

言
う
の
が
妥
当
だ
。
そ
し
て
、
同
じ
職
場
に
所
属
す
る
大
人
数
の
集
団
と
い

う
点
で
は
共
通
し
て
い
な
が
ら
、
こ
の
「
同
僚
た
ち
」
と
は
正
反
対
の
人
物
、

多
様
な
「
姿
勢
」
の
生
む
「
自
由
」
を
肯
う
存
在
と
し
て
一
篇
に
登
場
し
て

い
る
の
が
隣
家
の
男
た
ち
な
の
で
あ
る
。 

 

彼
ら
が
担
う
「
姿
勢
」
の
多
様
さ
を
、
寿
夫
と
礼
子
で
あ
れ
ば
「
平
衡
感

覚
」
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
懐
柔
す
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
寿
夫
と
礼
子
の

 
 

周
囲
に
は
、
二
人
が
旨
と
す
る
「
平
衡
感
覚
」
に
鋭
く
抵
触
す
る
あ
り
方
の

人
物
が
配
置
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
両
者
は
ど
う
か
か

わ
り
合
う
の
だ
ろ
う
か
。
男
た
ち
は
老
婆
ほ
ど
に
は
積
極
的
に
夫
婦
に
接
触

す
る
訳
で
は
な
く
、
ヒ
ロ
シ
を
除
い
て
は
、
屋
外
に
響
き
わ
た
る
声
と
し
て

の
み
表
象
さ
れ
る
こ
と
が
殆
ど
で
あ
る
。
老
婆
も
ま
た
結
末
に
再
登
場
す
る

時
に
は
「
窓
の
外
の
暗
闇
の
底
」
か
ら
の
声
と
化
し
て
い
る
。
こ
の
時
問
題

に
な
り
う
る
の
は
、
声
が
寿
夫
と
礼
子
と
に
伝
達
さ
れ
る
経
路
だ
。
音
声
は

ど
の
よ
う
に
し
て
夫
婦
の
耳
に
届
く
の
か
。
そ
の
点
に
つ
き
、
更
に
一
言
を

加
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。 

 

５ 
  

前
田
愛
は
寿
夫
と
礼
子
の
関
係
と
、
二
人
の
住
む
部
屋
と
の
か
か
わ
り
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。 

 

も
と
も
と
彼
に
は
自
分
と
妻
の
関
係
が
、
安
定
し
た
家
庭
を
支
え
合
っ

て
い
る
と
い
う
よ
り
、「
い
つ
切
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
」
同
棲
者
の
関
係

に
近
い
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
。
ホ
テ
ル
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
細
工
を
見
る

よ
う
に
清
潔
で
淫
ら
な
感
じ
を
発
散
さ
せ
て
い
る
ピ
ン
ク
色
の
浴
室
を

内
側
に
抱
え
る
こ
の
ア
パ
ー
ト
の
空
間
構
成
は
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た

か
れ
ら
の
関
係
に
見
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
26
） 

 

「
ア
パ
ー
ト
の
空
間
構
成
」
と
「
か
れ
ら
の
関
係
」
の
対
応
は
し
か
し
、「
浴

室
」
の
み
な
ら
ず
よ
り
細
部
に
わ
た
っ
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
だ
ろ

う
。
た
と
え
ば
こ
の
家
が
「
六
畳
の
部
屋
と
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
チ
ン
」
の
「
二

間
だ
け
の
部
屋
」
で
あ
る
こ
と
に
は
重
大
な
意
味
が
あ
る
。
何
故
な
ら
「
細

胞
液
」
の
「
循
環
」
に
た
と
え
ら
れ
る
最
初
の
同
棲
生
活
で
住
ん
で
い
た
の

は
、「
一
間
の
ア
パ
ー
ト
」
だ
っ
た
か
ら
だ
。
い
ず
れ
「
三
間
の
家
」
に
引
っ

越
す
可
能
性
も
寿
夫
は
口
に
し
て
い
る
の
だ
が
、
二
人
だ
け
で
関
係
の
完
結

す
る
「
細
胞
液
」
の
「
循
環
」
が
「
一
間
の
ア
パ
ー
ト
」
に
お
い
て
繰
り
広

げ
ら
れ
、
そ
れ
よ
り
は
多
少
外
側
に
開
か
れ
た
「
平
衡
感
覚
」
が
「
二
間
」

と
い
う
以
前
よ
り
も
少
し
だ
け
広
い
部
屋
で
成
立
し
て
い
る
事
実
は
、
二
人

の
住
ん
で
い
る
部
屋
そ
の
も
の
が
、
推
移
す
る
夫
婦
の
関
係
へ
の
隠
喩
的
な

応
答
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。 

 

前
田
愛
が
指
摘
す
る
「
浴
室
」
に
つ
い
て
も
更
に
仔
細
な
分
析
が
可
能
だ

ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
一
間
の
ア
パ
ー
ト
」
に
住
ん
で
い
た
折
、
部
屋
に
は
「
も

ち
ろ
ん
風
呂
な
ど
は
な
」
く
、
二
人
は
銭
湯
に
通
っ
て
い
た
。「
畳
一
畳
ほ
ど

の
細
長
い
空
間
の
中
に
、
人
ひ
と
り
や
っ
と
入
れ
る
ほ
ど
の
ホ
ウ
ロ
ウ
び
き

の
浴
槽
と
、
ピ
ン
ク
の
タ
イ
ル
を
張
っ
た
洗
い
場
と
、
鏡
つ
き
の
洗
面
場
が
、

ま
る
で
ホ
テ
ル
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
細
工
の
よ
う
に
寸
分
の
無
駄
も
な
く
お
さ
ま

っ
て
い
る
」
と
描
写
さ
れ
る
「
浴
室
」
に
入
る
の
は
、「
二
間
」
の
部
屋
に
引

っ
越
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
一
種
の
逆
説
が
あ
る
。
と
い
う
の

も
、「
細
胞
液
」
の
「
循
環
」
の
時
に
訪
れ
て
い
た
銭
湯
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
他

人
へ
と
開
か
れ
た
場
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
こ
と
は
、
寿
夫
が
「
銭
湯
か
ら
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た
ち
が
演
じ
立
て
る
の
は
各
々
自
分
勝
手
に
何
か
を
始
め
、
途
絶
え
さ
せ
、

ま
た
始
め
る
こ
と
の
連
続
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
相
手
か
ま
わ
ず
、
事
か
ま

わ
ず
ど
な
り
ま
く
る
者
。
し
み
じ
み
と
口
説
き
は
じ
め
る
者
。
そ
れ
に
、
長

い
奇
声
を
発
し
な
が
ら
畑
の
中
へ
走
り
出
す
者
」
が
同
時
に
お
り
、
一
人
の

「
先
導
獣
」
に
よ
り
「
パ
ニ
ッ
ク
」
へ
向
け
て
全
員
が
一
致
す
る
な
ど
と
い

っ
た
光
景
は
見
ら
れ
な
い
し
、
仮
に
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、「
し
か
し
長
く
は

続
か
な
い
」
。
古
井
由
吉
が
展
開
し
て
き
た
「
群
れ
の
熱
狂
」
の
主
題
の
、
延

長
線
上
に
あ
る
小
説
と
し
て
「
妻
隠
」
を
捉
え
る
見
方
は
誤
り
な
の
で
は
な

い
か
、
と
の
推
測
が
こ
こ
か
ら
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。
延
長
線
上
と
言
う
よ
り

も
そ
れ
は
、
端
的
に
別
物
だ
と
言
う
方
が
正
し
い
の
だ
。
と
、
そ
の
よ
う
な

断
言
が
可
能
に
な
る
に
は
更
に
、
次
の
一
場
面
を
「
妻
隠
」
か
ら
引
い
て
お

く
必
要
が
あ
る
か
と
思
う
。
古
井
由
吉
が
従
来
描
い
て
き
た
の
と
同
質
の
「
群

れ
」
が
そ
こ
に
は
、
隣
家
に
住
む
男
た
ち
と
明
瞭
に
描
き
分
け
ら
れ
な
が
ら

確
か
に
登
場
し
て
い
る
の
だ
。
寿
夫
の
勤
め
先
の
「
同
僚
た
ち
」
の
こ
と
で

あ
る
。 

 
 

医
療
室
に
駆
け
こ
も
う
か
と
机
に
む
か
っ
て
思
案
し
て
い
る
う
ち
に
、

彼
は
誰
に
押
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
椅
子
か
ら
ず
る
ず
る
と
滑
り

落
ち
て
、
床
に
坐
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
同
僚
た
ち
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
寄

っ
て
来
て
、
彼
の
ま
わ
り
に
輪
を
つ
く
っ
た
。
彼
ら
は
す
ぐ
に
は
手
を

出
さ
ず
に
、
落
伍
者
を
憐
み
い
た
わ
る
目
つ
き
で
、
彼
に
む
か
っ
て
し

き
り
に
う
な
ず
い
て
い
た
。
《
そ
う
だ
よ
。
あ
ん
た
は
疲
れ
過
ぎ
た
よ
。

限
界
だ
よ
。
休
養
の
時
期
だ
よ
…
…
》
分
裂
騒
ぎ
の
真
最
中
に
は
互
い

に
目
を
吊
り
上
げ
て
い
が
み
あ
い
、
両
側
か
ら
彼
を
こ
づ
き
ま
わ
し
あ

っ
た
連
中
が
う
ち
揃
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
和
気
藹
々
と
、
床
に
坐
り
こ
ん

で
立
ち
上
が
れ
な
い
彼
を
見
ま
も
っ
て
い
る
。
や
が
て
彼
ら
は
被
保
護

者
と
な
っ
た
彼
を
賑
や
か
に
医
療
室
に
担
ぎ
こ
ん
だ
。 

  

寿
夫
が
自
宅
で
一
週
間
寝
込
む
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
描
く
一
幕
で

あ
る
。
か
つ
て
は
対
立
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
寄
っ
て

来
て
」、「
輪
を
つ
く
」
り
、「
う
ち
揃
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
和
気
藹
々
と
」
し
て

い
る
寿
夫
の
「
同
僚
た
ち
」
。「
落
伍
者
」「
被
保
護
者
」
が
出
現
す
る
や
彼
ら

は
、
「
分
裂
騒
ぎ
」
な
ぞ
あ
り
も
し
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
よ
う
に
、
「
憐
み

い
た
わ
る
目
つ
き
」
な
る
「
姿
勢
」
を
一
様
に
取
る
。
彼
ら
の
誰
一
人
と
し

て
「
唐
突
」
に
、「
て
ん
で
勝
手
に
」、「
出
鱈
目
に
」
動
き
出
す
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。
前
田
愛
の
述
べ
る
「
円
環
イ
メ
ー
ジ
」
を
、
彼
ら
が
「
彼
の
ま
わ

