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春

主b
旨岡

雨

物

三五
ロロ

大

輪

宏

靖

春
雨
物
語
研
究
の
歴
史
は
浅
い
。
春
雨
物
語
の
全
貌
が
我
々
の
前
に
現
わ
れ
た
の
は
、
昭
和
二
十
六
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
春
雨
物
語
の
研
究
は
、
ま
だ

始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
上
田
秋
成
の
研
究
は
｜
｜
特
に
雨
月
物
語
の
研
究
は
l
l

す
で
に
百
年
に
な
ら
ん
と
す
る

歴
史
を
持
っ
て
お
り
、
上
田
秋
成
文
学
に
つ
い
て
多
く
の
事
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
来
た
。
そ
う
し
た
多
く
の
先
達
の
研
究
の
助
け
を
借
り
て
、
春
雨
物
語
と
は

い
か
な
る
作
品
で
あ
る
か
を
考
え
、
あ
わ
せ
て
上
田
秋
成
が
文
学
に
つ
い
て
い
か
な
る
考
え
を
持
っ
て
い
た
か
を
、
幾
分
な
り
と
も
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
と
い

う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

最
近
、
春
雨
物
語
の
研
究
は
き
わ
め
て
盛
ん
で
あ
り
、
雨
月
物
語
を
し
の
ぐ
ほ
ど
で
あ
る
。
た
だ
、
雨
月
物
語
の
場
合
は
、
怪
異
小
説
集
と
い
う
意
味
に
お

い
て
ま
と
ま
り
を
見
せ
て
お
り
、
そ
の
ま
と
ま
り
の
中
に
お
い
て
九
篇
の
短
篇
を
考
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
研
究
者
の
間
に
あ
る
の
に
対
し
、
春
雨
物
語
の
場

合
は
、
そ
う
し
た
表
面
的
な
統
一
が
と
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
十
篇
の
短
篇
を
個
々
に
考
察
す
る
傾
向
が
研
究
者
の
聞
に
強
い
よ
う
に
思
え
る
。
春
雨
物
語
の



個
々
の
短
篇
に
つ
い
て
の
出
典
・
成
立
年
代
・
主
題
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
秋
成
研
究
者
の
手
に
よ
っ
て
、
次
々
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
来
た
。
し

か
し
、
春
雨
物
語
と
は
い
か
な
る
作
品
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
従
来
の
研
究
か
ら
す
れ
ば
、
色
々
な
も
の
が
雑
多
に
入
っ
て
い
る
短
篇
集
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

勿
論
、
個
々
の
短
篇
に
つ
い
て
の
考
察
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
々
の
短
篇
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
常
に
春
雨
物
語
の
中
の
一
篇
と
い
う
こ
と
を
念
頭

に
お
い
て
、
他
の
短
篇
と
の
関
連
の
上
で
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
個
々
の
短
篇
の
考
察
が
さ
か
ん
で
、
そ
こ
で
は
そ

の
短
篇
に
の
み
通
用
す
る
結
論
を
出
し
、
こ
れ
と
他
の
短
篇
と
の
関
係
を
あ
ま
り
考
え
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
二
世
の
縁
」
で
あ
る
が
、
こ

の
短
篇
は
秋
成
の
仏
教
否
定
の
思
想
が
小
説
の
形
を
と
っ
て
吐
露
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
「
二
世
の
縁
」
の
み
を
取
り
出
し
て
考
え
れ

ば
こ
う
し
た
見
方
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
が
、
春
雨
物
語
の
他
の
短
篇
と
比
べ
合
せ
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
そ
う
は
言
い
き
れ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思

仏
教
は
か
な
り
重
要
な
役
割
を
荷
な
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
「
血
か
た
び
ら
」
で
は
、
仏
僧
で
あ
る

空
海
が
秋
成
の
代
弁
者
的
役
割
を
持
っ
て
登
場
す
る
し
、
同
じ
く
仏
僧
で
あ
る
玄
賓
の
栄
達
を
捨
て
て
山
野
に
交
る
姿
も
見
ら
れ
る
。
「
天
津
処
女
」
に
お
い

ぅ
。
と
い
う
の
は
、
春
雨
物
語
の
諸
短
篇
で
は
、

て
も
空
海
は
二
度
に
わ
た
っ
て
登
場
し
、
そ
の
思
う
と
こ
ろ
を
は
ば
か
ら
ず
述
べ
る
役
割
を
は
た
す
。
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
で
は
、五蔵
が
最
後
に
法
師
と
な

り
、
い
み
じ
き
大
徳
の
名
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
宮
木
が
塚
」
で
は
、
宮
木
が
最
後
に
す
が
っ
た
の
が
法
然
上
人
で
あ
り
、
法
然
上
人
の

念
仏
を
受
け
て
死
ん
で
い
く
。
「
奨
噌
」
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
悪
を
行
な
っ
た
大
蔵
が
一
人
の
直
き
法
師
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
い
の
道
に
入
っ
て
い
る

し
、
大
蔵
自
身
も
大
和
尚
と
し
て
往
生
を
と
げ
て
い
る
。
こ
う
考
え
て
来
る
と
、
「
二
世
の
縁
」
は
仏
教
を
否
定
し
た
作
品
だ
と
言
い
き
っ
て
し
ま
っ
て
よ
い

も
の
か
ど
う
か
疑
問
が
湧
く
し
、
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
秋
成
は
仏
教
を
否
定
し
て
い
た
と
い
う
結
論
を
出
す
こ
と
に
は
一
層
の
疑
問
を
感
じ
る
。

秋
成
は
、
こ
の
作
品
で
は
仏
教
を
攻
撃
し
て
み
よ
う
、
こ
の
作
品
で
は
仏
教
を
良
い
方
に
利
用
し
て
み
よ
う
と
い
う
よ
う
な
作
り
方
で
、
小
説
を
作
っ
て
い

く
作
家
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
自
分
の
信
ず
る
と
こ
ろ
を
、
繰
り
返
し
形
を
変
え
て
掘
り
下
げ
て
い
く
タ
イ
プ
の
作
家
な
の
で
あ
る
。そ
し
て
そ
の
作
中
に

は
、
し
ば
し
ば
秋
成
の
思
想
が
ナ
マ
の
形
で
ー
ー
や
や
と
も
す
れ
ば
小
説
作
品
と
し
て
の
感
興
を
そ
ぐ
ほ
ど
に
｜
｜
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
、
秋
成
と
い
う
作
家
は
、
自
分
の
思
想
を
一
応
棚
上
げ
し
て
お
い
て
自
分
の
思
想
に
反
し
た
作
品
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
「
二
世



の
縁
」
の
場
合
も
、
他
の
作
品
と
の
対
比
の
上
で
秋
成
の
仏
教
観
を
考
え
、
そ
こ
か
ら
理
解
す
べ
き
作
品
で
あ
る
と
思
う
骨

「
二
世
の
縁
」
の
例
は
ほ
ん
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
だ
け
で
も
、
春
雨
物
語
の
中
の
各
篇
を
検
討
す
る
と
き
は
、
常
に
全
体
を
眺
め
て
い
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
う
。

し
か
も
秋
成
は
、
こ
れ
ら
十
篇
の
作
品
を
わ
ざ
わ
ざ
ひ
と
つ
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
十
篇
が
バ
ラ
バ
ラ
の
も
の
で
あ
れ
ば
「
月
の
前
」
や
「
剣

の
舞
」
の
如
く
他
に
付
し
て
発
表
し
て
も
良
い
筈
で
あ
る
し
、
「
ま
す
ら
を
物
語
」
や
「
鴛
央
行
」
の
如
く
単
独
に
人
に
渡
し
て
も
良
い
筈
で
あ
る
。
文
、
必

要
と
あ
ら
ば
「
背
振
翁
伝
」
の
如
く
金
子
と
引
換
え
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
秋
成
が
「
血
か
た
び
ら
」
を
始
め
と
す
る
十
篇
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
た

に
つ
い
て
は
、
や
は
り
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。

さ
ら
に
秋
成
は
、
こ
の
十
篇
を
統
合
す
る
題
名
と
し
て
モ
ノ
ガ
タ
リ
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
。
そ
の
上
、
巻
頭
に
は
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
は
う
ひ
事

也
」
と
い
う
一
節
を
含
む
序
文
も
つ
け
て
い
る
。
我
々
が
春
雨
物
語
を
考
え
る
場
合
に
は
、
こ
の
モ
ノ
ガ
タ
リ
と
い
う
観
点
か
ら
、
春
雨
物
語
十
篇
を
ま
と
め

て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
見
バ
ラ
バ
ラ
の
も
の
に
見
え
る
春
雨
物
語
の
諸
篇
が
、
い
か
な
る
統
一
性
を
持
っ
て
秋
成
と
い
う
人
間
の

中
に
お
さ
ま
る
の
か
、
逆
に
言
え
ば
、
秋
成
と
い
う
人
間
の
ど
の
面
が
ど
の
よ
う
な
形
で
春
雨
物
語
諸
篇
に
現
わ
れ
て
い
る
の
か
も
、
考
え
て
み
な
く
て
は
な-223 ー

ら
な
い
の
で
あ
る
。

春
雨
物
語
を
、
モ
ノ
ガ
タ
リ
と
い
う
観
点
よ
り
、

一
つ
の
も
の
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
と
き
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
春
雨
物
語
序
文
の
解
釈
で

あ
ろ
う
。は

る
さ
め
け
ふ
幾
日
、
し
づ
か
に
て
お
も
し
ろ
。
れ
い
の
筆
研
と
う
出
た
れ
ど
、
思
ひ
め
ぐ
ら
す
に
、
い
ふ
べ
き
事
も
な
し
。
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び

は
う
ひ
事
也
。
さ
れ
ど
お
の
が
世
の
山
が
つ
め
き
た
る
に
は
、
何
を
か
か
た
り
出
ん
。
む
か
し
此
頃
の
事
ど
も
も
人
に
欺
か
れ
し
を
、
我
又
い
つ
は
り
と



し
ら
で
人
を
あ
ざ
む
く
。
よ
し
ゃ
よ
し
、
寓
ご
と
か
た
り
つ
X

け
て
、
ふ
み
と
お
し
い
た
X

か
す
る
人
も
あ
れ
ば
と
て
、
物
い
ひ
つ
H
Aく
れ
ば
、
猶
春
さ

め
は
ふ
る
f
t
1
0

こ
の
春
雨
物
語
序
文
の
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
は
う
ひ
事
也
」
と
い
う
一
節
に
つ
い
て
、
現
在
、
大
き
く
言
っ
て
二
通
り
の
正
反
対
の
解
が
行
な
わ
れ

て
い
る
。

〈
注1
〉

一
方
は
重
友
毅
氏
の
「
物
語
め
い
た
書
き
ぶ
り
は
初
心
者
の
す
る
こ
と
。
（
暗
に
雨
月
を
指
す
か
）
」
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
春
雨
物
語
に
は
論
議
的
な
傾
向

を
示
す
短
篇
が
多
い
が
、
こ
れ
は
雨
月
物
語
の
よ
う
な
物
語
形
式
を
捨
て
て
、
秋
成
が
自
由
に
国
学
者
と
し
て
の
見
解
を
吐
露
し
た
か
ら
で
あ
る
と
、
重
友
氏

は
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
方
は
中
村
幸
彦
氏
の
解
で
、
中
村
氏
は
「
う
ひ
事
」
を
初
め
て
の
事
と
さ
れ
、
王
朝
物
語
体
を
模
倣
す
る
こ
と
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ

（
注2
〉

た
。
中
村
氏
は
叉
、
「
重
友
氏
は
こ
の
一
句
を
雨
月
物
語
の
創
作
を
回
顧
し
た
の
で
あ
ら
う
と
解
さ
れ
た
が
、
私
は
さ
う
は
と
ら
な
い
。
物
語
の
や
う
な
作
文

〈
注3
〉

と
す
な
ほ
に
解
す
。
物
語
と
は
源
氏
宇
津
保
の
如
き
中
古
の
小
説
を
さ
す
。
云
ふ
所
は
、
擬
古
文
体
の
小
説
は
初
め
て
だ
と
な
る
」
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
二
説
を
比
べ
る
に
、
端
的
に
言
え
ば
、
重
友
説
で
は
雨
月
は
物
語
で
あ
る
が
春
雨
は
物
語
形
式
を
放
棄
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
中
村
説
で
は-224 一

雨
月
は
物
語
で
は
な
か
っ
た
が
春
雨
は
秋
成
に
と
っ
て
初
め
て
の
物
語
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
重
友
・
中
村
両
氏
の
説
は
こ
の
よ
う
に
正
反
対
で
あ
る
の

で
、
こ
の
ど
ち
ら
に
従
う
か
に
よ
っ
て
、
春
雨
物
語
に
対
す
る
考
え
方
が
大
い
に
異
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
両
氏
の
説
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
。

（
注4
〉

重
友
氏
に
従
え
ば
、
春
雨
物
語
は
「
物
語
と
い
ふ
も
の
の
一
般
形
式
に
拘
泥
し
な
い
」
で
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
氏
の
言
わ

れ
る
論
議
的
傾
向
の
強
い
作
品
が
、
特
に
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
の
如
き
論
議
だ
け
に
終
始
し
て
い
る
作
品
が
、
春
雨
物
語
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
一
応
説

明
が
つ
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
何
故
こ
の
短
篇
集
が
モ
ノ
ガ
タ
リ
と
い
う
題
名
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
く
な
る
の
で
は

（
注5
）

あ
る
ま
い
か
。
勿
論
、
重
友
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
周
到
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
重
友
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
春
雨
物
語
は
論
議
的
な
傾
向
の
強
い
作
品
が
多

く
、
そ
れ
は
物
語
形
式
に
拘
泥
し
な
い
で
秋
成
が
書
い
た
た
め
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
物
語
の
名
を
冠
ら
せ
な
い
で
は
お
れ
な
か
っ
た
別
の
事
実
が
あ

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
捨
石
丸
や
奨
噌
の
や
う
な
短
篇
が
、
同
時
に
そ
こ
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
は
全
く
右
に
見
た
や



う
な
知
識
的
論
議
の
断
片
を
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
「
か
う
し
て
春
雨
は
、

捨
石
丸
や
奨
噌
を
代
表
と
す
る
数
篇
の
物
語
的
作
品
を
そ
の
う

一
方
の
論
議
的
傾
向
の
過
剰
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
の
名
を
冠
ら
せ
る
に
ふ
さ
は
し
い
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
物
語
的
な
作
品
と
論
議
的
な
作
品
と
の
二
種
類
が
、
春
雨
物
語
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

ち
に
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

し
て
、
題
名
は
物
語
的
作
品
を
意
識
し
て
つ
け
ら
れ
、
序
文
は
論
議
的
作
品
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
く
わ
し
く
は

後
述
す
る
が
、
私
は
春
雨
物
語
は
あ
く
ま
で
も
モ
ノ
ガ
タ
リ
と
い
う
観
点
か
ら
ひ
と
つ
に
ま
と
め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
春
雨
物
語
諸

篇
を
二
つ
の
傾
向
の
作
品
群
に
分
け
て
し
ま
う
こ
と
は
賛
成
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
作
品
群
の
一
方
を
意
識
し
て
題
名
が
つ
け
ら
れ
、
他
の
一
方
を
意
識

し
て
序
文
が
書
か
れ
た
と
は
考
え
た
く
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
中
村
説
は
ど
う
か
。
中
村
説
に
よ
れ
ば
、
春
雨
物
語
こ
そ
秋
成
が
初
め
て
書
い
た
王
朝
物
語
体
の
小
説
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
短
篇

集
が
モ
ノ
ガ
タ
リ
な
る
題
名
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
素
直
に
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
王
朝
物
語
体
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
春
雨
物
語
は
秋
成
に
と
っ
て
初

（
注6
〉

め
て
の
作
品
で
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
つ
て
他
の
場
所
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
雨
月
物
語
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
触
れ
ぬ
が
、
秋

成
は
雨
月
物
語
を
書
い
た
時
に
こ
そ
、
王
朝
物
語
の
形
式
を
種
々
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
雨
月
物
語
と
春
雨
物
語
と
を
並
べ
て
、
王
朝
物
語
体
と
い
う
観
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点
よ
り
見
た
場
合
、
雨
月
物
語
の
方
を
こ
そ
王
朝
物
語
体
の
模
倣
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
春
雨
物
語
の
序
文
は
も
う
一
度
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
モ
ノ
ガ
タ
リ
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
あ
る
。
雨
月
物
語
と
春
雨
物
語
の
聞
に
は
約
三
十
年
の
年
月
が
あ
る
。
し

か
も
こ
の
三
十
年
と
い
う
の
は
、
秋
成
の
国
学
研
究
が
大
き
く
進
ん
だ
期
間
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
雨
月
物
語
と
春
雨
物
語
と
は
、
形
の
上
で
も
そ
う
だ

が
、
文
学
的
に
見
て
も
大
き
な
差
が
あ
る
の
で
あ
る
。
（
い
か
な
る
差
異
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
次
章
で
述
べ
る
）
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
雨
月
物
語
と
春

雨
物
語
の
両
方
が
そ
ノ
ガ
タ
リ
な
る
題
名
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
モ
ノ
ガ
タ
リ
と
い
う
も
の
に
対
す
る
秋
成
の
考
え
方
が
、
実
際
に
雨
月
物
語
と
春

雨
物
語
の
差
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
如
く
に
、
変
化
し
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
雨
月
物
語
の
三
十
年
の
後
に
成
立
し
た
春
雨
物
語
の
序
文
に
お
い

て
、
秋
成
自
ら
が
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
は
う
ひ
事
也
」
と
言
っ
て
い
る
と
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
雨
月
物
語
と
春
雨
物
語
と
の
い
ず
れ



が
い
か
か
か
砂
静
の
態
を
な
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
雨
月
こ
そ
王
朝
物
語
の
形
式
・
手
法
を
利
用
し
た
作
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て

秋
成
が
、
雨
月
と
は
異
な
っ
た
型
の
作
品
を
書
き
、
そ
れ
を
モ
ノ
ガ
タ
リ
と
名
づ
け
た
に
つ
い
て
は
、
王
朝
物
語
を
脱
し
た
モ
ノ
ガ
タ
リ
と
い
う
も
の
を
考
え

て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
観
点
か
ら
春
雨
物
語
序
文
を
も
う
一
度
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
う
ひ
事
」
は
「
う
ひ
学
び
事
」
で
あ
ろ
う
。
や
さ
し
い
事
の
意
で
あ
る
。
「
も
の
が
た
り
ざ
ま
」
と
は
、
モ
ノ
ガ
タ
リ
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
モ
ノ
ガ
タ
リ

め
い
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
’
「
い
わ
ゆ
る
物
語
」
で
あ
っ
て
、

朝
物
語
の
形
式
）
を
指
す
。

世
間
で
普
通
に
モ
ノ
ガ
タ
り
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
形
式
（
即
ち
源
氏
物
語
な
ど
の
平
安

つ
ま
り
、
「
も
の
が
た
りS
ま
の
ま
ね
び
」
と
は
、
平
安
朝
物
語
の
ま
ね
ご
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
「
も
の
が
た
り
ざ
ま
の

ま
ね
び
は
う
ひ
事
也
」
と
は
「
世
間
一
般
に
言
う
物
語
形
式
を
ま
ね
る
事
は
や
さ
し
い
事
だ
」
と
い
う
こ
と
に
解
せ
ら
れ
る
。
一
一
一
同
い
か
え
れ
ば
、
「
源
氏
物
語

な
ど
の
亜
流
と
な
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
は
た
や
す
い
事
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
秋
成
は
、
い
ま
さ
ら
源
氏
物
語
め
い
た
も
の
を
学
ん
で
繰
り
返
す
っ

こ
れ
を
次
に
続
く
「
さ
れ
ど
お
の
が
世
の
山
が
つ
め
き
た
る
に
は
、
何
を
か
か
た
り
出
ん
」
と
合
せ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
「
源
氏
物
語
な
ど
の
亜
流
と
な
る
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も
り
の
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
は
た
や
す
い
こ
と
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
自
分
は
山
が
つ
め
い
た
人
間
で
あ
る
か
ら
（
み
や
び
な
生
活
を
し
て
い
る
人
間
で
は
な
い
の

だ
か
ら
）
そ
ん
な
も
の
は
書
け
な
い
し
、
文
、
書
く
つ
も
り
も
な
い
（
自
分
は
自
分
な
り
の
も
の
を
書
く
の
だ
と
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

秋
成
は
、
い
わ
ゆ
る
物
語
を
模
倣
す
る
こ
と
は
、
卒
業
し
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
今
度
自
分
の
書
く
も
の
は
、
世
間
一
般
で
い
う
モ
ノ
ガ

タ
リ
（
平
安
朝
物
語
）
と
は
違
う
も
の
だ
と
の
意
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
秋
成
が
、
最
晩
年
の
自
分
の
作
品
集
に
モ
ノ
ガ
タ
リ
な
る
題
名
を
つ
け
た
と

き
、
そ
の
モ
ノ
ガ
タ
リ
な
る
言
葉
は
、
世
間
一
般
で
い
う
モ
ノ
ガ
タ
リ
（
平
安
朝
物
語
）
と
は
違
っ
た
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
雨
月
物
語
を
書
い