り
に
輪
を
つ
く
っ
た
」
と
い
う
か
た
ち
で
反
復
し
て
い
る
点
も
考
え
合
わ
せ

れ
ば
、「
群
れ
の
熱
狂
」
と
は
む
し
ろ
こ
の
「
同
僚
た
ち
」
の
こ
と
を
指
す
と

言
う
の
が
妥
当
だ
。
そ
し
て
、
同
じ
職
場
に
所
属
す
る
大
人
数
の
集
団
と
い

う
点
で
は
共
通
し
て
い
な
が
ら
、
こ
の
「
同
僚
た
ち
」
と
は
正
反
対
の
人
物
、

多
様
な
「
姿
勢
」
の
生
む
「
自
由
」
を
肯
う
存
在
と
し
て
一
篇
に
登
場
し
て

い
る
の
が
隣
家
の
男
た
ち
な
の
で
あ
る
。 

 

彼
ら
が
担
う
「
姿
勢
」
の
多
様
さ
を
、
寿
夫
と
礼
子
で
あ
れ
ば
「
平
衡
感

覚
」
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
懐
柔
す
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
寿
夫
と
礼
子
の

 
 

周
囲
に
は
、
二
人
が
旨
と
す
る
「
平
衡
感
覚
」
に
鋭
く
抵
触
す
る
あ
り
方
の

人
物
が
配
置
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
両
者
は
ど
う
か
か

わ
り
合
う
の
だ
ろ
う
か
。
男
た
ち
は
老
婆
ほ
ど
に
は
積
極
的
に
夫
婦
に
接
触

す
る
訳
で
は
な
く
、
ヒ
ロ
シ
を
除
い
て
は
、
屋
外
に
響
き
わ
た
る
声
と
し
て

の
み
表
象
さ
れ
る
こ
と
が
殆
ど
で
あ
る
。
老
婆
も
ま
た
結
末
に
再
登
場
す
る

時
に
は
「
窓
の
外
の
暗
闇
の
底
」
か
ら
の
声
と
化
し
て
い
る
。
こ
の
時
問
題

に
な
り
う
る
の
は
、
声
が
寿
夫
と
礼
子
と
に
伝
達
さ
れ
る
経
路
だ
。
音
声
は

ど
の
よ
う
に
し
て
夫
婦
の
耳
に
届
く
の
か
。
そ
の
点
に
つ
き
、
更
に
一
言
を

加
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。 

 

５ 
  

前
田
愛
は
寿
夫
と
礼
子
の
関
係
と
、
二
人
の
住
む
部
屋
と
の
か
か
わ
り
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。 

 

も
と
も
と
彼
に
は
自
分
と
妻
の
関
係
が
、
安
定
し
た
家
庭
を
支
え
合
っ

て
い
る
と
い
う
よ
り
、「
い
つ
切
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
」
同
棲
者
の
関
係

に
近
い
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
。
ホ
テ
ル
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
細
工
を
見
る

よ
う
に
清
潔
で
淫
ら
な
感
じ
を
発
散
さ
せ
て
い
る
ピ
ン
ク
色
の
浴
室
を

内
側
に
抱
え
る
こ
の
ア
パ
ー
ト
の
空
間
構
成
は
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た

か
れ
ら
の
関
係
に
見
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
26
） 

 

「
ア
パ
ー
ト
の
空
間
構
成
」
と
「
か
れ
ら
の
関
係
」
の
対
応
は
し
か
し
、「
浴

室
」
の
み
な
ら
ず
よ
り
細
部
に
わ
た
っ
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
だ
ろ

う
。
た
と
え
ば
こ
の
家
が
「
六
畳
の
部
屋
と
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
チ
ン
」
の
「
二

間
だ
け
の
部
屋
」
で
あ
る
こ
と
に
は
重
大
な
意
味
が
あ
る
。
何
故
な
ら
「
細

胞
液
」
の
「
循
環
」
に
た
と
え
ら
れ
る
最
初
の
同
棲
生
活
で
住
ん
で
い
た
の

は
、「
一
間
の
ア
パ
ー
ト
」
だ
っ
た
か
ら
だ
。
い
ず
れ
「
三
間
の
家
」
に
引
っ

越
す
可
能
性
も
寿
夫
は
口
に
し
て
い
る
の
だ
が
、
二
人
だ
け
で
関
係
の
完
結

す
る
「
細
胞
液
」
の
「
循
環
」
が
「
一
間
の
ア
パ
ー
ト
」
に
お
い
て
繰
り
広

げ
ら
れ
、
そ
れ
よ
り
は
多
少
外
側
に
開
か
れ
た
「
平
衡
感
覚
」
が
「
二
間
」

と
い
う
以
前
よ
り
も
少
し
だ
け
広
い
部
屋
で
成
立
し
て
い
る
事
実
は
、
二
人

の
住
ん
で
い
る
部
屋
そ
の
も
の
が
、
推
移
す
る
夫
婦
の
関
係
へ
の
隠
喩
的
な

応
答
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。 

 

前
田
愛
が
指
摘
す
る
「
浴
室
」
に
つ
い
て
も
更
に
仔
細
な
分
析
が
可
能
だ

ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
一
間
の
ア
パ
ー
ト
」
に
住
ん
で
い
た
折
、
部
屋
に
は
「
も

ち
ろ
ん
風
呂
な
ど
は
な
」
く
、
二
人
は
銭
湯
に
通
っ
て
い
た
。「
畳
一
畳
ほ
ど

の
細
長
い
空
間
の
中
に
、
人
ひ
と
り
や
っ
と
入
れ
る
ほ
ど
の
ホ
ウ
ロ
ウ
び
き

の
浴
槽
と
、
ピ
ン
ク
の
タ
イ
ル
を
張
っ
た
洗
い
場
と
、
鏡
つ
き
の
洗
面
場
が
、

ま
る
で
ホ
テ
ル
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
細
工
の
よ
う
に
寸
分
の
無
駄
も
な
く
お
さ
ま

っ
て
い
る
」
と
描
写
さ
れ
る
「
浴
室
」
に
入
る
の
は
、「
二
間
」
の
部
屋
に
引

っ
越
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
一
種
の
逆
説
が
あ
る
。
と
い
う
の

も
、「
細
胞
液
」
の
「
循
環
」
の
時
に
訪
れ
て
い
た
銭
湯
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
他

人
へ
と
開
か
れ
た
場
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
こ
と
は
、
寿
夫
が
「
銭
湯
か
ら
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戻
っ
て
来
た
礼
子
の
軀
を
、
す
ぐ
に
抱
き
寄
せ
る
」
際
に
「
大
勢
の
汗
の
に

お
い
」
め
い
た
も
の
を
感
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
逆
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
外
部
を
意
図
的
に
摂
取
し
よ
う
と
す
る
「
平
衡
感
覚
」
に
用
意
さ

れ
て
い
る
の
は
、
外
へ
の
経
路
を
遮
断
し
た
「
浴
室
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
ら
は
寿
夫
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
銭
湯
は
「
淫
ら
な
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
」
、

「
浴
室
」
は
「
じ
つ
に
細
か
い
神
経
が
行
き
届
い
て
い
て
、
な
に
か
淫
ら
な

感
じ
だ
」
と
感
じ
ら
れ
る
。
逆
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
吉
行
淳
之
介
の

疑
問
（
27
）
は
尤
も
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
こ
れ
は
一
篇
に
と
り
当
然
の
な
り

ゆ
き
だ
。「
大
勢
の
汗
の
に
お
い
」
が
「
淫
ら
な
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
」
と

肯
定
さ
れ
る
こ
と
は
、「
じ
っ
さ
い
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ろ
ん
な
人
間
を
内
側
に

抱
え
こ
ん
で
る
よ
う
だ
か
ら
な
」
と
呟
い
た
時
に
「
奇
妙
な
自
由
感
」
を
感

じ
る
の
に
も
似
て
、
後
の
二
人
を
特
徴
付
け
る
「
平
衡
感
覚
」
へ
と
通
じ
て

い
る
。
一
方
「
浴
室
」
は
、
か
つ
て
の
「
細
胞
液
」
の
「
循
環
」
の
如
き
生

活
に
通
じ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
人
工

的
に
再
現
し
て
い
る
が
た
め
に
よ
り
一
層
、「
淫
ら
な
感
じ
」
だ
と
、
銭
湯
と

は
正
反
対
に
捉
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
風
呂
は
こ
こ
で
、
現
時
点
の
で
は
な
く
、

こ
れ
か
ら
の
、
或
い
は
か
つ
て
の
夫
婦
の
関
係
を
暗
示
す
る
こ
と
で
、
部
屋

の
持
つ
隠
喩
の
機
能
を
時
間
的
な
方
向
へ
と
拡
張
し
て
い
る
の
だ
。 

 

ち
な
み
に
、
以
上
の
よ
う
に
作
中
人
物
と
そ
の
人
物
の
所
属
す
る
空
間
と

が
対
応
関
係
に
あ
る
の
は
何
も
、
寿
夫
と
礼
子
の
場
合
に
限
る
の
で
は
な
い
。

冒
頭
に
て
老
婆
が
「
夏
草
の
繁
み
を
搔
き
分
け
て
」
現
れ
る
「
林
」
は
、
実

際
に
は
「
わ
ず
か
五
十
坪
た
ら
ず
の
空
き
地
」
で
し
か
な
い
と
い
う
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
見
方
に
よ
っ
て
は
「
す
こ
し
ば
か
り
奥
行
き
の
あ
り
そ
う
な
林
」

と
な
り
、
そ
し
て
実
際
に
地
の
文
に
お
い
て
は
「
林
」
と
表
記
さ
れ
る
に
至

る
と
い
う
理
路
は
、
「
気
持
」
が
あ
ら
か
じ
め
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
姿
勢
」

に
よ
っ
て
「
気
持
」
な
ど
ど
う
と
で
も
作
り
う
る
と
い
う
老
婆
の
転
倒
的
な

あ
り
方
に
沿
う
も
の
だ
ろ
う
。
隣
家
の
男
た
ち
に
つ
い
て
は
一
事
を
更
に
明

瞭
に
指
摘
で
き
る
。
夫
婦
二
人
だ
け
で
住
む
狭
い
「
二
間
」
の
部
屋
と
は
反

対
に
、
男
た
ち
は
「
六
、
七
人
」
で
一
軒
家
に
住
ん
で
お
り
、
し
か
も
そ
の

家
は
、「
無
用
心
に
明
け
放
た
れ
た
玄
関
の
扉
か
ら
す
ぐ
脇
の
部
屋
が
ま
る
見

え
」
だ
。
対
し
て
、
夫
婦
の
住
ま
い
の
玄
関
は
次
の
よ
う
な
様
子
で
あ
る
。 

 

［
…
…
］
礼
子
が
調
理
台
に
む
か
っ
て
い
る
と
、
玄
関
口
で
御
用
聞
き

の
声
が
し
た
。
玄
関
口
と
は
い
っ
て
も
、
台
所
と
の
境
は
た
っ
た
一
枚

の
カ
ー
テ
ン
で
あ
り
、
お
ま
け
に
玄
関
の
扉
は
風
を
入
れ
る
た
め
に
明

け
っ
ぱ
な
し
で
、
と
き
ど
き
風
に
ま
く
れ
上
が
る
カ
ー
テ
ン
の
裾
か
ら
、

西
日
を
受
け
て
表
に
立
っ
て
い
る
御
用
聞
き
の
若
い
男
の
姿
が
寿
夫
の

寝
床
か
ら
も
見
え
た
。
流
し
の
と
こ
ろ
か
ら
で
も
、
た
い
し
て
大
き
な

声
も
出
さ
ず
に
用
事
は
片
づ
け
ら
れ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の