た
時
に
比
べ
て
、
秋
成
は
も
っ
と
、
モ
ノ
ガ
タ
リ
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
深
い
考
え
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
世
間
で
普
通
に
言

う
モ
ノ
ガ
タ
リ
の
ま
ね
ご
と
な
ら
容
易
で
あ
る
が
、
自
分
は
そ
ん
な
源
氏
物
語
な
ど
の
亜
流
と
な
る
も
の
は
書
か
ぬ
こ
と
を
序
文
で
示
し
、
こ
れ
こ
そ
自
分
の

言
う
モ
ノ
ガ
タ
リ
だ
の
意
を
こ
め
て
、
自
分
の
作
品
に
春
雨
物
語
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。



そ
れ
で
は
、
秋
成
の
考
え
た
モ
ノ
ガ
タ
リ
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
当
然
次
に
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
十
の
短

篇
か
ら
な
る
春
雨
物
語
と
い
う
実
物
解
答
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
平
安
朝
物
語
を
音
山
識
し
て
書
か
れ
た
雨
月

物
語
と
、
い
か
な
る
点
に
お
い
て
異
な
る
の
か
を
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
ま
で
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
序
文
の
解
釈
に
つ
い
て
の
私
案
も
、

大
方
の
首
肯
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

春
雨
物
語
と
は
い
か
な
る
作
品
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
と
、
序
文
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
と
は
、
ひ
と
つ
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
序

文
の
解
釈
は
、
春
雨
物
語
と
い
う
作
品
を
考
え
る
た
め
の
出
発
点
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
春
雨
物
語
の
特
質
を
捉
え
た
上
で
最
終
的
に
考
え
る
べ
き
こ
と

で
も
あ
る
。

以
下
、
春
雨
物
語
と
は
い
か
な
る
文
学
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
し
て
、
春
雨
物
語
は
、
秋
成
の
前
作
で
あ
る
雨
月
物
語
と
、
ど
の
よ

う
な
点
で
異
な
っ
て
い
る
文
学
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
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春
雨
物
語
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
そ
の
登
場
人
物
が
い
か
な
る
条
件
下
に
置
か
れ
て
い
る
か
か
ら
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

例
え
ば
「
血
か
た
び
ら
」
で
あ
る
が
、
主
人
公
の
平
城
帝
は
、
帝
位
を
ね
ら
う
皇
太
弟
神
野
親
王
（
後
の
嵯
峨
帝
）
と
、
平
城
帝
を
思
う
が
ま
ま
に
利
用
せ

ん
と
す
る
仲
成
・
薬
子
等
と
の
双
方
に
は
さ
ま
れ
て
お
り
、
平
城
帝
と
し
て
は
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
つ
き
得
ず
、
文
、
そ
の
ど
ち
ら
を
も
倒
す
こ
と
の
出
来
な

い
状
態
の
も
と
に
い
る
。
譲
位
を
迫
る
側
の
圧
力
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
先
帝
の
「
み
は
か
ま
う
で
」
し
給
う
た
折
に
怪
し
き
こ
と
が
起
こ
る
が
「
兼
ね
て
お

ぼ
す
御
国
譲
り
の
さ
が
に
や
と
お
ぼ
し
の
ど
め
て
、
更
に
御
な
や
み
無
」
い
の
で
あ
り
、
文
、
皇
太
弟
が
中
国
の
歴
史
を
説
明
す
る
如
く
に
し
て
、
場
合
に
よ

っ
て
は
築
奪
も
あ
り
得
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
す
と
、
何
ら
反
論
も
せ
ず
「
あ
し
た
御
国
ゆ
づ
り
の
宣
旨
く
だ
る
」
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
仲
成
・
薬

御
烏
帽
子
か
た

子
等
の
た
く
ら
み
に
対
し
て
は
「
よ
か
ら
ぬ
事
も
打
ち
ゑ
み
て
、是
が
心
を
も
と
ら
せ
給
」
う
の
で
あ
り
、
「
あ
し
く
た
め
ん
と
す
る
に
は
、



ふ
け
て
の
み
お
は
す
」
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
周
囲
に
押
さ
れ
る
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
平
城
帝
の
性
格
は
、
見
方
に
よ
れ
ば
あ
ま
り
に
も
無
気
力
で
あ
る
。
雨
月
物
語
「
白
峯
」
に
お
け
る
崇

徳
院
が
、
人
間
と
し
て
魔
王
と
し
て
、
邪
魔
物
を
排
除
す
る
た
め
に
積
極
的
に
行
動
し
た
の
に
比
べ
る
と
、
平
城
帝
の
行
動
は
い
か
に
も
物
足
り
な
い
。

し
か
し
、
平
城
帝
の
持
つ
悲
劇
は
、
日
本
古
来
の
直
き
心
が
外
来
文
化
に
よ
る
さ
か
し
き
心
の
中
に
も
て
あ
そ
ば
れ
て
行
く
悲
劇
な
の
で
あ
っ
て
、
皇
太
弟

も
仲
成
・
薬
子
等
も
、
そ
の
さ
か
し
き
心
の
現
わ
れ
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
皇
太
弟
を
倒
し
て
も
、
仲
成
・
薬
子
等
を
排
し
て
も
、
或
い

は
そ
の
両
方
を
除
い
て
も
、
平
城
帝
に
と
っ
て
は
根
本
的
な
解
決
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
平
城
帝
は
、
仮
り
に
崇
徳
院
の
よ
う
な
大
魔
力
を
有
し

て
い
た
に
し
て
も
解
決
出
来
な
い
、
複
雑
な
条
件
下
に
い
る
の
で
あ
る
。
崇
徳
院
の
相
手
は
強
大
で
は
あ
っ
た
が
単
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
平
城
帝
の

場
合
に
は
、
意
欲
的
に
動
い
た
に
し
て
も
、
自
分
の
執
念
を
単
一
の
方
向
に
向
け
、
そ
れ
だ
け
で
全
て
を
解
決
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
平

城
帝
に
出
来
る
唯
一
の
こ
と
は
、
自
分
に
迫
る
多
方
面
の
圧
迫
を
、
そ
の
全
て
を
見
透
し
な
が
ら
甘
受
す
る
こ
と
で
あ
り
、
全
て
が
自
分
を
中
心
に
派
生
し
て

い
る
こ
と
を
悟
り
つ
つ
い
か
ん
と
も
な
し
得
な
か
っ
た
自
分
を
振
り
返
っ
て
「
あ
や
ま
り
つ
」
と
怯
く
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。
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史
実
に
お
け
る
平
城
帝
は
、
自
分
を
守
る
た
め
に
か
な
り
積
極
的
に
行
動
し
た
人
で
あ
る
ら
し
い
。
し
か
し
秋
成
は
、
そ
う
し
た
積
極
性
を
持
っ
た
人
物
と

し
て
平
城
帝
を
描
か
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
雨
月
物
語
の
崇
徳
院
の
よ
う
な
方
法
で
、
人
生
が
解
決
出
来
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
は
や
秋
成

は
雨
月
物
語
の
よ
う
な
単
一
な
条
件
の
も
と
に
人
聞
が
置
か
れ
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

雨
月
物
語
の
主
人
公
達
は
、
崇
徳
院
だ
け
で
な
く
他
の
人
物
も
み
な
単
一
な
る
目
的
を
持
っ
て
そ
れ
を
達
成
す
る
こ
と
に
命
を
か
け
て
い
る
。
赤
穴
宗
右
衛

門
（
菊
花
の
約
）
は
約
束
を
は
た
す
こ
と
に
、
宮
木
（
浅
茅
が
宿
）
は
夫
の
帰
り
を
待
つ
こ
と
に
、
磯
良
（
吉
備
津
の
釜
）
は
裏
切
っ
た
夫
に
復
讐
す
る
こ
と

に
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
れ
ば
、
主
人
公
達
に
は
満
足
だ
け
が
残
り
、
問
題
は
落
着
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
春
雨
物
語
の
主
人
公
達
は
、
単
一
の
方
法
で
は
問
題
を
解
決
し
得
な
い
条
件
下
に
あ
る
。
宗
貞
（
天
津
処
女
）
は
藤
原
氏
の
外
戚
争
い
と
色
好
む

帝
と
の
聞
を
生
き
抜
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
五
蔵
（
死
首
の
ゑ
が
ほ
）
は
親
へ
の
孝
と
女
へ
の
愛
と
の
聞
に
解
決
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
宮
木
（
宮
木
が
塚
）
は

男
へ
の
愛
と
そ
れ
を
許
さ
ぬ
周
囲
と
の
聞
で
生
き
る
道
を
探
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
雨
月
物
語
の
よ
う
に
死
を
か
け
て
そ
の
障
害
を
除
く
こ
と
は
単
純
な
方
法
で
あ



る
。
た
め
ら
い
な
く
そ
の
単
純
な
方
法
の
中
へ
飛
び
込
ん
で
行
く
の
が
人
間
だ
と
の
考
え
方
に
、
す
で
に
秋
成
は
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。
た
め
ら
い
な
く
一
つ

の
方
法
を
選
べ
る
よ
う
な
単
純
な
条
件
下
に
人
聞
が
い
る
と
は
、
秋
成
は
思
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

人
聞
を
取
り
ま
く
条
件
を
、
単
一
の
も
の
と
せ
ず
、
複
雑
な
も
の
と
し
た
点
を
も
っ
て
、
春
雨
物
語
の
第
一
の
特
徴
と
す
る
。

人
聞
を
取
り
ま
く
条
件
を
複
雑
な
も
の
と
し
て
い
る
と
同
時
に
、
次
に
春
雨
物
語
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
得
る
こ
と
は
、一
人
の
人
間
の
中
に
も
複
雑
な
要
素

を
秋
成
が
見
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
血
か
た
び
ら
」
の
平
城
帝
に
し
て
も
「
善
柔
」
で
あ
る
と
共
に
「
直
き
」
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
平
城
帝
は
、
「
直
き
を
つ
と
め
ん
」
と
考
え
、
そ
れ
に
従

っ
て
自
分
の
意
思
で
譲
位
の
時
を
き
め
る
の
で
あ
る
が
、一
方
善
柔
な
る
が
た
め
に
「
直
き
」
に
徹
す
る
こ
と
も
出
来
ず
、
仲
成
・
薬
子
等
の
「
よ
か
ら
ぬ
事

も
打
ち
ゑ
み
て
、
是
が
心
を
も
と
ら
せ
給
」
う
こ
と
も
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
人
の
人
間
の
中
の
多
面
性
は
、
春
雨
物
語
の
他
の
短
篇
の
主
人
公
達
に