に
礼
子
は
ハ
イ
と
一
声
低
く
返
事
を
し
て
お
い
て
、
濡
れ
た
手
を
エ
プ

ロ
ン
で
て
い
ね
い
に
拭
き
、
鍋
の
ふ
た
を
ち
ょ
っ
と
持
ち
上
げ
て
火
加

減
を
見
て
、
そ
れ
か
ら
お
も
む
ろ
に
、
わ
ざ
わ
ざ
テ
ー
ブ
ル
の
遠
い
ほ

う
の
角
を
ま
わ
っ
て
カ
ー
テ
ン
の
ほ
う
に
向
か
っ
た
。
お
ま
け
に
カ
ー

テ
ン
の
陰
で
ま
た
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
片
手
で
髪
を
軽
く
な
ぜ
つ

 
 

け
た
。
そ
し
て
カ
ー
テ
ン
の
端
の
ほ
う
を
ほ
ん
の
少
し
明
け
て
す
う
っ

と
外
へ
出
て
、
す
ぐ
に
後
手
で
カ
ー
テ
ン
を
閉
じ
た
。 

  

そ
こ
に
は
外
か
ら
の
眼
差
し
を
遮
断
す
る
「
カ
ー
テ
ン
」
が
か
か
っ
て
い

る
。「
玄
関
の
扉
か
ら
す
ぐ
脇
の
部
屋
が
ま
る
見
え
」
の
家
と
の
対
照
性
は
明

ら
か
だ
。
そ
し
て
「
カ
ー
テ
ン
」
は
夫
婦
の
部
屋
に
も
う
一
枚
存
在
す
る
。 

 
 

明
け
は
な
た
れ
た
玄
関
口
の
扉
か
ら
、
生
ぬ
る
い
風
が
ダ
イ
ニ
ン
グ

キ
チ
ン
を
吹
き
抜
け
て
き
て
、
居
間
の
萌
黄
色
の
カ
ー
テ
ン
を
窓
の
外

に
む
か
っ
て
満
々
と
ふ
く
ら
ま
し
て
い
た
。
吹
き
通
し
の
中
で
礼
子
は

暑
が
り
の
白
い
軀
を
畳
の
上
に
ひ
ら
た
く
横
た
え
て
、
軽
く
立
て
た
膝

の
下
で
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
裾
を
風
に
な
ぶ
ら
せ
て
い
る
。 

 

「
と
き
ど
き
風
に
ま
く
れ
上
が
」
り
も
す
る
前
者
の
「
カ
ー
テ
ン
」
は
、
玄

関
を
寸
分
の
間
隙
も
な
く
閉
ざ
す
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
一
方
窓
を
覆
う

後
者
の
「
カ
ー
テ
ン
」
も
や
は
り
、
外
側
に
向
け
て
窓
を
完
全
に
開
け
放
つ

訳
で
も
な
く
、
さ
り
と
て
ま
っ
た
く
閉
ざ
し
き
っ
て
し
ま
う
訳
で
も
な
し
に
、

「
生
ぬ
る
い
風
」
を
部
屋
に
通
わ
せ
る
だ
ろ
う
。「
二
間
」
の
部
屋
が
、
外
部

を
招
き
入
れ
つ
つ
懐
柔
す
る
夫
婦
の
「
平
衡
感
覚
」
と
対
応
関
係
に
あ
る
こ

と
は
確
認
し
た
と
お
り
だ
が
、
一
事
は
何
よ
り
も
、
屋
外
に
対
し
て
開
放
的

で
も
あ
り
遮
断
的
で
も
あ
る
こ
れ
ら
「
カ
ー
テ
ン
」
に
よ
っ
て
、
部
屋
の
開

口
部
が
仕
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
拠
っ
て
い
る
。 

 

声
は
ど
の
よ
う
な
経
路
で
寿
夫
と
礼
子
に
届
く
の
か
、
と
、
先
に
そ
う
問

い
を
立
て
て
お
い
た
。
た
と
え
ば
外
に
響
き
わ
た
る
ヒ
ロ
シ
の
声
を
礼
子
が

「
耳
を
窓
の
ほ
う
へ
向
け
」
て
聞
く
よ
う
に
、
答
え
は
窓
を
通
じ
て
と
い
う

至
極
簡
単
な
も
の
と
な
る
の
だ
が
、
窓
に
は
無
論
、
右
の
如
く
「
カ
ー
テ
ン
」

が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
カ
ー
テ
ン
」
を
通
し
て
、
二
人
の
あ
い
だ
に

張
り
渡
さ
れ
た
「
平
衡
感
覚
」
は
外
部
の
声
を
摂
取
し
、
そ
し
て
懐
柔
す
る

の
で
あ
る
。
と
、
そ
う
断
言
す
る
時
、
で
は
一
体
、「
カ
ー
テ
ン
」
は
二
人
の

何
に
対
応
す
る
の
か
と
問
う
こ
と
は
十
分
に
可
能
だ
ろ
う
。「
二
間
」
の
部
屋

と
夫
婦
の
持
つ
「
平
衡
感
覚
」
と
が
重
な
り
合
う
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
以

上
、「
カ
ー
テ
ン
」
も
ま
た
、
夫
婦
の
関
係
の
何
が
し
か
に
相
当
す
る
と
見
て

よ
い
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。 

 

右
の
引
用
に
お
い
て
、
玄
関
と
窓
、
い
ず
れ
の
「
カ
ー
テ
ン
」
に
も
礼
子

の
姿
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
お
こ
う
。
こ
こ
か
ら

あ
る
推
測
が
可
能
に
な
る
。「
平
衡
感
覚
」
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
寿
夫
と
礼
子

の
関
係
に
お
い
て
、
外
部
に
対
す
る
「
カ
ー
テ
ン
」
の
役
割
を
果
た
す
の
は

礼
子
な
の
で
は
な
い
か
。
事
実
、
玄
関
の
「
カ
ー
テ
ン
」
は
、
寿
夫
が
家
を

出
入
り
す
る
際
に
は
そ
の
存
在
に
一
言
も
触
れ
ら
れ
な
い
の
だ
。
中
盤
に
寿

夫
が
外
出
す
る
場
面
な
ど
、
「
窓
の
カ
ー
テ
ン
は
じ
っ
と
垂
れ
て
動
か
な
い
。

薄
暗
さ
の
た
め
に
奥
行
き
を
ま
し
た
よ
う
に
見
え
る
台
所
の
む
こ
う
で
は
、

玄
関
口
の
カ
ー
テ
ン
が
遠
い
出
口
の
よ
う
に
薄
赤
く
染
ま
っ
て
い
る
」
と
事

前
に
印
象
的
に
描
写
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
部
屋
を
出
る
時
に
は
「
台
所
を
抜

け
て
玄
関
口
に
出
た
」
と
記
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
一
方
、
礼
子
が
部
屋
を
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け
た
。
そ
し
て
カ
ー
テ
ン
の
端
の
ほ
う
を
ほ
ん
の
少
し
明
け
て
す
う
っ

と
外
へ
出
て
、
す
ぐ
に
後
手
で
カ
ー
テ
ン
を
閉
じ
た
。 

  

そ
こ
に
は
外
か
ら
の
眼
差
し
を
遮
断
す
る
「
カ
ー
テ
ン
」
が
か
か
っ
て
い

る
。「
玄
関
の
扉
か
ら
す
ぐ
脇
の
部
屋
が
ま
る
見
え
」
の
家
と
の
対
照
性
は
明

ら
か
だ
。
そ
し
て
「
カ
ー
テ
ン
」
は
夫
婦
の
部
屋
に
も
う
一
枚
存
在
す
る
。 

 
 

明
け
は
な
た
れ
た
玄
関
口
の
扉
か
ら
、
生
ぬ
る
い
風
が
ダ
イ
ニ
ン
グ

キ
チ
ン
を
吹
き
抜
け
て
き
て
、
居
間
の
萌
黄
色
の
カ
ー
テ
ン
を
窓
の
外

に
む
か
っ
て
満
々
と
ふ
く
ら
ま
し
て
い
た
。
吹
き
通
し
の
中
で
礼
子
は

暑
が
り
の
白
い
軀
を
畳
の
上
に
ひ
ら
た
く
横
た
え
て
、
軽
く
立
て
た
膝

の
下
で
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
裾
を
風
に
な
ぶ
ら
せ
て
い
る
。 

 

「
と
き
ど
き
風
に
ま
く
れ
上
が
」
り
も
す
る
前
者
の
「
カ
ー
テ
ン
」
は
、
玄

関
を
寸
分
の
間
隙
も
な
く
閉
ざ
す
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
一
方
窓
を
覆
う

後
者
の
「
カ
ー
テ
ン
」
も
や
は
り
、
外
側
に
向
け
て
窓
を
完
全
に
開
け
放
つ

訳
で
も
な
く
、
さ
り
と
て
ま
っ
た
く
閉
ざ
し
き
っ
て
し
ま
う
訳
で
も
な
し
に
、

「
生
ぬ
る
い
風
」
を
部
屋
に
通
わ
せ
る
だ
ろ
う
。「
二
間
」
の
部
屋
が
、
外
部

を
招
き
入
れ
つ
つ
懐
柔
す
る
夫
婦
の
「
平
衡
感
覚
」
と
対
応
関
係
に
あ
る
こ

と
は
確
認
し
た
と
お
り
だ
が
、
一
事
は
何
よ
り
も
、
屋
外
に
対
し
て
開
放
的

で
も
あ
り
遮
断
的
で
も
あ
る
こ
れ
ら
「
カ
ー
テ
ン
」
に
よ
っ
て
、
部
屋
の
開

口
部
が
仕
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
拠
っ
て
い
る
。 

 

声
は
ど
の
よ
う
な
経
路
で
寿
夫
と
礼
子
に
届
く
の
か
、
と
、
先
に
そ
う
問

い
を
立
て
て
お
い
た
。
た
と
え
ば
外
に
響
き
わ
た
る
ヒ
ロ
シ
の
声
を
礼
子
が

「
耳
を
窓
の
ほ
う
へ
向
け
」
て
聞
く
よ
う
に
、
答
え
は
窓
を
通
じ
て
と
い
う

至
極
簡
単
な
も
の
と
な
る
の
だ
が
、
窓
に
は
無
論
、
右
の
如
く
「
カ
ー
テ
ン
」

が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
カ
ー
テ
ン
」
を
通
し
て
、
二
人
の
あ
い
だ
に

張
り
渡
さ
れ
た
「
平
衡
感
覚
」
は
外
部
の
声
を
摂
取
し
、
そ
し
て
懐
柔
す
る

の
で
あ
る
。
と
、
そ
う
断
言
す
る
時
、
で
は
一
体
、「
カ
ー
テ
ン
」
は
二
人
の

何
に
対
応
す
る
の
か
と
問
う
こ
と
は
十
分
に
可
能
だ
ろ
う
。「
二
間
」
の
部
屋

と
夫
婦
の
持
つ
「
平
衡
感
覚
」
と
が
重
な
り
合
う
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
以

上
、「
カ
ー
テ
ン
」
も
ま
た
、
夫
婦
の
関
係
の
何
が
し
か
に
相
当
す
る
と
見
て

よ
い
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。 

 

右
の
引
用
に
お
い
て
、
玄
関
と
窓
、
い
ず
れ
の
「
カ
ー
テ
ン
」
に
も
礼
子

の
姿
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
お
こ
う
。
こ
こ
か
ら

あ
る
推
測
が
可
能
に
な
る
。「
平
衡
感
覚
」
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
寿
夫
と
礼
子

の
関
係
に
お
い
て
、
外
部
に
対
す
る
「
カ
ー
テ
ン
」
の
役
割
を
果
た
す
の
は

礼
子
な
の
で
は
な
い
か
。
事
実
、
玄
関
の
「
カ
ー
テ
ン
」
は
、
寿
夫
が
家
を

出
入
り
す
る
際
に
は
そ
の
存
在
に
一
言
も
触
れ
ら
れ
な
い
の
だ
。
中
盤
に
寿

夫
が
外
出
す
る
場
面
な
ど
、
「
窓
の
カ
ー
テ
ン
は
じ
っ
と
垂
れ
て
動
か
な
い
。

薄
暗
さ
の
た
め
に
奥
行
き
を
ま
し
た
よ
う
に
見
え
る
台
所
の
む
こ
う
で
は
、

玄
関
口
の
カ
ー
テ
ン
が
遠
い
出
口
の
よ
う
に
薄
赤
く
染
ま
っ
て
い
る
」
と
事

前
に
印
象
的
に
描
写
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
部
屋
を
出
る
時
に
は
「
台
所
を
抜

け
て
玄
関
口
に
出
た
」
と
記
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
一
方
、
礼
子
が
部
屋
を
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出
入
り
す
る
際
は
「
カ
ー
テ
ン
の
端
の
ほ
う
を
ほ
ん
の
少
し
明
け
て
す
う
っ

と
外
へ
出
て
、
す
ぐ
に
後
手
で
カ
ー
テ
ン
を
閉
じ
」
た
り
、「
西
日
の
薄
く
射

す
玄
関
口
の
カ
ー
テ
ン
を
軀
で
押
し
分
け
て
」
入
っ
て
き
た
り
、「
カ
ー
テ
ン

の
端
か
ら
中
を
の
ぞ
き
こ
ん
だ
」
り
す
る
姿
が
頻
り
と
描
か
れ
る
。
尤
も
ゴ

ミ
を
外
に
捨
て
に
行
く
最
後
の
一
幕
は
例
外
で
、「
礼
子
は
負
け
ん
気
な
顔
つ

き
で
重
い
バ
ケ
ツ
を
両
手
に
抱
え
て
出
て
行
っ
た
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
の
場
面
に
は
し
か
し
、
わ
ざ
わ
ざ
「
昼
間
の
汗
に
ま
み
れ
た
ワ
ン
ピ
ー
ス

を
湯
上
り
の
肌
に
着
こ
」
む
礼
子
の
姿
を
見
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

「
ワ
ン
ピ
ー
ス
」。
こ
れ
こ
そ
は
礼
子
が
「
カ
ー
テ
ン
」
に
相
当
す
る
こ
と
を

示
す
最
大
の
細
部
に
他
な
ら
な
い
。
風
を
受
け
て
揺
れ
る
布
と
し
て
、
皮
膚

や
窓
と
い
っ
た
表
層
を
覆
う
布
と
し
て
、
「
ワ
ン
ピ
ー
ス
」
と
「
カ
ー
テ
ン
」

は
同
質
の
存
在
で
あ
る
か
ら
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
「
生
ぬ
る
い
風
」
は
「
居
間

の
萌
黄
色
の
カ
ー
テ
ン
を
窓
の
外
に
む
か
っ
て
満
々
と
ふ
く
ら
ま
」
す
と
同

時
に
、「
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
裾
」
を
も
過
た
ず
揺
ら
す
の
で
あ
る
。 

「
平
衡
感
覚
で
立
ち
止
ま
」
る
場
面
の
次
段
に
は
以
下
の
よ
う
な
連
鎖
を
観

察
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
寿
夫
と
礼
子
は
「
い
つ
の
ま
に
か
」
居
間
で
「
仰

向
け
に
か
え
っ
て
い
」
る
。「
と
き
お
り
、
カ
ー
テ
ン
が
風
を
は
ら
ん
で
ふ
く

ら
む
と
、
す
こ
し
風
上
に
横
た
わ
る
礼
子
の
細
い
髪
の
先
が
畳
の
上
を
流
れ

て
き
て
、
寿
夫
の
耳
の
あ
た
り
を
か
る
く
撫
ぜ
た
」
と
、「
カ
ー
テ
ン
」
と
礼

子
が
同
時
に
描
写
さ
れ
る
。
直
後
に
、「
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
裾
が
膝
か
ら
ず
り
落

ち
て
、
柔
ら
か
に
寄
っ
た
布
地
の
皺
の
中
か
ら
、
太
腿
の
内
側
の
蒼
白
さ
が

の
ぞ
い
て
い
る
」
と
「
ワ
ン
ピ
ー
ス
」
へ
の
言
及
が
あ
り
、
そ
こ
に
接
ぎ
木

し
て
、「
そ
の
時
、
吹
き
抜
け
る
風
の
中
に
、
彼
は
も
う
長
い
こ
と
忘
れ
て
い

た
に
お
い
を
嗅
ぎ
取
っ
た
よ
う
に
思
っ
た
。［
…
…
］
男
女
の
隠
っ
て
い
る
に

お
い
を
は
ら
ん
で
、
カ
ー
テ
ン
が
窓
の
外
に
む
か
っ
て
苦
し
そ
う
に
ふ
く
ら

む
よ
う
に
見
え
た
」
と
、「
カ
ー
テ
ン
」
の
「
ふ
く
ら
む
」
さ
ま
が
再
度
描
か

れ
る
。
以
上
か
ら
確
認
さ
れ
る
の
は
第
一
に
、「
カ
ー
テ
ン
」
と
「
ワ
ン
ピ
ー

ス
」
が
同
じ
場
面
の
中
で
ひ
と
つ
な
が
り
に
言
及
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
事
実

だ
が
、
も
う
一
点
逸
し
が
た
い
特
徴
と
し
て
、「
カ
ー
テ
ン
」
が
「
ふ
く
ら
む
」

と
い
う
表
現
が
一
篇
に
数
多
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に

呼
応
し
て
後
半
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
出
現
す
る
。 

 

礼
子
は
箪
笥
に
も
た
れ
て
な
に
か
陶
然
と
坐
り
つ
い
て
い
た
。
近
寄
っ

て
見
る
と
、
立
て
た
膝
を
両
腕
に
抱
え
こ
ん
で
、
ふ
く
ら
ま
し
た
ワ
ン

ピ
ー
ス
の
下
か
ら
豊
か
な
太
腿
を
ま
る
出
し
に
し
て
、
暗
が
り
の
中
に

目
を
と
ろ
ん
と
見
開
い
て
い
る
。 

  

こ
れ
ま
で
は
「
カ
ー
テ
ン
」
が
ま
と
っ
て
い
た
言
辞
を
付
さ
れ
て
、「
ふ
く

ら
ま
し
た
ワ
ン
ピ
ー
ス
」
と
形
容
さ
れ
る
そ
の
衣
服
。「
カ
ー
テ
ン
」
と
「
ワ

ン
ピ
ー
ス
」
の
同
質
性
が
こ
こ
に
強
烈
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、「
太

腿
の
内
側
の
蒼
白
さ
が
の
ぞ
い
て
い
る
」
、
「
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
下
か
ら
豊
か
な

太
腿
を
ま
る
出
し
に
し
」
て
い
る
と
い
っ
た
表
現
も
見
逃
し
が
た
い
も
の
と

な
る
だ
ろ
う
。「
カ
ー
テ
ン
」
が
窓
を
閉
ざ
す
と
同
時
に
完
全
に
は
閉
ざ
し
き

ら
ぬ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
ワ
ン
ピ
ー
ス
」
が
礼
子
の
、
多
く
の

 
 

場
合
は
「
白
い
」
と
形
容
さ
れ
る
肌
を
、
時
に
衣
服
の
役
割
を
破
棄
す
る
か

た
ち
で
積
極
的
に
露
出
さ
せ
る
こ
と
は
必
然
的
な
帰
結
だ
か
ら
だ
。 

 

隣
家
の
男
た
ち
の
中
に
ヒ
ロ
シ
と
い
う
人
物
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の

意
味
は
こ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
て
よ
い
。
ヒ
ロ
シ
は
礼
子
と
同
じ
「
東
北
育
ち
」

で
「
同
郷
人
」
だ
。
し
た
が
っ
て
夫
婦
が
揃
っ
て
窓
越
し
に
聞
き
取
る
ヒ
ロ

シ
の
「
東
北
な
ま
り
」
の
罵
詈
は
、
寿
夫
に
は
理
解
で
き
な
い
が
、
礼
子
に

は
意
味
が
わ
か
る
。
ま
た
寿
夫
は
作
中
で
桃
を
食
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
半

月
ほ
ど
前
に
礼
子
の
郷
里
か
ら
箱
に
つ
め
て
送
っ
て
き
た
桃
」
で
あ
る
と
寿

夫
は
思
い
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
実
は
そ
れ
は
「
と
っ
く
に
な
く
な
っ
て
」

お
り
、
寿
夫
が
口
に
し
て
い
る
の
は
ヒ
ロ
シ
が
「
病
気
見
舞
い
」
に
礼
子
へ

手
渡
し
た
、「
郷
里
の
桃
」
と
「
同
じ
桃
」
で
あ
る
こ
と
が
後
に
明
ら
か
と
な

る
。
要
す
る
に
ヒ
ロ
シ
は
礼
子
を
経
由
し
つ
つ
二
人
の
あ
い
だ
に
浸
透
す
る

よ
う
描
か
れ
る
人
物
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
礼
子
の
「
カ
ー
テ
ン
」
と
し
て

の
役
割
を
見
て
取
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
老
婆
に
対
し
て

も
時
に
同
様
の
役
割
を
担
う
こ
と
は
、
礼
子
が
老
婆
と
「
女
の
戦
線
を
張
」

っ
た
り
、
老
婆
を
「
追
い
払
わ
」
ず
に
そ
の
話
を
「
黙
っ
て
聞
い
て
い
た
」

り
す
る
場
面
か
ら
う
か
が
え
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
し
て
礼
子
は
、
外
部
と
適
宜
親
和
的
に
な
り
も
す
る
作
中

人
物
と
し
て
あ
る
。
が
、
事
は
こ
れ
だ
け
に
留
ま
り
は
し
な
い
。
礼
子
は
も

っ
と
別
様
に
、
一
篇
に
お
け
る
「
カ
ー
テ
ン
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か