「
宮
木
が
塚
」
の
主
人
公
宮
木
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
宮
木
は
、
売
ら
れ
る
時
に
は
「
御
ゆ
る
し
あ
る
所
な
ら
ば
、

い
づ
こ
へ
も
行
く
べ
し
。
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も
多
か
れ
少
な
か
れ
見
出
し
得
る
。

女
は
お

と
な
に
成
ら
ば
、
必
ず
人
に
送
ら
る
る
も
の
な
ら
ず
や
」
と
従
い
、
遊
女
に
な
る
時
に
は
「
母
の
ゆ
る
し
て
養
な
は
せ
し
か
ば
、
う
ら
む
べ
き
人
無
し
と
て
、

一
方
、
十
太
兵
衛
と
い
う
恋
人
に
対
し
て
「
こ
の
君
の
外
に
は
酌
と
ら
じ
」
と
つ
く
し
、
十
太
兵
衛
の
不
幸
に

心
を
さ
だ
め
」
る
従
順
な
女
性
で
あ
る
。
が
、

際
し
て
は
食
事
も
断
っ
て
無
事
を
祈
り
、
十
太
兵
衛
の
恋
仇
に
あ
た
る
藤
太
夫
に
は
「
露
し
た
が
ふ
色
め
」
も
見
せ
ぬ
芯
の
通
っ
た
女
性
で
も
あ
る
。
十
太
兵

衛
の
死
後
、
主
人
と
藤
太
夫
と
に
せ
め
ら
れ
「
つ
い
に
枕
な
ら
ベ
」
る
弱
さ
も
あ
る
と
共
に
、
十
太
兵
衛
の
死
因
を
知
っ
て
決
然
死
を
選
ぶ
強
さ
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
春
雨
物
語
の
主
人
公
と
い
う
の
は
、
平
城
帝
に
し
て
も
、
宗
貞
に
し
て
も
、
捨
石
丸
・
奨
噌
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
強
い
よ
う
な
弱
い
よ
う
な
、

一
口
に
規
定
出
来
ぬ
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

雨
月
物
語
の
場
合
、
そ
の
主
人
公
の
性
質
は
一
語
で
も
っ
て
言
い
表
わ
す
こ
と
が
出
来
るQ

雨
月
物
語
で
は
一
つ
の
徳
目
を
具
現
す
る
人
聞
が
各
短
篇
に
登

場
す
る
。
つ
ま
り
特
定
の
徳
目
を
特
定
の
状
況
の
中
に
置
き
、
人
聞
が
ど
う
動
く
か
を
見
た
も
の
が
雨
月
物
語
な
の
で
あ
る
。
雨
月
物
語
「
菊
花
の
約
」
で



は
、
信
義
と
い
う
徳
目
が
障
害
の
中
で
ど
う
守
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
障
害
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
信
義
を
守
ろ
う
と
す
る

宗
右
衛
門
・
左
門
の
二
人
の
行
動
が
生
き
て
く
る
の
で
あ
り
、
死
を
か
け
て
ま
で
徳
目
に
殉
ず
る
主
人
公
の
姿
に
よ
っ
て
、
人
間
の
強
さ
偉
大
さ
が
描
き
出
さ

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
徳
目
の
達
成
と
い
う
点
に
向
っ
て
、
緊
密
に
構
成
が
整
え
ら
れ
、
少
し
の
破
綻
も
な
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、
雨
月
物
語
の

世
界
で
あ
る
。

し
か
る
に
春
雨
物
語
で
は
、
徳
目
で
人
聞
を
作
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
一
人
の
人
聞
を
一
つ
の
徳
目
で
規
定
す
る
と
い
う
こ
と

が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
の
元
助
は
、
信
義
と
い
う
徳
目
を
押
し
通
す
た
め
に
は
人
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
自
分
の
一
番
愛
す
る

妹
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
一
つ
の
徳
目
を
押
し
通
す
た
め
に
は
他
の
徳
目
を
犯
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
モ
ラ
ル
の
持
つ
残
酷
さ
に
ま

で
秋
成
の
目
が
及
ん
で
い
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
春
雨
物
語
の
主
人
公
達
は
、
自
分
を
取
り
ま
く
条
件
の
複
雑
さ
の
た
め
に
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
自
分
の
中
の
多
面
性
の
た
め
に
、
な
か
な
か
行
動-230-

を
起
こ
し
得
な
い
し
、
又
、
起
こ
し
て
も
往
々
に
し
て
矛
盾
し
た
行
動
と
な
る
。
春
雨
物
語
の
主
人
公
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
見
る
と
、
強
い
の
か
弱
い
の

か
、
利
口
な
の
か
馬
鹿
な
の
か
、
善
い
人
間
な
の
か
悪
い
人
間
な
の
か
、
決
断
力
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
分
ら
な
い
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
目
的
に
向
っ

て
一
筋
に
進
む
こ
と
が
出
来
、
し
か
も
そ
の
方
向
が
万
人
か
ら
支
持
さ
れ
得
た
雨
月
物
語
の
主
人
公
と
は
好
対
照
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
春
雨
物
語
の

主
人
公
の
よ
う
な
人
間
こ
そ
本
当
の
人
間
だ
と
、
晩
年
の
秋
成
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

人
聞
を
単
一
の
性
格
か
ら
規
定
せ
ず
、
多
面
的
な
要
素
を
持
つ
も
の
と
し
て
見
る
、
こ
れ
を
春
雨
物
語
の
第
二
の
特
徴
と
し
て
お
く
。

第
三
に
春
雨
物
語
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
得
る
も
の
に
、
春
雨
物
語
で
は
善
悪
の
観
念
が
世
俗
的
な
善
悪
の
観
念
と
異
な
る
と
い
う
点
が
あ
る
。

雨
月
物
語
の
場
合
に
は
、
誰
に
も
納
得
の
い
く
結
果
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
「
吉
備
津
の
釜
」
に
お
け
る
磯
良
の
正
太
郎
に
対
す
る
復
讐
は
言
語

に
絶
し
た
残
酷
さ
を
持
っ
て
い
る
が
、
冒
頭
に
お
い
て
秋
成
は
、
磯
良
の
貞
淑
さ
と
そ
れ
を
踏
み
に
じ
る
正
太
郎
の
行
為
を
十
分
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
後
半
部
に
お
け
る
磯
良
の
復
讐
は
｜
｜
い
さ
さ
か
度
が
過
ぎ
て
い
る
感
は
あ
る
に
し
て
も
｜
｜
万
人
の
当
然
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
い
わ
ば
因
果
応



報
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
春
雨
物
語
は
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
普
通
の
倫
理
観
念
か
ら
す
る
と
納
得
の
い
か
ぬ
結
末
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
「
血
か
た
び

ら
」
に
お
い
て
、
勝
っ
た
嵯
峨
帝
が
良
い
人
間
で
、
敗
れ
た
平
城
帝
が
悪
い
人
間
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
「
天
津
処
女
」
に
お
い
て
は
、
忠
直
な
る
和
気
清

麿
は
不
幸
に
終
り
、
巧
み
に
生
き
て
い
く
宗
貞
は
大
出
世
を
す
る
。
「
奨
噌
」
に
至
つ
て
は
、

と
し
て
往
生
を
と
げ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
悪
い
こ
と
を
し
た
方
が
得
な
の
だ
と
い
う
悲
観
的
な
人
生
観
を
、
秋
成
が
持
っ
て
い
た
と
解
せ
る
の
な
ら
簡
単
で
あ

父
・
兄
を
殺
し
、
盗
み
・
博
突
を
し
て
歩
い
た
大
蔵
が
大
和
尚

る
。
し
か
し
春
雨
物
語
の
主
人
公
達
は
、
生
き
る
た
め
の
真
塾
な
る
努
力
を
常
に
続
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
悪
の
讃
美
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り

春
雨
物
語
の
世
界
は
世
間
的
な
倫
理
観
念
の
物
指
し
で
は
測
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
天
津
処
女
」
に
お
け
る
宗
貞
を
例
に
し
て
考
え
て
み
る
。
「
宗
貞
さ
か
し
く
て
、
ま
つ
り
事
は
か
た
は
し
ば
か
り
も
御
答
へ
申
さ
ず
、
た
だ
御
遊
び
に
つ
き

し
事
ど
も
を
、
し
か
せ
し
た
め
し
な
ど
、
御
心
を
と
り
て
申
す
」
と
い
う
態
度
で
帝
に
接
す
る
の
が
、
宗
貞
の
処
生
術
な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
藤
原
北
家

の
力
が
次
第
に
強
大
と
な
っ
て
来
る
時
期
で
あ
り
、
外
戚
の
激
し
い
権
力
争
い
が
行
な
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
宗
貞
の
よ
う
な
人
聞
は
、
天
皇
に
愛
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さ
れ
て
も
（
或
は
、
愛
さ
れ
る
故
に
か
え
っ
て
）
こ
う
し
た
生
き
方
し
か
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
う
っ
か
り
政
治
に
口
を
出
せ
ば
、
外
戚
の
強
大
な
力
に
押
し

つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
「
み
は
う
ふ
り
の
夜
よ
り
、
宗
貞
行
へ
し
ら
ず
失
せ
ぬ
。
是
は
太
后
・
大
臣
の
御
に
く
み
を
恐
れ
て
也
」
の
一
節

に
も
、
宗
貞
の
置
か
れ
た
危
い
位
置
が
示
さ
れ
て
い
る
。
秋
成
は
、
こ
の
激
し
い
歴
史
の
流
れ
の
中
で
こ
う
し
た
生
き
方
し
か
出
来
ず
、
文
、
そ
う
し
た
生
き

方
で
出
世
を
と
げ
て
い
く
宗
貞
に
、
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
置
か
れ
た
状
況
と
、
性
格
と
か
ら
し
て
、
宗
貞
に
は
こ
れ
以
外
の
道
が
な
い
と
、
秋
成
は
考

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
宗
貞
を
世
間
一
般
の
倫
理
観
念
で
も
っ
て
測
る
こ
と
は
せ
ず
、
ま
し
て
や
因
果
応
報
的
な
結
末
を
こ
れ
に
付
そ
う

と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
人
の
善
悪
邪
正
も
文
世
に
つ
れ
て
理
断
同
じ
か
ら
ず
」
（
胆
大
小
心
録
）
と
秋
成
は
言
う

o

「
人
云
一
美
ト
我
見
一
之
ヲ
醜
ト

ρ
美
醜
一
台
相
分
一
、
則
チ
文
無
…
有
－
一
善

悪
邪
正
一
会
」
（
胆
大
小
心
録
異
本
）
と
も
秋
成
は
言
う
。
善
悪
邪
正
と
い
う
も
の
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
時
代
に
よ
っ
て
も
個
人
に
よ
っ
て
も
異
な
る