に
見
え
る
。
最
後
に
そ
の
こ
と
を
検
討
し
よ
う
。 

 

６ 
 

 

不
吉
な
連
想
を
払
い
の
け
て
、
礼
子
は
ド
ア
に
鍵
を
さ
し
こ
ん
で
ま

わ
し
た
。
と
こ
ろ
が
錠
は
た
し
か
に
ま
わ
っ
た
の
に
、
把
手
を
引
く
と

び
く
り
と
も
動
か
な
い
。
不
思
議
に
思
っ
て
鍵
を
逆
に
ま
わ
し
て
、
た

め
し
に
ま
た
引
い
て
み
る
と
、
ド
ア
は
す
う
っ
と
手
前
に
明
い
た
。
日

頃
あ
れ
ほ
ど
注
意
し
て
い
る
の
に
鍵
を
か
け
ず
に
出
か
け
て
し
ま
っ
た

と
い
う
思
い
が
、
ま
ず
彼
女
を
動
揺
さ
せ
た
。 

 
 

十
歳
の
時
、
夏
の
終
り
の
、
や
は
り
こ
ん
な
時
刻
だ
っ
た
。
礼
子
は

部
屋
の
隅
の
箪
笥
に
も
た
れ
て
い
つ
ま
で
も
坐
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

大
工
が
家
に
入
っ
て
い
て
、
庭
か
ら
金
槌
や
鉋
の
音
や
、
男
た
ち
の
掛

け
声
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
離
れ
の
修
繕
か
何
か
で
、

家
の
人
は
そ
の
こ
と
で
忙
し
く
て
か
ま
っ
て
く
れ
な
い
。
姉
た
ち
は
さ

っ
さ
と
ど
こ
か
へ
遊
び
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
、
大
工
の
中
に

背
中
に
刺
青
を
し
た
男
が
い
て
、
そ
ん
な
も
の
生
ま
れ
て
初
め
て
見
た

の
で
怖
く
て
、
縁
側
の
障
子
も
ぴ
っ
た
り
閉
め
て
い
た
。 

  

大
筋
で
は
「
妻
隠
」
は
、
寿
夫
を
視
点
人
物
と
し
た
三
人
称
一
元
視
点
の

小
説
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
例
外
的
に
、
右
の
よ
う
に
礼
子
に
焦

点
化
し
、
そ
の
視
界
や
内
面
を
描
く
場
面
が
存
在
す
る
。
い
ず
れ
も
寿
夫
が

礼
子
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
寿
夫
視
点
に
回
収
さ
れ
る
の
で
、
視
点
の
一
貫
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場
合
は
「
白
い
」
と
形
容
さ
れ
る
肌
を
、
時
に
衣
服
の
役
割
を
破
棄
す
る
か

た
ち
で
積
極
的
に
露
出
さ
せ
る
こ
と
は
必
然
的
な
帰
結
だ
か
ら
だ
。 

 

隣
家
の
男
た
ち
の
中
に
ヒ
ロ
シ
と
い
う
人
物
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の

意
味
は
こ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
て
よ
い
。
ヒ
ロ
シ
は
礼
子
と
同
じ
「
東
北
育
ち
」

で
「
同
郷
人
」
だ
。
し
た
が
っ
て
夫
婦
が
揃
っ
て
窓
越
し
に
聞
き
取
る
ヒ
ロ

シ
の
「
東
北
な
ま
り
」
の
罵
詈
は
、
寿
夫
に
は
理
解
で
き
な
い
が
、
礼
子
に

は
意
味
が
わ
か
る
。
ま
た
寿
夫
は
作
中
で
桃
を
食
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
半

月
ほ
ど
前
に
礼
子
の
郷
里
か
ら
箱
に
つ
め
て
送
っ
て
き
た
桃
」
で
あ
る
と
寿

夫
は
思
い
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
実
は
そ
れ
は
「
と
っ
く
に
な
く
な
っ
て
」

お
り
、
寿
夫
が
口
に
し
て
い
る
の
は
ヒ
ロ
シ
が
「
病
気
見
舞
い
」
に
礼
子
へ

手
渡
し
た
、「
郷
里
の
桃
」
と
「
同
じ
桃
」
で
あ
る
こ
と
が
後
に
明
ら
か
と
な

る
。
要
す
る
に
ヒ
ロ
シ
は
礼
子
を
経
由
し
つ
つ
二
人
の
あ
い
だ
に
浸
透
す
る

よ
う
描
か
れ
る
人
物
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
礼
子
の
「
カ
ー
テ
ン
」
と
し
て

の
役
割
を
見
て
取
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
老
婆
に
対
し
て

も
時
に
同
様
の
役
割
を
担
う
こ
と
は
、
礼
子
が
老
婆
と
「
女
の
戦
線
を
張
」

っ
た
り
、
老
婆
を
「
追
い
払
わ
」
ず
に
そ
の
話
を
「
黙
っ
て
聞
い
て
い
た
」

り
す
る
場
面
か
ら
う
か
が
え
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
し
て
礼
子
は
、
外
部
と
適
宜
親
和
的
に
な
り
も
す
る
作
中

人
物
と
し
て
あ
る
。
が
、
事
は
こ
れ
だ
け
に
留
ま
り
は
し
な
い
。
礼
子
は
も

っ
と
別
様
に
、
一
篇
に
お
け
る
「
カ
ー
テ
ン
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か

に
見
え
る
。
最
後
に
そ
の
こ
と
を
検
討
し
よ
う
。 

 

６ 
 

 

不
吉
な
連
想
を
払
い
の
け
て
、
礼
子
は
ド
ア
に
鍵
を
さ
し
こ
ん
で
ま

わ
し
た
。
と
こ
ろ
が
錠
は
た
し
か
に
ま
わ
っ
た
の
に
、
把
手
を
引
く
と

び
く
り
と
も
動
か
な
い
。
不
思
議
に
思
っ
て
鍵
を
逆
に
ま
わ
し
て
、
た

め
し
に
ま
た
引
い
て
み
る
と
、
ド
ア
は
す
う
っ
と
手
前
に
明
い
た
。
日

頃
あ
れ
ほ
ど
注
意
し
て
い
る
の
に
鍵
を
か
け
ず
に
出
か
け
て
し
ま
っ
た

と
い
う
思
い
が
、
ま
ず
彼
女
を
動
揺
さ
せ
た
。 

 
 

十
歳
の
時
、
夏
の
終
り
の
、
や
は
り
こ
ん
な
時
刻
だ
っ
た
。
礼
子
は

部
屋
の
隅
の
箪
笥
に
も
た
れ
て
い
つ
ま
で
も
坐
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

大
工
が
家
に
入
っ
て
い
て
、
庭
か
ら
金
槌
や
鉋
の
音
や
、
男
た
ち
の
掛

け
声
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
離
れ
の
修
繕
か
何
か
で
、

家
の
人
は
そ
の
こ
と
で
忙
し
く
て
か
ま
っ
て
く
れ
な
い
。
姉
た
ち
は
さ

っ
さ
と
ど
こ
か
へ
遊
び
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
、
大
工
の
中
に

背
中
に
刺
青
を
し
た
男
が
い
て
、
そ
ん
な
も
の
生
ま
れ
て
初
め
て
見
た

の
で
怖
く
て
、
縁
側
の
障
子
も
ぴ
っ
た
り
閉
め
て
い
た
。 

  
大
筋
で
は
「
妻
隠
」
は
、
寿
夫
を
視
点
人
物
と
し
た
三
人
称
一
元
視
点
の

小
説
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
例
外
的
に
、
右
の
よ
う
に
礼
子
に
焦

点
化
し
、
そ
の
視
界
や
内
面
を
描
く
場
面
が
存
在
す
る
。
い
ず
れ
も
寿
夫
が

礼
子
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
寿
夫
視
点
に
回
収
さ
れ
る
の
で
、
視
点
の
一
貫
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性
が
揺
ら
ぐ
訳
で
は
な
い
が
、
単
な
る
会
話
文
と
は
峻
別
さ
れ
る
叙
述
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
こ
れ
は
一
体
何
な
の
か
。 

 

老
婆
を
経
由
し
て
一
篇
に
流
れ
込
ん
だ
、「
絶
望
的
な
裂
け
目
」
を
前
景
化

す
る
描
写
の
一
例
が
前
者
で
あ
る
。
後
者
は
礼
子
が
昔
語
っ
た
話
と
し
て
寿

夫
の
脳
裡
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
挿
話
だ
が
、
そ
こ
に
は
隣
家
の
男
た
ち
を

思
わ
せ
る
「
大
工
」
が
、
や
は
り
「
金
槌
や
鉋
の
音
」「
掛
け
声
」
な
ど
と
し

て
登
場
す
る
の
だ
し
、
回
想
の
き
っ
か
け
に
な
る
の
は
し
か
も
、
礼
子
が
隣

家
の
男
た
ち
の
「
酒
盛
り
」
の
声
に
耳
を
傾
け
る
姿
だ
。
要
す
る
に
、
礼
子

に
焦
点
化
す
る
こ
と
で
一
篇
に
流
入
す
る
事
物
は
老
婆
で
あ
り
男
た
ち
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
「
カ
ー
テ
ン
」
を
通
じ
て
室
内
に
浸
透
す
る
も
の
と
一
致
し

て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
夫
婦
の
関
係
に
お
い
て
礼
子
が
「
カ
ー
テ
ン
」
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
時
、
こ
こ
か
ら
以
下
の
よ
う
な
こ
と

が
言
え
は
し
な
い
か
。
礼
子
へ
の
二
度
の
焦
点
移
動
は
、
玄
関
と
窓
と
を
そ

れ
ぞ
れ
覆
っ
て
外
部
と
の
経
路
を
な
す
二
枚
の
「
カ
ー
テ
ン
」
に
対
応
す
る

の
だ
、
と
。
一
度
目
の
焦
点
移
動
に
「
カ
ー
テ
ン
の
端
か
ら
中
を
の
ぞ
き
こ

ん
だ
」
と
い
う
礼
子
の
動
作
が
含
ま
れ
る
こ
と
、
二
度
目
の
そ
れ
は
先
に
一

言
し
て
お
い
た
「
ふ
く
ら
ま
し
た
ワ
ン
ピ
ー
ス
」
な
る
表
現
を
伴
っ
た
礼
子

の
動
作
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
も
一
事
の
傍
証
と
な
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

礼
子
へ
の
焦
点
移
動
を
そ
の
内
側
に
含
み
持
つ
寿
夫
視
点
の
叙
述
こ
そ
は
、

二
枚
の
カ
ー
テ
ン
を
窓
と
玄
関
と
に
備
え
付
け
た
、
夫
婦
の
住
む
狭
い
「
二

間
」
の
部
屋
に
見
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
た

上
で
、
寿
夫
視
点
に
覆
わ
れ
た
一
篇
の
叙
述
が
ど
の
よ
う
に
「
二
間
」
の
部

屋
と
近
似
す
る
の
か
を
以
下
に
測
っ
て
お
く
。 

 