も
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
春
雨
物
語
に
世
間
一
般
の
倫
理
公
式
が
あ
て
は
ま
ら
ぬ
の
も
当
然
で
あ
る
。
平
城
帝
の
生
き
方
が
悪



と
言
え
る
か
、
宗
貞
の
生
き
方
が
悪
と
言
え
る
か
、
人
間
に
は
こ
う
し
た
生
き
方
し
か
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
秋
成
の
投
げ
か
け
た
疑
問
な
の
で
あ

る
。

あ
し
き
か
み
ま
す
ら
を

雨
月
物
語
「
蛇
性
の
姪
」
に
お
い
て
、
豊
雄
が
邪
神
に
乗
ぜ
ら
れ
た
の
は
丈
夫
心
が
な
い
た
め
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
豊
雄
が
心
を
と
り
直
し
て
結

婚
し
た
後
「
か
の
緊
懸
想
せ
し
こ
と
も
お
ろ
お
ろ
お
も

2
2
2

ベ
し
」
と
い
う
具
合
に
心
に
隙
を
持
っ
て
く
る
と
、
文
真
女
子
が
現
わ
れ
る
。
最
後

主
砲

に
豊
雄
が
「
お
の
が
命
ひ
と
つ
に
人
／
＼
を
苦
し
む
る
は
実
な
ら
ず
」
と
心
を
と
り
直
し
て
邪
神
に
立
ち
向
う
と
、
命
が
助
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
雨

月
物
語
の
世
界
で
は
、
神
も
人
間
も
、
倫
理
的
な
公
式
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
た
。
従
っ
て
雨
月
物
語
の
主
人
公
達
は
、
こ
の
世
を
支
配
す
る
倫
理
観
念
に
従

っ
て
い
れ
ば
悲
劇
が
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
吉
備
津
の
釜
」
の
正
太
郎
も
倫
理
を
踏
み
は
ず
し
た
た
め
に
悲
劇
が
起
こ
る
の
で
あ
り
、
「
青
頭
巾
」
の
僧
の

よ
う
に
踏
み
は
ず
し
た
倫
理
か
ら
立
ち
直
れ
ば
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
春
雨
物
語
で
は
、
も
は
や
倫
理
的
な
公
式
が
人
聞
を
支
配
し
て
は
い
な
い
。
「
奨
噌
」
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
悪
を
お
か
し
た
人
聞
が
大
和
尚
と

し
て
往
生
を
と
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
青
頭
巾
」
の
僧
が
超
現
実
的
な
力
の
助
け
に
よ
っ
て
倫
理
的
に
納
得
の
い
く
解
決
を
得
た
の
に
対
し
、
「
奨
噌
」
で
は
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悪
そ
の
も
の
が
解
決
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
春
雨
物
語
を
書
い
た
時
の
秋
成
は
、
モ
ラ
ル
の
よ
う
な
権
威
を
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
死
首

の
ゑ
が
ほ
」
で
描
い
た
よ
う
に
、
信
義
と
い
う
モ
ラ
ル
を
押
し
通
す
と
最
愛
の
妹
を
殺
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
モ
ラ
ル
の
持
つ
残
酷
さ
を
ま
で
描
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

倫
理
的
な
公
式
で
人
聞
を
動
か
し
て
み
せ
た
雨
月
物
語
に
対
し
、
倫
理
的
な
公
式
に
捉
わ
れ
て
い
な
い
立
場
で
人
聞
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
、
春
雨
物
語
の

第
三
の
特
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

雨
月
物
語
の
世
界
で
は
す
べ
て
が
倫
理
的
公
式
に
従
っ
て
動
い
て
い
た
が
、
そ
の
倫
理
的
公
式
の
中
に
お
い
て
、
歴
史
を
、
社
会
を
、
人
聞
を
動
か
し
て
い

る
も
の
は
、
神
で
あ
り
個
人
で
あ
っ
た
。
「
吉
備
津
の
釜
」
で
は
、
吉
備
津
神
社
の
託
宣
通
り
に
人
間
関
係
が
進
ん
で
い
く
。
「
白
峯
」
の
崇
徳
院
は
、
人
間
と

し
て
は
上
皇
の
位
に
あ
っ
て
保
元
の
乱
を
起
こ
し
、
配
所
に
あ
っ
て
は
平
治
の
乱
を
起
こ
さ
し
め
、
さ
ら
に
死
し
て
後
は
大
魔
王
と
な
っ
て
源
平
の
大
乱
を
引



き
起
こ
す
。
社
会
を
1
1

更
に
社
会
の
時
間
的
な
流
れ
で
あ
る
歴
史
を
｜
｜
支
配
す
る
も
の
と
し
て
、
神
や
個
人
の
強
大
な
力
を
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
雨

月
物
語
時
代
の
秋
成
の
思
想
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
春
雨
物
語
で
は
、
人
物
が
倫
理
的
公
式
に
従
っ
て
い
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
歴
史
や
人
聞
を
動
か
し
て
い
る
も

の
と
し
て
の
神
や
個
人
と
い
う
特
定
の
強
大
な
力
も
な
い
の
で
あ
る
。
春
雨
物
語
「
血
か
た
び
ら
」
は
、
歴
史
を
人
間
が
変
え
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
に
人
間

が
変
え
ら
れ
る
さ
ま
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
平
城
帝
の
現
実
で
の
立
場
は
、
雨
月
物
語
の
崇
徳
院
の
現
実
で
の
立
場
よ
り
も
、
歴
史
を
動
か
し
ゃ
す
い
も

の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
血
か
た
び
ら
」
は
「
白
峯
」
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
ら
な
か
っ
た
。
「
血
か
た
び
ら
」
の
平
城
帝
は
周

囲
の
諸
条
件
に
よ
っ
て
次
第
に
悪
い
方
へ
流
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
こ
の
周
囲
の
諸
条
件
は
、
神
や
特
定
の
個
人
の
作
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
複
数
の
人
間

の
ぶ
つ
か
り
合
い
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
平
城
帝
と
皇
太
弟
、
平
城
帝
と
仲
成
・
薬
子
、
皇
太
弟
と
仲
成
・
薬
子
と
い
う
よ
う
な
、
色
々
の

人
間
の
ぶ
つ
か
り
合
い
の
流
れ
が
歴
史
で
あ
り
、
こ
う
し
た
中
に
生
き
る
の
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
秋
成
の
歴
史
小
説
な
の
で
あ
る
。

「
天
津
処
女
」
の
取
り
あ
げ
た
時
代
も
、
外
戚
の
激
し
い
権
力
争
い
の
行
な
わ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
伴
の
健
ヰ
・
橘
の
逸
勢
の
乱
も
、その
権
力
争
い
に
よ
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っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
秋
成
は
こ
う
し
た
動
き
を
、
歴
史
を
変
え
ん
と
す
る
特
定
の
人
間
の
（
文
は
神
の
）
行
為
の
現
わ
れ
と
し
て
、

小
説
に
取
り
あ
げ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
動
き
は
、
自
然
現
象
で
あ
る
か
の
如
き
書
き
方
で
、
「
天
津
処
女
」
の
中
に
そ
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
、
秋
成
の
目
は
、
こ
の
激
し
い
流
れ
の
中
で
彼
な
り
の
生
き
方
を
し
て
い
る
宗
貞
に
そ
そ
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
事
物
み
な
自
然
に
従
て
運
転
す
る
を
、
其
勢
に
対
へ
立
て
止
む
べ
き
に
あ
ら
ず
」
（
珂
刈
霞
）
と
い
う
の
が
秋
成
の
考
え
方
で
あ
る
。
自
然
に
従
っ
て
流
れ

て
い
く
も
の
の
中
で
、
人
聞
が
ど
う
生
き
る
か
が
春
雨
物
語
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
元
助
も
五
蔵
も
、
捨
石
丸
も
宮
木
も
大
蔵
も
、
み
な
自
分

の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
ぬ
状
況
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
状
況
は
、
特
定
の
個
人
や
神
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
複
数
の
人
間
の

ぶ
つ
か
り
合
い
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
周
囲
は
自
然
に
従
っ
て
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
ず
に

押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
く
、
又
は
、
必
死
に
自
分
の
道
を
模
索
す
る
、
こ
れ
が
人
間
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

雨
月
物
語
の
世
界
で
は
、
人
間
は
超
自
然
的
な
力
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
周
囲
の
状
況
を
変
え
目
的
を
達
成
す
る
。
し
か
し
春
雨
物
語
で
は
そ
ん
な
安
易
な



道
は
人
間
に
残
さ
れ
て
い
な
い
。
「
神
は
神
に
し
て
、
人
の
修
し
得
て
神
と
な
る
に
あ
ら
ず
。

小
心
録
）
と
い
う
の
が
晩
年
の
秋
成
の
考
え
方
で
あ
る
。
春
雨
物
語
の
世
界
で
は
、
人
聞
は
も
は
や
神
に
転
身
し
て
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
あ
く

ま
で
も
人
間
と
し
て
行
動
す
る
以
外
に
道
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
人
間
は
、
神
に
転
身
出
来
な
い
だ
け
で
な
く
、
神
に
す
が
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
春
雨

（
中
略
）
さ
れ
ば
こ
そ
人
の
善
悪
邪
正
の
論
談
な
き
賦
」
（
胆
大

物
語
の
神
は
、
善
悪
邪
正
が
人
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
奨
噌
」
に
現
わ
れ
る
如
く
、
人
間
世
界
を
支
配
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
気
ま
ぐ
れ
な

恐
ろ
し
い
存
在
と
し
て
の
み
あ
る
。
結
局
、
人
聞
は
、
「
礎
噌
」
の
大
蔵
の
よ
う
に
、
神
に
恩
寵
も
受
け
ず
支
配
も
さ
れ
ず
、
人
間
と
の
触
れ
合
い
に
よ
っ
て

自
分
の
道
を
得
て
い
く
の
で
あ
る
。

歴
史
や
人
聞
を
動
か
す
特
定
の
強
大
な
存
在
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
春
雨
物
語
の
第
四
の
特
徴
と
し
た
い
。

以
上
、
春
雨
物
語
の
世
界
が
、
雨
月
物
語
の
世
界
と
ど
の
よ
う
に
違
う
か
を
、
便
宜
的
に
四
つ
の
条
に
分
け
て
考
え
て
来
た
が
、
こ
れ
ら
は
結
局
一
つ
の
事

を
指
向
し
て
い
る
。
即
ち
、
人
間
と
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
秋
成
の
認
識
で
あ
る
。
こ
の
秋
成
の
人
間
に
対
す
る
認
識
が
、
色
々
な
形
と
な
っ
て
、
春
雨

物
語
の
諸
篇
に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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個
人
・
神
・
因
果
・
倫
理
と
い
う
よ
う
な
公
式
が
人
聞
を
動
か
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
人
聞
を
取
り
ま
く
条
件
は
複
雑
で
あ
り
、
人
間
そ
れ
自

体
が
多
面
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
人
間
と
人
間
と
の
触
れ
合
い
は
公
式
的
な
結
果
を
も
た
ら
さ
ぬ
し
、
こ
う
し
た
人
間
達
の
総
合
的

な
結
果
で
あ
る
歴
史
も
、
特
定
の
方
向
を
示
さ
な
い
。
こ
れ
が
秋
成
の
人
間
観
で
あ
り
、
こ
の
秋
成
の
人
聞
に
対
す
る
認
識
は
深
く
且
つ
正
確
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
人
間
観
を
作
品
化
し
た
も
の
が
春
雨
物
語
な
の
で
あ
る
。

成
は
、
雨
月
物
語
を
書
い
た
時
に
は
、

春
雨
物
語
の
各
篇
に
は
同
一
テ
l

マ
の
重
複
は
な
い
。
人
間
の
複
雑
多
岐
な
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
か
ら
一
短
篇
と
な
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
秋

一
つ
の
徳
目
を
特
定
の
条
件
下
に
置
く
と
い
う
方
法
で
一
短
篇
を
作
っ
た
が
、
こ
の
雨
月
物
語
の
場
合
も
九
篇
に
は
テ

ー
マ
の
重
複
は
見
ら
れ
な
い
。
秋
成
の
短
篇
集
を
編
む
と
き
の
用
意
周
到
さ
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
春
雨
物
語
に
お
い
て
も
、
こ
の
態
度
は
保
持
さ
れ
て
お

り
、
「
血
か
た
び
ら
」
「
天
津
処
女
」
の
如
き
も
、
似
か
よ
っ
た
状
況
を
設
定
し
な
が
ら
も
、
平
城
帝
と
宗
貞
と
い
う
違
っ
た
生
き
方
を
描
い
て
み
せ
て
い
る
の



で
あ
る
。

秋
成
は
そ
れ
ぞ
れ
の
短
篇
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
、
し
か
も
そ
れ
は
重
複
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
が
人
間
だ
と
の
人
間
批
判
を
行
な
っ
て
来
た
。

歴
史
・
社
会
・
学
問
・
宗
教
も
す
べ
て
人
聞
が
織
り
な
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
歴
史
批
判
・
社
会
批
判
・
学
問
批
判
・
宗
教
批
判
も
、
人
間
批
判
の

一
端
と
し
て
そ
こ
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

秋
成
は
、
歴
史
批
判
・
社
会
批
判
・
学
問
批
判
・
宗
教
批
判
を
通
し
て
、
こ
れ
が
人
間
だ
と
の
全
体
的
な
批
判
を
行
な
っ
た
。
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
面
か

ら
人
間
批
判
を
行
な
っ
て
、
こ
れ
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
た
も
の
が
春
雨
物
語
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
春
雨
物
語
は
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。
秋
成
が

十
の
短
篇
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
、
そ
れ
に
そ
ノ
ガ
タ
リ
と
名
を
つ
け
た
理
由
も
、
そ
こ
に
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

四
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春
雨
物
語
に
お
い
て
人
聞
が
い
か
に
描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
前
章
に
お
い
て
考
え
て
み
た
が
、
次
に
、
こ
の
春
雨
物
語
を
支
え
て
い
る
秋
成
の
思

想
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

ト
テ
ヲ
ト
ナ
ス
ン
パ
レ
チ
・
レ

秋
成
は
「
人
の
善
悪
邪
正
も
文
世
に
つ
れ
て
理
断
同
じ
か
ら
ず
」
（
胆
大
小
心
録
）
と
言
い
、
「
人
云
レ
美
我
見
レ
之
醜
。
美
醜
不
一
一
相
分
一
、
則
文
無
レ
有
一
一

善
悪
邪
正
一
失
」
（
胆
大
小
心
録
異
本
）
と
言
っ
て
、
善
悪
邪
正
と
い
う
も
の
が
、
時
代
に
よ
っ
て
も
人
に
よ
っ
て
も
異
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
即
ち
、
絶

対
的
な
善
悪
邪
正
と
い
う
も
の
は
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
是
は
必
是
、
非
は
必
非
と
思
ふ
は
愚
の
み
、
非
に
は
是
、
是
に
は
非
の
弊
有
も
自
然

一
人
の
人
聞
を
見
た
場
合
に
も
、
善
悪
邪
正
の
い
ず
れ
へ
か
分
類
し
て
し
ま
う
と
い

の
事
理
ぞ
」
（
安
々
言
）
と
い
う
考
え
方
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

う
こ
と
は
、
秋
成
は
し
な
い
の
で
あ
っ
て
「
人
ひ
と
り
が
う
へ
に
善
き
と
悪
し
き
打
ち
ま
じ
り
た
る
は
、
今
も
求
め
ん
に
、
億
兆
の
中
多
く
は
其
人
な
る
ベ

し
」
（
ぬ
ば
玉
の
巻
）
と
い
う
よ
う
に
、一
人
の
人
間
の
中
に
善
悪
が
入
り
混
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
人
聞
が
行
動
し
た
場
合
「
票
け
得
た
る
善
悪
に
よ
り
、
さ
ま
ん
＼
所
業
の
た
が
ふ
」
（
遠
馳
延
五
登
）
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、常
に
一
定
の



公
式
的
な
行
動
を
人
聞
が
と
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
秋
成
は
記
紀
を
読
ん
で
も
「
太
古
と
雄
性
の
邪
正
曲
直
は
自
在
に
票
得
た
り
、
雄
尊
の
勇

惇
正
邪
時
に
応
じ
事
に
臨
み
て
一
な
ら
ず
」
（
安
々
一
言
）
と
い
う
感
想
を
得
る
こ
と
と
な
る
。

を
持
っ
て
い
る
が
故
に
、

人
間
と
い
う
も
の
は
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
多
面
的
な
要
素

一
な
ら
ざ
る
行
動
を
取
っ
て
来
た
と
、
秋
成
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

歴
史
の
上
で
も
、
聖
代
で
あ
っ
て
も
画
一
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
秋
成
は
考
え
、
「
西
土
に
で
も
三
代
不
レ
同
レ
政
と
云
り
、
是
自
然
の
事
理
也
」
（
安
々
言
）

と
い
う
。
歴
史
と
い
う
も
の
は
人
聞
が
織
り
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
行
動
を
ご
な
ら
ず
」
と
考
え
る
秋
成
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
歴
史
を
変
え
る
も
の
は
特
定
の
強
大
な
力
で
は
な
い
。
「
強
を
以
て
弱
を
圧
す
は
一
旦
の
事
の
み
」
（
安
々
一
一
一
一
同
）
で
あ
り
、
「
事
物
み
な
自
然
に
従

て
運
転
す
る
」
（
阿
刈
霞
）
も
の
な
の
で
あ
る
。
宣
長
が
復
古
を
と
な
え
た
の
に
対
し
、
秋
成
は
「
擬
古
は
学
び
て
得
ベ
し
、
復
古
は
学
者
の
賛
言
な
り
」
（
向

右
）
と
い
い
、
「
今
日
の
弊
風
う
れ
た
し
と
て
、一
民
の
努
力
に
は
い
か
む
と
も
す
べ
か
ら
ず
」
（
同
右
）
と
、
個
の
力
に
よ
っ
て
歴
史
を
変
え
る
こ
と
を
不
可

能
と
し
て
い
る
。
「
然
れ
ど
も
天
地
の
無
窮
な
る
聞
に
は
、
自
然
の
運
転
に
て
古
に
復
る
時
も
有
ま
じ
き
に
あ
ら
ず
」
（
同
右
）
で
あ
っ
て
、
仮
に
古
に
帰
る
こ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
右
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
「
往
時
は
往
時
に
し
て
宜
し
く
、
今
世
は
今
世
に
て
宜
し
」
（
同
右
）
と
、
今
の
世
を
認
め
る
こ
と
も
す
る
の
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と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
自
然
の
運
転
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
秋
成
は
国
学
者
の
一
人
と
し
て
、
古
代
に
憧
慢
の
念
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ

で
あ
る
。

世
の
動
き
を
、
人
力
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
と
す
る
点
に
お
い
て
は
、
秋
成
の
考
え
は
本
居
宣
長
の
考
え
方
と
一
脈
通
ず
る
所
が
あ
る
。
宣
長
も
秋
成

の
問
い
か
け
に
対
し
て
「
事
物
皆
自
然
に
従
て
運
転
す
る
を
、
其
勢
に
対
立
て
止
む
べ
き
に
あ
ら
ず
と
は
、
余
が
も
と
よ
り
常
に
い
ふ
所
な
り
」
（
珂
刈
霞
）
と

一
応
は
秋
成
の
意
見
に
賛
成
し
て
い
る
。
し
か
し
宣
長
は
、
世
を
動
か
す
も
の
と
し
て
神
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
但
自
然
の
運
転
と
い
ふ
は
非
な
り
、

運
転
は
神
た
ち
の
御
し
わ
ざ
な
り
、
抑
世
中
の
万
の
事
は
こ
と
ん
＼
く
神
の
御
心
よ
り
出
で
、
そ
の
御
し
わ
ざ
な
れ
ば
、
よ
き
も
あ
し
き
も
人
力
に
て
や
す
く

カ
ミ
ゴ
ト

止
ぺ
き
に
あ
ら
ず
」
（
同
右
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
宣
長
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
「
神
は
人
に
て
幽
事
は
、
人
の
は
た
ら
く
が
如
く
、
世
中
の
人
は
人
形
に
て
」

（
玉
く
し
げ
）
現
実
の
人
間
の
動
き
と
い
う
の
は
、
神
に
あ
や
つ
ら
れ
る
人
形
の
動
き
の
如
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
人
聞
か
ら
見
た
神
と
い
う
も
の
は

9

ア
タ
9

ア
タ
ラ
ヌ

「
理
の
当
不
を
も
て
思
ひ
は
か
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
、
た
H
Aそ
の
御
怒
を
畏
み
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
い
つ
き
ま
つ
る
べ
き
」
（
古
事
記
伝
）
も
の
な
の
で
あ



る
。
そ
し
て
世
が
乱
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
神
代
に
定
ま
っ
た
道
理
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
結
局
は
「
悪
は
つ
ひ
に
善
に
勝
こ
と
あ
た
は
ざ

る
」
（
玉
く
し
げ
）
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
宣
長
の
神
対
人
間
の
関
係
に
比
し
て
、
秋
成
は
神
が
人
聞
を
支
配
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
秋
成
も
ま
た
神
の
存
在
を
信
じ
て
い
る
が
、
そ