さ
し
あ
た
り
注
目
す
べ
き
な
の
は
、「
二
間
」
の
部
屋
の
空
間
的
な
狭
さ
に

対
応
す
る
、
一
篇
の
時
間
的
な
狭
さ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
こ
れ
は
、
日
曜

日
の
正
午
に
始
ま
り
夜
に
終
わ
る
、
僅
か
半
日
足
ら
ず
の
出
来
事
を
描
い
た

小
説
な
の
だ
。
し
か
し
狭
さ
を
生
む
原
因
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
一
篇
の

今
一
つ
の
特
徴
は
、
回
想
に
よ
り
、
過
去
の
挿
話
を
極
め
て
頻
繁
に
作
中
へ

と
織
り
込
む
点
に
あ
る
。
そ
の
模
様
を
出
来
う
る
限
り
追
っ
て
み
よ
う
。
序

盤
、
老
婆
と
会
話
を
し
て
い
る
時
に
、「
こ
の
一
週
間
、
会
社
を
休
ん
で
床
に

つ
い
て
い
る
間
に
」
と
前
置
き
し
て
、
隣
家
の
男
た
ち
の
最
近
の
様
子
に
つ

い
て
の
回
想
が
早
く
も
挟
ま
る
。
直
後
、「
去
年
の
春
」
と
時
間
を
指
定
し
て

ヒ
ロ
シ
を
め
ぐ
る
回
想
が
開
始
さ
れ
、「
去
年
の
夏
ご
ろ
」、「
冬
の
初
め
の
或

る
夜
」
と
経
過
す
る
。
そ
の
後
は
最
近
一
週
間
の
寿
夫
自
身
に
ま
つ
わ
る
回

想
が
集
中
す
る
。
ま
ず
は
「
事
の
始
ま
り
は
月
曜
の
朝
だ
っ
た
」
と
、
風
邪

を
引
い
た
当
日
の
出
来
事
が
語
ら
れ
る
。
現
在
時
に
返
っ
た
後
に
引
き
続
く

の
は
、
既
に
論
及
し
た
「
火
曜
の
午
後
」、「
同
じ
日
か
、
そ
の
翌
日
か
」、「
木

曜
の
夕
方
」
と
い
う
三
つ
の
回
想
だ
。
そ
し
て
寿
夫
が
再
び
月
曜
日
の
帰
宅

時
を
ふ
と
思
い
返
す
と
、
同
じ
日
の
出
来
事
が
今
度
は
礼
子
視
点
で
回
想
さ

れ
る
。
こ
れ
よ
り
後
は
更
に
時
間
を
遡
っ
て
回
想
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
五
年
半
前
の
同
棲
生
活
の
終
わ
り
と
、
結
婚
す
る
ま
で
の
半
年
間
の

こ
と
が
ま
ず
語
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
短
い
な
が
ら
、「
む
か
し
礼
子
の
ア
パ
ー

ト
か
ら
帰
っ
て
行
っ
た
時
」
を
寿
夫
は
思
い
出
す
。
同
棲
以
前
か
、
同
棲
終

了
後
の
半
年
間
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
礼
子
が
「
十
歳
の
時
、
夏

 
 

の
終
り
」
の
回
想
。
こ
れ
は
「
む
か
し
礼
子
か
ら
聞
い
た
話
」
を
寿
夫
が
思

い
出
す
と
い
う
か
た
ち
を
取
っ
て
い
る
た
め
、
回
想
の
内
側
で
更
に
回
想
す

る
と
い
う
複
雑
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
が
、
同
様
の
複
雑
さ
は
次
の
、
風
呂

場
に
纏
わ
る
場
面
に
も
看
取
さ
れ
る
。「
熱
が
引
い
て
か
ら
三
日
目
に
」
風
呂

に
入
っ
た
際
の
回
想
と
し
て
、「
五
年
前
」
に
初
め
て
そ
の
風
呂
場
を
目
撃
し

た
時
の
出
来
事
に
言
及
す
る
の
だ
。
し
か
も
そ
こ
か
ら
同
棲
生
活
の
頃
へ
と

も
う
一
段
階
時
間
は
遡
り
、
現
在
の
住
ま
い
で
の
生
活
が
始
ま
っ
て
か
ら
の

こ
と
に
及
ん
だ
上
で
、
よ
う
や
く
現
在
時
へ
と
回
帰
す
る
。
概
ね
以
上
が
一

篇
に
含
ま
れ
る
回
想
の
一
覧
で
あ
る
が
、
繰
り
返
し
強
調
す
れ
ば
こ
れ
は
、

半
日
程
度
の
現
在
し
か
持
た
な
い
小
説
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
斯
様
に
複
数

の
過
去
を
断
続
的
に
挟
み
込
む
こ
と
。
狭
さ
は
何
よ
り
も
こ
の
不
均
衡
に
よ

り
生
み
出
さ
れ
る
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
し
て
そ
れ
は
、「
濡
れ
た
と
こ

ろ
も
、
乾
い
た
と
こ
ろ
も
、
い
っ
し
ょ
く
た
に
押
し
こ
ま
れ
た
、
寸
分
の
遊

び
も
な
い
四
角
四
面
な
住
ま
い
だ
っ
た
」
と
描
写
さ
れ
る
、
寿
夫
と
礼
子
の

住
ま
う
狭
苦
し
い
部
屋
と
重
な
り
合
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。 

 

作
中
人
物
た
ち
の
造
形
と
相
互
の
関
係
。
彼
ら
が
住
ま
い
、
生
活
を
営
む

部
屋
。
そ
れ
ら
を
記
述
す
る
一
篇
の
叙
述
そ
れ
自
体
。
本
論
は
こ
こ
ま
で
で

こ
の
三
点
を
分
析
し
、
あ
る
環
流
的
な
関
係
を
そ
こ
に
見
出
し
た
こ
と
に
な

る
。
作
中
人
物
た
ち
の
造
形
が
一
篇
の
舞
台
と
な
る
空
間
を
必
然
的
に
生
み
、

そ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
空
間
が
叙
述
を
産
出
し
、
そ
の
逆
も
ま
た
真
で
あ
る

と
い
う
よ
う
な
関
係
を
諸
細
部
が
結
ん
で
い
る
小
説
と
し
て
「
妻
隠
」
は
立

ち
現
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
家
屋
の
構
造
や
叙
述
の

あ
り
よ
う
を
さ
え
規
定
し
て
、
一
篇
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
そ
の
影
響
を
波
及

さ
せ
る
「
平
衡
感
覚
」
に
鑑
み
、
一
篇
の
結
末
は
、
至
極
真
っ
当
な
も
の
と

な
る
だ
ろ
う
。 

 
 

暗
闇
の
奥
で
老
婆
の
し
き
り
に
さ
さ
や
き
か
け
る
声
と
、
ウ
ッ
ウ
ッ

と
ヒ
ロ
シ
の
不
器
用
に
う
な
ず
く
声
と
が
、
長
い
こ
と
細
々
と
続
い
た
。 

 

そ
れ
を
耳
に
し
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
、
礼
子
は
夫
の
腕
の
中
で

う
っ
す
ら
と
目
を
閉
じ
て
い
た
。 

  

こ
の
結
末
に
対
し
て
た
と
え
ば
、「
夫
婦
の
抱
擁
の
時
で
さ
え
も
、
猥
雑
な

他
者
の
声
が
平
気
で
侵
入
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
結
末
で
は
、
ア
パ

ー
ト
と
い
う
空
間
に
於
け
る
新
婚
生
活
の
実
態
を
強
調
し
て
イ
ロ
ニ
カ
ル
に

描
き
出
し
て
い
る
」（
28
）
な
ど
と
否
定
的
な
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
慎
み
た

い
と
思
う
。
窓
を
通
じ
て
部
屋
に
入
り
込
む
外
部
の
声
こ
そ
が
夫
婦
の
仲
を

よ
り
安
定
さ
せ
る
、
と
い
う
の
が
二
人
の
「
平
衡
感
覚
」
で
あ
る
以
上
、
夫

婦
が
最
も
親
密
に
な
る
一
場
面
に
お
き
そ
の
背
景
に
響
き
わ
た
る
声
と
は
、

夫
婦
に
多
大
に
奏
功
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
こ
れ

は
一
点
の
曇
り
な
し
に
幸
福
な
結
末
な
の
で
あ
る
。 

 

だ
が
、
斯
様
に
幸
福
を
も
た
ら
し
て
間
然
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
「
平
衡
感

覚
」
は
、
後
の
古
井
由
吉
に
は
奏
功
し
な
い
も
の
と
な
る
。 

 

そ
う
断
言
し
う
る
の
は
、
一
篇
に
お
け
る
「
平
衡
感
覚
」
と
「
細
胞
液
」

と
い
う
二
種
類
の
比
喩
が
そ
の
ま
ま
、「
妻
隠
」
と
「
杳
子
」
と
い
う
二
つ
の
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性
が
揺
ら
ぐ
訳
で
は
な
い
が
、
単
な
る
会
話
文
と
は
峻
別
さ
れ
る
叙
述
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
こ
れ
は
一
体
何
な
の
か
。 

 

老
婆
を
経
由
し
て
一
篇
に
流
れ
込
ん
だ
、「
絶
望
的
な
裂
け
目
」
を
前
景
化

す
る
描
写
の
一
例
が
前
者
で
あ
る
。
後
者
は
礼
子
が
昔
語
っ
た
話
と
し
て
寿

夫
の
脳
裡
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
挿
話
だ
が
、
そ
こ
に
は
隣
家
の
男
た
ち
を

思
わ
せ
る
「
大
工
」
が
、
や
は
り
「
金
槌
や
鉋
の
音
」「
掛
け
声
」
な
ど
と
し

て
登
場
す
る
の
だ
し
、
回
想
の
き
っ
か
け
に
な
る
の
は
し
か
も
、
礼
子
が
隣

家
の
男
た
ち
の
「
酒
盛
り
」
の
声
に
耳
を
傾
け
る
姿
だ
。
要
す
る
に
、
礼
子

に
焦
点
化
す
る
こ
と
で
一
篇
に
流
入
す
る
事
物
は
老
婆
で
あ
り
男
た
ち
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
「
カ
ー
テ
ン
」
を
通
じ
て
室
内
に
浸
透
す
る
も
の
と
一
致
し

て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
夫
婦
の
関
係
に
お
い
て
礼
子
が
「
カ
ー
テ
ン
」
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
時
、
こ
こ
か
ら
以
下
の
よ
う
な
こ
と

が
言
え
は
し
な
い
か
。
礼
子
へ
の
二
度
の
焦
点
移
動
は
、
玄
関
と
窓
と
を
そ

れ
ぞ
れ
覆
っ
て
外
部
と
の
経
路
を
な
す
二
枚
の
「
カ
ー
テ
ン
」
に
対
応
す
る

の
だ
、
と
。
一
度
目
の
焦
点
移
動
に
「
カ
ー
テ
ン
の
端
か
ら
中
を
の
ぞ
き
こ

ん
だ
」
と
い
う
礼
子
の
動
作
が
含
ま
れ
る
こ
と
、
二
度
目
の
そ
れ
は
先
に
一

言
し
て
お
い
た
「
ふ
く
ら
ま
し
た
ワ
ン
ピ
ー
ス
」
な
る
表
現
を
伴
っ
た
礼
子

の
動
作
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
も
一
事
の
傍
証
と
な
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