の
神
と
い
う
の
は
、
「
神
は
神
に
し
て
、
人
の
修
し
得
て
神
と
な
る
に
あ
ら
ず
」
（
胆
大
小
心
録
）
で
あ
り
、
「
善
悪
邪
正
人
と
こ
と
」
（
同
右
）
な
る
も
の
で
あ

り
、
「
我
に
よ
く
つ
か
ふ
る
者
に
は
よ
く
愛
す
。
我
に
お
ろ
そ
げ
な
れ
ば
罰
す
。
狐
狸
に
同
じ
き
に
似
た
り
」
（
同
右
）
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
秋
成
は
こ

う
し
た
神
の
行
動
の
例
を
胆
大
小
心
録
の
中
に
い
く
つ
も
挙
げ
て
い
る
。
例
え
ば
祝
部
の
怠
り
に
よ
っ
て
浅
間
明
神
が
怒
り
、
富
士
が
噴
火
し
て
多
く
の
人
々

に
災
害
を
与
え
た
こ
と
に
対
し
、
「
神
も
し
祝
部
を
の
み
罪
せ
ば
罪
せ
よ
。
こ
の
大
災
を
つ
と
め
て
何
ぞ
こ
ふ
ろ
よ
し
と
す
る
や
」
と
神
に
抗
議
し
て
い
る
。

秋
成
に
お
け
る
神
と
は
、
人
間
を
支
配
す
る
も
の
で
も
な
く
恩
寵
を
与
え
る
も
の
で
も
な
い
。
神
は
神
で
あ
っ
て
、
善
悪
邪
正
主
人
間
と
異
に
し
て
お
り
、
人

間
と
無
関
係
に
行
動
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
神
の
行
動
が
た
ま
た
ま
人
間
と
触
れ
合
っ
た
と
き
、
人
間
は
幸
い
を
受
け
た
り
災
い
を
受
け
た
り
す

る
。
従
っ
て
、
神
は
歴
史
の
流
れ
や
人
聞
を
、
特
定
の
方
向
に
向
け
て
支
配
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
人
聞
は
神
に
頼
っ
て
生
き
る
こ
と
は
出
来
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な
い
し
、
神
に
支
配
さ
れ
る
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
な
ら
ぬ
。
神
の
怒
り
は
怒
り
と
し
て
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
人
聞
は
自
分
の
力
で
生

き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
春
雨
物
語
「
奨
噌
」
に
は
、
こ
う
し
た
神
に
対
し
て
の
人
間
の
生
き
方
が
描
か
れ
て
い
る
。

秋
成
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
人
間
世
界
を
動
か
す
も
の
は
神
で
も
個
人
で
も
な
い
。
多
面
的
な
要
素
を
持
っ
た
複
数
の
人
間
の
ぶ
つ
か
り
合
い
に
よ
っ
て
人

の
世
は
動
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
む
か
し
の
人
も
、
世
に
あ
へ
る
あ
り
、
時
を
失
へ
る
あ
り
、
其
跡
い
と
も
多
か
め
る
を
、
更
に
か
ぞ
へ
あ
げ
ん
が
煩
は
し

き
、
世
に
あ
へ
る
が
賢
き
に
も
あ
ら
ず
、
時
う
し
な
へ
る
が
愚
な
る
に
も
あ
ら
ず
、
身
の
幸
ひ
の
お
く
れ
さ
い
だ
ち
、
あ
ひ
あ
は
ぬ
に
こ
そ
あ
ら
め
、
世
に
遇

て
ほ
ま
れ
と
る
人
の
、
後
に
お
と
し
め
ら
る
与
も
あ
り
、
楽
し
と
す
る
も
う
し
と
い
ふ
も
、
求
る
ま
ま
に
は
あ
ら
ぬ
、
誰
が
与
ふ
る
た
ま
物
ぞ
や
」
（
藤
纂
冊

子
）
と
秋
成
は
人
の
世
の
不
可
解
さ
を
嘆
じ
て
い
る
が
、
秋
成
は
こ
の
人
間
世
界
の
不
可
解
な
動
き
を
自
然
の
運
転
と
考
え
た
の
で
あ
り
、
そ
の
中
を
流
さ
れ

て
い
く
一
人
一
人
の
運
命
を
命
禄
と
呼
ん
だ
。
「
世
に
あ
ひ
遇
ぬ
に
命
禄
あ
り
」
（
金
砂
）
と
秋
成
は
言
い
、
「
票
け
得
た
る
命
禄
の
外
は
た
の
み
が
た
し
」
（
遠

馳
延
五
登
）
と
言
う
。
秋
成
は
「
し
い
て
し
れ
ぬ
事
を
し
ら
ん
と
す
る
は
、
か
へ
り
て
無
識
じ
ゃ
」
（
胆
大
小
心
録
）
と
い
う
考
え
に
よ
り
、
不
可
解
は
不
可
解



の
ま
ま
で
お
き
、
無
理
な
画
一
的
な
解
答
を
出
す
こ
と
は
避
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
、
不
可
解
は
不
可
解
の
ま
ま
と
し
、
物
事
を
公
式
の
中
に
入
れ
て
は
っ
き
り
割
り
切
ろ
う
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
、
上
田
秋
成
の
す
べ
て
に
対
す

る
基
本
的
な
態
度
で
あ
る
。
善
悪
邪
正
に
つ
い
て
、
何
が
善
で
何
が
悪
か
は
人
に
よ
り
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
と
考
え
る
の
も
、
こ
の
態
度
の
現
わ
れ
で
あ
る

し
、
人
聞
を
善
悪
い
ず
れ
へ
か
分
類
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
人
ひ
と
り
の
上
に
善
悪
が
両
存
す
る
と
考
え
る
の
も
、
こ
の
態
度
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
秋
成
は
歴
史

の
流
れ
に
つ
い
て
も
、
特
定
の
公
式
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
は
せ
ぬ
。
神
の
意
思
や
個
人
の
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
え
て
も
、
で
は

何
が
人
を
歴
史
を
動
か
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
人
の
世
の
動
き
を
自
然
の
運
転
と
い
い
、
そ
の
中
で
の
人
間
の
運
命
を
命
禄
と
い
う
ほ
か
は
な
い
の
で

あ
る
。
命
禄
と
は
、
人
の
動
き
を
公
式
化
す
る
た
め
の
言
葉
で
は
な
く
、
人
の
動
き
を
公
式
化
で
き
な
い
と
い
う
言
葉
な
の
で
あ
る
。

公
式
化
し
な
い
と
い
う
秋
成
の
態
度
は
、
学
問
に
対
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
「
す
べ
て
学
文
と
い
ふ
業
は
い
づ
く
の
国
に

で
も
精
細
に
は
あ
ら
ぬ
は
自
然
の
理
也
。
よ
く
行
く
べ
き
に
あ
ら
ず
、
行
き
合
す
は
人
の
智
の
工
み
な
り
」
（
神
代
が
た
り
）
と
秋
成
は
い
う
。

不
可
解
を
不
可
解
の
ま
ま
と
し
、

こ
の
学
問
批
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判
は
、
公
式
的
観
念
的
な
学
問
に
対
す
る
批
難
と
な
っ
て
、
春
雨
物
語
「
海
賊
」
の
中
に
表
わ
れ
て
い
る
。

宗
教
に
対
し
て
も
、
秋
成
は
画
一
的
な
見
解
を
取
ら
な
い
。
「
仏
と
聖
人
は
（
神
に
）
同
じ
か
ら
ず
。人体
な
れ
ば
、
人
情
あ
っ
て
、
あ
し
き
者
も
罪
は
問

は
ざ
る
也
」
（
胆
大
小
心
録
）
と
言
い
、
「
仏
は
聖
人
と
同
じ
く
、
善
根
を
う
へ
て
大
樹
と
さ
か
へ
さ
せ
、
つ
い
に
世
か
い
を
覆
ふ
に
い
た
る
べ
し
」
（
同
右
）
と

言
っ
て
、
儒
仏
二
教
を
認
め
る
が
、
し
か
し
文
「
皇
の
学
士
西
土
之
教
道
に
淫
し
、
万
理
悉
皆
彼
に
出
る
と
思
へ
る
は
無
識
也
、
然
ど
も
彼
に
得
た
る
所
有

り
、
此
に
長
ぜ
る
事
有
り
」
（
安
々
言
）
と
も
言
っ
て
、
す
べ
て
を
こ
れ
に
従
う
こ
と
を
い
ま
し
め
、
長
所
だ
け
を
長
所
と
し
て
認
め
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て

「
儒
仏
の
二
教
貴
し
と
い
へ
ど
も
、
文
は
非
を
包
み
表
を
か
ざ
り
、
或
は
法
外
に
心
を
恋
に
し
て
己
が
分
を
諭
る
は
二
教
の
害
也
」
（
金
砂
）
と
欠
点
も
あ
る
こ

と
を
指
適
し
、
「
仏
法
は
大
慈
悲
の
志
願
な
れ
ば
貴
む
べ
し
、
僧
徒
こ
そ
忌
は
し
け
れ
」
（
遠
馳
延
五
登
）
と
、
世
俗
化
公
式
化
し
た
仏
教
関
係
者
に
対
し
て
は

批
難
の
言
葉
を
あ
び
せ
て
い
る
。
春
雨
物
語
「
二
世
の
縁
」
に
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
、
世
俗
的
な
仏
教
観
に
支
配
さ
れ
て
い
る
人
々
へ
の
痛
烈
な
批
判

が
あ
る
。
宣
長
は
外
国
の
も
の
を
排
斥
し
た
が
、
秋
成
は
外
国
の
も
の
だ
か
ら
と
い
っ
て
嫌
う
こ
と
は
せ
ず
、
権
威
だ
か
ら
と
い
っ
て
追
従
も
せ
ず
、
自
由
な

立
場
か
ら
良
い
面
と
悪
い
面
を
見
き
わ
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宣
長
の
思
想
が
確
固
た
る
体
系
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
秋
成
の
思
想
が
一
見



矛
盾
し
て
見
え
る
の
も
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
。

秋
成
は
こ
の
よ
う
に
、
こ
だ
わ
ら
ず
に
自
由
な
立
場
で
物
事
を
見
ょ
う
と
し
て
い
る
か
ら
、公
式
的
な
も
の
に
は
反
発
す
る
。
「
西
行
ほ
ど
の
上
手
が
、
よ

し
の
山
に
三
と
せ
こ
も
り
で
、
常
見
る
花
を
雲
じ
ゃ
／
’
＼
と
は
ど
う
ぞ
。
此
世
の
人
は
と
か
く
に
雲
と
み
た
を
、
世
外
の
人
の
お
ん
な
じ
事
お
し
ゃ
っ
た
は
い