礼
子
へ
の
焦
点
移
動
を
そ
の
内
側
に
含
み
持
つ
寿
夫
視
点
の
叙
述
こ
そ
は
、

二
枚
の
カ
ー
テ
ン
を
窓
と
玄
関
と
に
備
え
付
け
た
、
夫
婦
の
住
む
狭
い
「
二

間
」
の
部
屋
に
見
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
た

上
で
、
寿
夫
視
点
に
覆
わ
れ
た
一
篇
の
叙
述
が
ど
の
よ
う
に
「
二
間
」
の
部

屋
と
近
似
す
る
の
か
を
以
下
に
測
っ
て
お
く
。 

 

さ
し
あ
た
り
注
目
す
べ
き
な
の
は
、「
二
間
」
の
部
屋
の
空
間
的
な
狭
さ
に

対
応
す
る
、
一
篇
の
時
間
的
な
狭
さ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
こ
れ
は
、
日
曜

日
の
正
午
に
始
ま
り
夜
に
終
わ
る
、
僅
か
半
日
足
ら
ず
の
出
来
事
を
描
い
た

小
説
な
の
だ
。
し
か
し
狭
さ
を
生
む
原
因
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
一
篇
の

今
一
つ
の
特
徴
は
、
回
想
に
よ
り
、
過
去
の
挿
話
を
極
め
て
頻
繁
に
作
中
へ

と
織
り
込
む
点
に
あ
る
。
そ
の
模
様
を
出
来
う
る
限
り
追
っ
て
み
よ
う
。
序

盤
、
老
婆
と
会
話
を
し
て
い
る
時
に
、「
こ
の
一
週
間
、
会
社
を
休
ん
で
床
に

つ
い
て
い
る
間
に
」
と
前
置
き
し
て
、
隣
家
の
男
た
ち
の
最
近
の
様
子
に
つ

い
て
の
回
想
が
早
く
も
挟
ま
る
。
直
後
、「
去
年
の
春
」
と
時
間
を
指
定
し
て

ヒ
ロ
シ
を
め
ぐ
る
回
想
が
開
始
さ
れ
、「
去
年
の
夏
ご
ろ
」、「
冬
の
初
め
の
或

る
夜
」
と
経
過
す
る
。
そ
の
後
は
最
近
一
週
間
の
寿
夫
自
身
に
ま
つ
わ
る
回

想
が
集
中
す
る
。
ま
ず
は
「
事
の
始
ま
り
は
月
曜
の
朝
だ
っ
た
」
と
、
風
邪

を
引
い
た
当
日
の
出
来
事
が
語
ら
れ
る
。
現
在
時
に
返
っ
た
後
に
引
き
続
く

の
は
、
既
に
論
及
し
た
「
火
曜
の
午
後
」、「
同
じ
日
か
、
そ
の
翌
日
か
」、「
木

曜
の
夕
方
」
と
い
う
三
つ
の
回
想
だ
。
そ
し
て
寿
夫
が
再
び
月
曜
日
の
帰
宅

時
を
ふ
と
思
い
返
す
と
、
同
じ
日
の
出
来
事
が
今
度
は
礼
子
視
点
で
回
想
さ

れ
る
。
こ
れ
よ
り
後
は
更
に
時
間
を
遡
っ
て
回
想
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
五
年
半
前
の
同
棲
生
活
の
終
わ
り
と
、
結
婚
す
る
ま
で
の
半
年
間
の

こ
と
が
ま
ず
語
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
短
い
な
が
ら
、「
む
か
し
礼
子
の
ア
パ
ー

ト
か
ら
帰
っ
て
行
っ
た
時
」
を
寿
夫
は
思
い
出
す
。
同
棲
以
前
か
、
同
棲
終

了
後
の
半
年
間
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
礼
子
が
「
十
歳
の
時
、
夏

 
 

の
終
り
」
の
回
想
。
こ
れ
は
「
む
か
し
礼
子
か
ら
聞
い
た
話
」
を
寿
夫
が
思

い
出
す
と
い
う
か
た
ち
を
取
っ
て
い
る
た
め
、
回
想
の
内
側
で
更
に
回
想
す

る
と
い
う
複
雑
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
が
、
同
様
の
複
雑
さ
は
次
の
、
風
呂

場
に
纏
わ
る
場
面
に
も
看
取
さ
れ
る
。「
熱
が
引
い
て
か
ら
三
日
目
に
」
風
呂

に
入
っ
た
際
の
回
想
と
し
て
、「
五
年
前
」
に
初
め
て
そ
の
風
呂
場
を
目
撃
し

た
時
の
出
来
事
に
言
及
す
る
の
だ
。
し
か
も
そ
こ
か
ら
同
棲
生
活
の
頃
へ
と

も
う
一
段
階
時
間
は
遡
り
、
現
在
の
住
ま
い
で
の
生
活
が
始
ま
っ
て
か
ら
の

こ
と
に
及
ん
だ
上
で
、
よ
う
や
く
現
在
時
へ
と
回
帰
す
る
。
概
ね
以
上
が
一

篇
に
含
ま
れ
る
回
想
の
一
覧
で
あ
る
が
、
繰
り
返
し
強
調
す
れ
ば
こ
れ
は
、

半
日
程
度
の
現
在
し
か
持
た
な
い
小
説
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
斯
様
に
複
数

の
過
去
を
断
続
的
に
挟
み
込
む
こ
と
。
狭
さ
は
何
よ
り
も
こ
の
不
均
衡
に
よ

り
生
み
出
さ
れ
る
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
し
て
そ
れ
は
、「
濡
れ
た
と
こ

ろ
も
、
乾
い
た
と
こ
ろ
も
、
い
っ
し
ょ
く
た
に
押
し
こ
ま
れ
た
、
寸
分
の
遊

び
も
な
い
四
角
四
面
な
住
ま
い
だ
っ
た
」
と
描
写
さ
れ
る
、
寿
夫
と
礼
子
の

住
ま
う
狭
苦
し
い
部
屋
と
重
な
り
合
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。 

 

作
中
人
物
た
ち
の
造
形
と
相
互
の
関
係
。
彼
ら
が
住
ま
い
、
生
活
を
営
む

部
屋
。
そ
れ
ら
を
記
述
す
る
一
篇
の
叙
述
そ
れ
自
体
。
本
論
は
こ
こ
ま
で
で

こ
の
三
点
を
分
析
し
、
あ
る
環
流
的
な
関
係
を
そ
こ
に
見
出
し
た
こ
と
に
な

る
。
作
中
人
物
た
ち
の
造
形
が
一
篇
の
舞
台
と
な
る
空
間
を
必
然
的
に
生
み
、

そ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
空
間
が
叙
述
を
産
出
し
、
そ
の
逆
も
ま
た
真
で
あ
る

と
い
う
よ
う
な
関
係
を
諸
細
部
が
結
ん
で
い
る
小
説
と
し
て
「
妻
隠
」
は
立

ち
現
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
家
屋
の
構
造
や
叙
述
の

あ
り
よ
う
を
さ
え
規
定
し
て
、
一
篇
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
そ
の
影
響
を
波
及

さ
せ
る
「
平
衡
感
覚
」
に
鑑
み
、
一
篇
の
結
末
は
、
至
極
真
っ
当
な
も
の
と

な
る
だ
ろ
う
。 

 
 

暗
闇
の
奥
で
老
婆
の
し
き
り
に
さ
さ
や
き
か
け
る
声
と
、
ウ
ッ
ウ
ッ

と
ヒ
ロ
シ
の
不
器
用
に
う
な
ず
く
声
と
が
、
長
い
こ
と
細
々
と
続
い
た
。 

 

そ
れ
を
耳
に
し
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
、
礼
子
は
夫
の
腕
の
中
で

う
っ
す
ら
と
目
を
閉
じ
て
い
た
。 

  

こ
の
結
末
に
対
し
て
た
と
え
ば
、「
夫
婦
の
抱
擁
の
時
で
さ
え
も
、
猥
雑
な

他
者
の
声
が
平
気
で
侵
入
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
結
末
で
は
、
ア
パ

ー
ト
と
い
う
空
間
に
於
け
る
新
婚
生
活
の
実
態
を
強
調
し
て
イ
ロ
ニ
カ
ル
に

描
き
出
し
て
い
る
」（
28
）
な
ど
と
否
定
的
な
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
慎
み
た

い
と
思
う
。
窓
を
通
じ
て
部
屋
に
入
り
込
む
外
部
の
声
こ
そ
が
夫
婦
の
仲
を

よ
り
安
定
さ
せ
る
、
と
い
う
の
が
二
人
の
「
平
衡
感
覚
」
で
あ
る
以
上
、
夫

婦
が
最
も
親
密
に
な
る
一
場
面
に
お
き
そ
の
背
景
に
響
き
わ
た
る
声
と
は
、

夫
婦
に
多
大
に
奏
功
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
こ
れ

は
一
点
の
曇
り
な
し
に
幸
福
な
結
末
な
の
で
あ
る
。 

 
だ
が
、
斯
様
に
幸
福
を
も
た
ら
し
て
間
然
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
「
平
衡
感

覚
」
は
、
後
の
古
井
由
吉
に
は
奏
功
し
な
い
も
の
と
な
る
。 

 

そ
う
断
言
し
う
る
の
は
、
一
篇
に
お
け
る
「
平
衡
感
覚
」
と
「
細
胞
液
」

と
い
う
二
種
類
の
比
喩
が
そ
の
ま
ま
、「
妻
隠
」
と
「
杳
子
」
と
い
う
二
つ
の
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小
説
の
特
徴
を
言
い
表
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
老
婆
や
隣

家
の
男
た
ち
と
い
っ
た
外
部
が
寿
夫
と
礼
子
の
周
囲
に
頻
り
と
描
き
込
ま
れ

る
「
妻
隠
」
に
比
べ
て
、「
杳
子
」
は
「
彼
」
と
杳
子
の
関
係
に
筆
の
大
半
が

費
や
さ
れ
て
あ
る
。
先
行
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
本
論
冒
頭
に
て
確
認
し
た

二
篇
の
こ
の
関
係
は
、
内
部
の
安
定
の
た
め
に
外
部
の
侵
入
を
適
宜
必
要
と

す
る
「
平
衡
感
覚
」
と
、
外
部
の
遮
断
を
こ
そ
旨
と
す
る
「
細
胞
液
」
の
「
循

環
」
と
い
う
、「
妻
隠
」
中
に
書
き
込
ま
れ
た
夫
婦
の
二
つ
の
あ
り
よ
う
に
相

当
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
古
井
由
吉
は
こ
の
後
、「
細
胞
液
」
の
「
循

環
」
を
基
調
と
す
る
「
杳
子
」
の
延
長
線
上
に
こ
そ
自
身
の
作
歴
を
積
み
上

げ
て
い
く
の
だ
。
す
な
わ
ち
、『
行
隠
れ
』（
29
）、『
櫛
の
火
』（
30
）、『
聖
』

（
31
）、『
女
た
ち
の
家
』（
32
）、『
栖
』（
33
）、『
親
』（
34
）、
と
続
く
長
編

小
説
群
に
お
い
て
描
か
れ
る
の
も
ま
た
、「
細
胞
液
」
の
「
循
環
」
に
擬
せ
ら

れ
る
よ
う
な
、
時
に
狂
気
へ
と
滑
り
落
ち
て
い
き
も
す
る
息
詰
ま
る
二
者
の

関
係
な
の
で
あ
る
。 

「
妻
隠
」
に
登
場
し
た
男
た
ち
が
体
現
す
る
「
自
由
」
な
あ
り
方
は
、
そ
こ

か
ら
は
当
然
姿
を
消
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
自
由
」
を
受
け
入
れ
つ
つ
懐

柔
す
る
戦
略
と
し
て
の
「
平
衡
感
覚
」
も
無
論
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

つ
ま
り
「
妻
隠
」
に
精
彩
を
与
え
て
い
た
諸
要
素
の
大
半
が
、「
妻
隠
」
以
後

に
書
か
れ
た
小
説
に
あ
っ
て
は
古
井
由
吉
当
人
の
手
に
よ
り
破
棄
さ
れ
て
い

る
の
だ
。 

 

「
杳
子
」
の
世
界
に
と
ど
ま
る
と
な
る
と
、
多
少
の
不
安
を
感
じ
な
い

で
も
な
い
が
、「
妻
隠
」
の
方
向
に
の
び
て
い
く
と
な
れ
ば
、
こ
の
作
者

に
は
洋
々
た
る
将
来
が
約
束
さ
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。 

  

芥
川
賞
の
選
評
で
そ
う
丹
羽
文
雄
は
述
べ
て
い
る
（
35
）。
こ
の
選
評
に
誤

り
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
「
杳
子
」
の
世
界
に
と
ど
ま
」
っ
て
な
お
、
古
井
由

吉
が
「
洋
々
た
る
将
来
」
を
歩
み
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
「
妻
隠
」
は
そ
の
時
、

古
井
由
吉
に
或
い
は
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
、
し
か
し
現
実
に
は
実
現
す

る
こ
と
の
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
「
将
来
」
を
示
す
小
説
と
し
て
、
「
杳
子
」

と
い
う
輝
か
し
い
代
表
作
の
裏
側
に
孤
独
に
佇
む
ば
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。 

   

註 （
１
）「
文
芸
」
一
九
七
〇
年
八
月
号
。 

（
２
）「
文
芸
春
秋
」
一
九
七
一
年
三
月
号
。 

（
３
）「
群
像
」
一
九
七
〇
年
十
一
月
号
。 

（
４
）
「
古
井
由
吉
文
学
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
、
「
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
」

一
九
八
八
年
八
月
号
。 

（
５
）『
杳
子 

妻
隠
』、
一
九
七
一
年
一
月
、
河
出
書
房
新
社
。 

（
６
）「
解
説
」、
新
潮
文
庫
版
『
杳
子
・
妻
隠
』、
一
九
七
九
年
十
二
月
。 

（
７
）「
模
写
か
ら
構
築
へ
」、「
群
像
」
一
九
七
一
年
十
二
月
。 

（
８
）「
愛
の
行
方
に
つ
い
て
―
―
古
井
由
吉
論
」、「
新
潮
」
一
九
七
八
年
六

 
 

月
号
。 

（
９
）
佐
伯
彰
一
・
丸
谷
才
一
・
上
田
三
四
二
「
創
作
合
評
」
、
「
群
像
」
一

九
七
〇
年
十
二
月
号
。 

（
10
）
前
掲
合
評
。 

（
11
）
大
久
保
典
夫
「
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
地
平
へ
」、「
国
文
学 

解
釈
と
鑑

賞
」
一
九
七
七
年
三
月
号
。 

（
12
）
磯
田
光
一
、
池
内
輝
雄
、
栗
坪
良
樹
、
山
田
有
策
「
共
同
討
議 

〈
内

向
の
世
代
〉
以
後
」、「
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
一
九
八
〇
年
四
月
号
。 

（
13
）
中
西
進
「「
妻
隠
」
に
つ
い
て
」、「
昭
和
文
学
研
究
」
第
十
一
集
、
一

九
八
五
年
七
月
。 

（
14
）
和
田
勉
「
古
井
由
吉
「
妻
隠
」
論
」、
「
福
岡
女
子
短
大
紀
要
」
四
十

二
号
、
一
九
九
一
年
十
二
月
。 

（
15
）
上
田
正
行
「
『
妻
隠
』
―
―
新
開
地
と
い
う
異
和
」、『
古
井
由
吉
初
期

作
品
研
究
』、
一
九
九
四
年
四
月
、
金
沢
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
上
田
研
究

室
。 

（
16
）
和
田
勉
「
古
井
由
吉
論
―
―
〈
空
間
〉
へ
の
こ
だ
わ
り
と
〈
音
声
〉

の
重
層
性
を
め
ぐ
っ
て
」、「
九
州
産
業
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
」
第
六
号
、

一
九
九
六
年
七
月
。 

（
17
）「
イ
マ
ジ
ス
ト
の
陥
穽
―
―
古
井
由
吉
」
、「
三
田
文
学
」
一
九
七
三
年

八
月
号
。 

（
18
）「
閉
ざ
さ
れ
た
る
熱
狂
―
―
古
井
由
吉
論
」、「
文
芸
」
一
九
七
一
年
四

月
号
。 

（
19
）
土
屋
佳
彦
「
古
井
由
吉
『
妻
隠
』
論
」、「
文
学
と
教
育
」、
一
九
九
五

年
十
二
月
。 

（
20
）「
新
潮
」
一
九
七
〇
年
五
月
号
。 

（
21
）「
海
」
一
九
七
〇
年
二
月
号
。 

（
22
）
前
掲
論
文
。 

（
23
）「
海
」
一
九
六
九
年
八
月
号
。 

（
24
）
「
空
間
の
文
学
へ
」
、
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
、
一
九
八
二
年
十

二
月
、
筑
摩
書
房
。 

（
25
）「
白
描
」
一
九
六
八
年
十
一
月
。 

（
26
）
前
掲
論
文
。 

（
27
）「「
淫
ら
」
と
い
う
言
葉
」、「
文
芸
」
一
九
七
一
年
三
月
号
。 

（
28
）
和
田
勉
「
古
井
由
吉
「
妻
隠
」
論
」、
「
福
岡
女
子
短
大
紀
要
」
四
十

二
号
、
一
九
九
一
年
十
二
月
。 

（
29
）
一
九
七
二
年
三
月
、
河
出
書
房
新
社
。 

（
30
）
一
九
七
四
年
十
二
月
、
河
出
書
房
新
社
。 

（
31
）
一
九
七
六
年
五
月
、
新
潮
社
。 

（
32
）
一
九
七
七
年
二
月
、
中
央
公
論
社
。 

（
33
）
一
九
七
九
年
十
一
月
、
平
凡
社
。 

（
34
）
一
九
八
〇
年
十
二
月
、
平
凡
社
。 

（
35
）「
文
芸
春
秋
」
一
九
七
一
年
三
月
号
。 
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月
号
。 

（
９
）
佐
伯
彰
一
・
丸
谷
才
一
・
上
田
三
四
二
「
創
作
合
評
」
、
「
群
像
」
一

九
七
〇
年
十
二
月
号
。 

（
10
）
前
掲
合
評
。 

（
11
）
大
久
保
典
夫
「
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
地
平
へ
」、「
国
文
学 

解
釈
と
鑑

賞
」
一
九
七
七
年
三
月
号
。 

（
12
）
磯
田
光
一
、
池
内
輝
雄
、
栗
坪
良
樹
、
山
田
有
策
「
共
同
討
議 

〈
内

向
の
世
代
〉
以
後
」、「
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
一
九
八
〇
年
四
月
号
。 

（
13
）
中
西
進
「「
妻
隠
」
に
つ
い
て
」、「
昭
和
文
学
研
究
」
第
十
一
集
、
一

九
八
五
年
七
月
。 

（
14
）
和
田
勉
「
古
井
由
吉
「
妻
隠
」
論
」、
「
福
岡
女
子
短
大
紀
要
」
四
十

二
号
、
一
九
九
一
年
十
二
月
。 

（
15
）
上
田
正
行
「
『
妻
隠
』
―
―
新
開
地
と
い
う
異
和
」、『
古
井
由
吉
初
期

作
品
研
究
』、
一
九
九
四
年
四
月
、
金
沢
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
上
田
研
究

室
。 

（
16
）
和
田
勉
「
古
井
由
吉
論
―
―
〈
空
間
〉
へ
の
こ
だ
わ
り
と
〈
音
声
〉

の
重
層
性
を
め
ぐ
っ
て
」、「
九
州
産
業
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
」
第
六
号
、

一
九
九
六
年
七
月
。 

（
17
）「
イ
マ
ジ
ス
ト
の
陥
穽
―
―
古
井
由
吉
」
、「
三
田
文
学
」
一
九
七
三
年

八
月
号
。 

（
18
）「
閉
ざ
さ
れ
た
る
熱
狂
―
―
古
井
由
吉
論
」、「
文
芸
」
一
九
七
一
年
四

月
号
。 

（
19
）
土
屋
佳
彦
「
古
井
由
吉
『
妻
隠
』
論
」、「
文
学
と
教
育
」、
一
九
九
五

年
十
二
月
。 

（
20
）「
新
潮
」
一
九
七
〇
年
五
月
号
。 

（
21
）「
海
」
一
九
七
〇
年
二
月
号
。 

（
22
）
前
掲
論
文
。 

（
23
）「
海
」
一
九
六
九
年
八
月
号
。 

（
24
）
「
空
間
の
文
学
へ
」
、
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
、
一
九
八
二
年
十

二
月
、
筑
摩
書
房
。 

（
25
）「
白
描
」
一
九
六
八
年
十
一
月
。 

（
26
）
前
掲
論
文
。 

（
27
）「「
淫
ら
」
と
い
う
言
葉
」、「
文
芸
」
一
九
七
一
年
三
月
号
。 

（
28
）
和
田
勉
「
古
井
由
吉
「
妻
隠
」
論
」、
「
福
岡
女
子
短
大
紀
要
」
四
十

二
号
、
一
九
九
一
年
十
二
月
。 

（
29
）
一
九
七
二
年
三
月
、
河
出
書
房
新
社
。 

（
30
）
一
九
七
四
年
十
二
月
、
河
出
書
房
新
社
。 

（
31
）
一
九
七
六
年
五
月
、
新
潮
社
。 

（
32
）
一
九
七
七
年
二
月
、
中
央
公
論
社
。 

（
33
）
一
九
七
九
年
十
一
月
、
平
凡
社
。 

（
34
）
一
九
八
〇
年
十
二
月
、
平
凡
社
。 

（
35
）「
文
芸
春
秋
」
一
九
七
一
年
三
月
号
。 
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お
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