か
に
」
（
異
本
胆
大
小
心
録
）
と
、
西
行
が
世
の
人
と
同
じ
よ
う
に
花
を
雲
に
た
と
え
て
一
詠
ん
だ
こ
と
を
攻
撃
す
る
。
「
梅
に
鴬
、
道
成
寺
・
三
輪
、
お
さ
だ
ま

り
の
事
で
は
風
韻
と
い
ふ
事
に
は
い
た
ら
れ
ぬ
」
（
胆
大
小
心
録
・
書
お
き
の
事
）
の
で
あ
る
。
し
か
し
秋
成
は
、
否
定
の
た
め
の
否
定
に
よ
っ
て
法
則
を
無

視
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
法
は
芸
技
の
威
儀
な
れ
ば
、
道
々
に
法
な
く
て
は
あ
る
べ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
叉
其
法
に
繋
が
れ
て
居
く
ど
ま
り

た
ら
ん
、
か
た
は
ら
目
に
は
い
と
を
か
し
き
し
れ
人
と
ゃ
あ
さ
む
べ
き
」
（
遠
馳
延
五
登
）
な
の
で
あ
る
。
「
有
法
の
極
は
必
ず
無
法
に
帰
る
と
い
ひ
し
ぞ
、
心

出
で
ふ
こ
そ
、
万
の
わ
ざ
は
ま
め
／
＼
し
か
ら
ね
」
（
同
右
）
と
秋
成
は
言
う
の
で
あ
っ
て
、

あ
る
人
の
論
定
な
る
。
し
か
れ
ば
始
よ
り
法
な
く
て
は
、
道
々
の
し
る
べ
た
ど
／
＼
し
け
れ
ば
、
先
づ
法
に
入
り
て
是
を
心
に
お
き
て
後
、
ふ
た
t
A
び
局
外
に

し
か
も
そ
の
法
に
こ
だ
わ
っ
て
は
い
け

法
は
法
と
し
て
認
め
、
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な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
春
雨
物
語
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
に
は
、
こ
の
立
場
か
ら
の
、
法
に
つ
な
が
れ
て
い
る
既
成
歌
壇
へ
の
非
難
が
あ
り
、
「
歌
の
ほ
ま
れ
」

に
は
、
こ
の
立
場
か
ら
の
、
法
に
こ
だ
わ
ら
ぬ
作
歌
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

秋
成
の
人
間
批
判
は
、
人
間
の
関
与
す
る
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
根
本
態
度
と
い
う
も
の
は
、
不
可
解
は
不
可
解
と
し
て
無
理
に
公
式

化
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
叉
、
既
成
観
念
や
公
式
に
も
と
ら
わ
れ
ず
に
、
自
由
に
物
事
を
見
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
も
の
に
と
ら
わ
れ
な
い
の
が
真
の
人
間
だ
と

秋
成
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
眼
で
人
聞
を
見
た
場
合
、
そ
の
人
間
批
判
は
深
く
且
つ
正
確
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
人
間
批
判
の
文
芸
化

が
春
雨
物
語
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

五

秋
成
は
、
春
雨
物
語
に
先
立
つ
こ
と
三
十
年
の
昔
に
｜
｜
即
ち
前
述
し
た
秋
成
の
思
想
が
ま
だ
十
分
に
熟
し
き
っ
て
い
な
い
時
期
に
｜

i

雨
月
物
語
を
書
い



た
。
そ
し
て
そ
の
序
文
に
お
い
て
、
自
作
雨
月
物
語
を
源
氏
物
語
と
並
べ
て
み
せ
た
。
な
る
ほ
と
雨
月
物
語
は
雅
文
を
用
い
、
平
安
朝
物
語
の
形
式
を
ふ
ま
え

て
い
る
。
し
か
し
形
の
上
で
の
模
倣
な
ら
、
雨
月
物
語
も
源
氏
物
語
に
対
抗
し
て
長
篇
と
な
る
か
、
好
色
一
代
男
の
如
き
形
と
な
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
筈
で
あ
る
。
雨
月
物
語
が
短
篇
の
集
で
あ
り
な
が
ら
モ
ノ
ガ
タ
リ
と
名
乗
り
、
源
氏
物
語
に
対
抗
し
得
る
と
秋
成
が
考
え
た
の
は
、
ど
の
点
に
お
い
て
で

あ
ろ
う
か
。

源
氏
物
語
に
は
、
六
条
御
息
所
は
嫉
妬
、
明
石
上
は
つ
つ
ま
し
き
と
い
う
具
合
に
、
単
一
モ
ラ
ル
を
具
現
し
た
人
物
が
次
々
に
登
場
す
る
。
そ
し
て
幾
多
の

単
一
モ
ラ
ル
の
上
に
、
全
体
と
し
て
仏
教
の
因
果
応
報
と
い
う
単
一
モ
ラ
ル
が
あ
る
。
雨
月
物
語
も
ま
た
、
信
義
と
か
嫉
妬
と
か
の
単
一
モ
ラ
ル
を
特
定
の
状

況
の
も
と
に
置
き
、
怪
異
の
世
界
の
助
け
を
借
り
て
、
人
間
の
強
さ
弱
さ
を
描
い
て
み
せ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
人
聞
を
描
く
も
の
が
物

語
で
あ
る
と
秋
成
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
雨
月
物
語
は
源
氏
物
語
に
匹
敵
し
得
た
の
で
あ
る
。
秋
成
が
雨
月
物
語
の
序
文
に
お
い
て
、

表
面
的
に
は
謙
辞
を
よ
そ
お
っ
て
、
自
分
の
こ
ん
な
作
品
で
は
「
醜
膚
平
鼻
之
報
」
を
受
け
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
言
い
つ
つ
、自
ら
を
「
勢
枝
崎
人
」
（
指
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の
切
れ
た
片
端
者
）
と
名
乗
っ
た
の
も
、
紫
式
部
が
人
間
の
業
を
描
い
て
地
獄
に
堕
ち
た
の
な
ら
、
俺
だ
っ
て
と
い
う
自
信
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
後
、
秋
成
の
思
想
は
深
ま
り
、
人
聞
を
単
一
的
公
式
的
な
見
方
で
と
ら
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
考
え
方
に
な
っ
て
い
っ
た
。
早
く
か
ら

秋
成
は
、
物
語
を
「
男
も
女
も
世
に
あ
る
人
の
う
へ
を
語
り
出
で
た
る
が
、

た
の
で
、
人
聞
を
一
面
的
公
式
的
に
と
ら
え
た
雨
月
物
語
に
は
、
や
が
て
不
満
を
持
ち
始
め
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
秋
成
は
最
晩
年
に
｜
｜
即
ち
、
思
想
の
熟

し
き
っ
た
時
期
に
｜
｜
ふ
た
た
び
物
語
と
題
す
る
短
篇
集
を
編
ん
だ
。
当
然
、
そ
こ
に
は
深
く
且
つ
正
確
に
と
ら
え
ら
れ
た
人
間
と
い
う
も
の
が
描
き
出
さ
れ

お
ほ
よ
そ
隠
る
斗
隈
な
く
あ
な
ぐ
り
出
」
（
ぬ
ば
玉
の
巻
）
す
も
の
と
考
え
て
い

て
い
た
。
こ
れ
こ
そ
物
語
で
あ
る
と
い
う
秋
成
の
自
負
が
、
春
雨
物
語
と
い
う
題
名
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

春
雨
物
語
の
序
文
に
お
い
て
秋
成
は
、
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
は
う
ひ
事
也
」
と
言
っ
た
。
源
氏
物
語
な
ど
の
ま
ね
ご
と
な
ら
た
や
す
い
こ
と
だ
と
言

う
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
秋
成
に
は
「
手
枕
」
を
書
い
た
宣
長
の
こ
と
が
頭
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
春
雨
物
語
は
、
平
安
朝
物
語
の
主

な
る
題
材
で
あ
る
恋
愛
は
と
り
あ
げ
ず
、
人
聞
を
正
視
し
た
作
品
と
な
り
、
宣
長
の
い
う
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
支
配
す
る
「
手
弱
女
ぷ
り
」
の
世
界
と
は
か

け
離
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。
春
雨
物
語
に
は
も
は
や
怪
異
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
し
か
し
怪
異
は
な
く
と
も
現
実
の
人
間
の
中
に
怪
異
以
上
の
物
凄
さ
が



あ
る
の
で
あ
る
。
も
は
や
雨
月
物
語
の
よ
う
に
、
怪
異
の
世
界
の
助
け
を
借
り
て
、
人
間
の
凄
さ
を
描
く
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
序
文
の
「
お
の
が
世
の
山

が
つ
め
き
た
る
に
は
、
何
を
か
か
た
り
出
ん
」
と
い
う
言
葉
に
も
、

宣
長
的
な
み
や
び
な
世
界
へ
の
反
発
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
秋
成
の
試
み
は
、
「
も
の

の
あ
は
れ
」
と
い
う
面
か
ら
人
聞
を
描
く
こ
と
で
は
な
く
、
人
聞
を
人
間
と
し
て
そ
の
ま
ま
描
く
、
い
わ
ば
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
の
文
学
を
作
る
こ
と
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

春
雨
物
語
は
、
一
見
、
統
一
の
な
い
バ
ラ
バ
ラ
の
短
篇
の
寄
せ
集
め
の
如
き
観
を
与
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
人
間
批
判
の
形
式
が
自
由
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
入
、
間
批
判
と
い
う
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
春
雨
物
語
は
完
全
に
ひ
と
つ
の
も
の
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
春
雨
物
語
は
、
人
間
を
直
視
し
、
さ
ら
に
は
人

聞
の
関
与
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
（
学
問
・
文
芸
・
宗
教
・
歴
史
な
ど
）
を
通
じ
て
、
人
間
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
描
き
出
し
て
み
せ
た
文
学
で

あ
る
と
言
い
得
ょ
う
。

春
雨
物
語
は
完
成
さ
れ
た
作
品
で
は
な
い
。
我
々
は
春
雨
物
語
の
半
分
を
未
定
稿
と
も
い
う
べ
き
文
化
五
年
本
に
頼
っ
て
見
る
し
か
な
く
、
残
り
の
半
分
弱

を
持
つ
比
較
的
完
成
度
の
高
い
富
岡
本
も
ま
た
決
定
稿
と
は
言
い
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
春
雨
物
語
は
、
ま
だ
秋
成
の
手
が
加
わ
る
余
地
が
残
っ
て
い
る
作

品
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
我
々
は
、
春
雨
物
語
に
お
い
て
、
物
語
と
い
う
も
の
に
対
す
る
秋
成
の
考
え
を
汲
み
と
る
こ
と-241-

が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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｜
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叢
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