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雨
月
物

成

と

展

開

立

圭五
日日

の

大

輪

靖

宏

上
回
秋
成
の
小
説
作
品
は
、
そ
の
書
か
れ
た
時
期
に
よ
っ
て
、
大
き
く
三
つ
に
分
け
て
考
え
て
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
浮
世
草
子
作
品
と
し
て
の

諸
道
路
耳
世
間
猿
・
世
間
妾
形
気
が
一
つ
で
あ
り
、

初
期
読
本
の
分
類
に
属
す
る
雨
月
物
語
が
も
う
一
つ
で
あ
り
、

晩
年
の
春
雨
物
語
が
残
り
の
一
つ
で
あ

る
。上

回
秋
成
は

大
ざ
っ
ぱ
な
言
い
方
で
言
え

決
し
て
作
品
の
数
の
多
い
作
家
で
は
な
い
。

秋
成
の
小
説
作
品
は
右
の
四
作
以
外
に
も
い
く
つ
か
あ
る
が
、

ば

右
の
四
作
が
秋
成
の
小
説
作
品
の
め
ぼ
し
い
も
の
と
言
っ
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

従
っ
て
、
分
量
的
に
は
改
め
て
区
分
す
る
こ
と
も
な

く

一
括
し
て
論
じ
て
も
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
、
こ
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
作
品
は
非
常
に
違
っ
て
い
て
、
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
論
ず
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
書
か
れ
た
時
期
も
違
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
小
説
の
書
き
方
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
や
は
り
、
上
田
秋
成
の
小
説
を

考
え
る
場
合
に
は
、
執
筆
の
時
期
に
よ
っ
て
、
こ
の
三
つ
に
分
け
て
考
え
て
み
た
方
が
良
い
の
で
あ
る
。

上
田
秋
成
は
、
生
涯
を
通
じ
て
、
次
第
に
自
分
の
文
学
を
深
め
て
い
っ
た
人
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
の
小
説
作
品
も
、
浮
世
草
子
作
品
か
ら
雨
月
物
語
へ
、

雨
月
物
語
か
ら
春
雨
物
語
へ
と
い
う
具
合
に
、
次
第
に
深
ま
っ
て
い
く
。
作
家
に
は
、
作
家
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
を
き
る
当
初
か
ら
完
成
さ
れ
て
い
る
人
と
、
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は
じ
め
は
未
完
成
で
あ
り
な
が
ら
作
家
生
活
を
送
る
う
ち
に
次
第
に
完
成
の
域
に
近
づ
く
人
と
が
居
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
も
し
そ
う
し
た
分
類
が
可
能
な

ら
ぱ
、
上
回
秋
成
は
後
者
の
型
の
作
家
だ
と
言
え
る
。
井
原
西
鶴
は
、
好
色
一
代
男
の
一
作
だ
け
で
創
作
の
筆
を
絶
っ
た
と
し
て
も
、
文
学
史
上
に
そ
の
名
が

残
る
こ
と
と
恩
わ
れ
る
が
、
上
回
秋
成
が
諸
道
聴
耳
世
間
猿
だ
け
し
か
書
か
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
名
が
文
学
史
上
に
残
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

上
田
秋
成
の
名
が
文
学
史
上
に
残
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
第
三
作
の
雨
月
物
語
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
は
、
雨
月
物
語
が
先
の
浮
世
草
子
作
品
二
作
と
大

き
く
異
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
本
文
学
史
上
に
独
自
の
地
位
を
占
め
る
作
品
に
な
り
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
上
田
秋
成
は
、
第
三
作
に

至
つ
て
は
じ
め
て
、
文
学
史
上
に
名
、
に
留
め
る
だ
け
の
作
品
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

上
田
秋
成
に
と
っ
て
は
、
諸
道
聴
耳
世
間
猿
・
位
間
妾
形
気
の
二
作
品
か
ら
雨
月
物
語
へ
移
る
に
は
、
一
つ
の
文
学
的
な
発
展
が
あ
っ
た
わ
け
な
の
で
あ

る
。

上
田
秋
成
の
浮
世
草
子
作
品
で
あ
る
諸
道
聴
耳
世
間
猿
・
世
間
妾
形
気
の
二
作
は
、
当
時
の
浮
世
草
子
界
の
低
迷
ぷ
り
の
中
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
自
体
、
決
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し
て
価
値
の
低
い
も
の
で
は
な
い
が
、
日
本
文
学
史
の
上
で
特
筆
す
る
ほ
ど
に
傑
出
し
た
も
の
と
は
言
い
が
た
く
、
又
、
他
へ
の
影
響
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な

い
。
言
わ
ば
、
他
の
多
く
の
浮
世
草
子
作
品
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
も
不
思
議
の
な
い
程
度
の
作
品
で
あ
る
。
上
田
秋
成
が
一
流
の
作
家
た
る
地
位
を
確

保
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
雨
月
物
語
へ
の
飛
躍
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

上
田
秋
成
は
、
こ
の
よ
う
に
、
作
風
を
改
め
る
こ
と
に
よ
り
段
階
的
な
文
学
的
発
展
を
と
げ
て
い
る
型
の
作
家
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
が
上
回
秋
成
を
考

え
て
み
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
そ
の
文
学
的
発
展
の
あ
と
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
今
、
雨
月
物
語
の
特
性
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
と
き
、

（
注
〉

雨
月
物
語
そ
の
も
の
の
検
討
も
勿
論
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
か
つ
て
他
の
場
所
で
行
な
っ
て
み
た
の
で
、
今
回
は
、
上
田
秋
成
の
文
学
的
発
展
と
い
う
流
れ

の
申
で
の
雨
月
物
語
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

（
注
）
「
雨
月
物
語
に
描
か
れ
た
人
間
」
（
日
本
研
究
第
一
号

「
雨
月
物
語
を
支
配
す
る
論
理
」
（
日
本
研
究
第
二
号

昭
和
四
十
七
年
二
月
）

昭
和
四
十
七
年
十
二
月

「
雨
月
物
語
に
使
わ
れ
た
技
法
」
（
上
智
大
学
国
文
学
論
集
第
七
号

昭
和
四
寸
八
年
十
二
月
）



上
田
秋
成
は
、
明
和
三
年
、
三
十
三
歳
の
時
に
、
処
女
作
で
あ
る
諸
道
聴
耳
世
間
猿
を
刊
行
し
て
、
作
家
的
出
発
を
し
た
。
そ
し
て
引
続
き
明
和
四
年
に
は
、

第
二
短
篇
集
で
あ
る
世
間
妾
形
気
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
の
二
作
は
、
い
ず
れ
も
浮
世
草
子
の
範
暗
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
当
時
流
行

の
気
質
物
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
秋
成
は
こ
の
後
、
同
じ
傾
向
の
作
品
を
執
筆
せ
ず
、
第
三
作
は
前
の
二
作
品
と
は
全
く
傾
向
の
異
な
っ
た
雨

月
物
語
と
な
っ
た
。
雨
月
物
語
は
安
永
五
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
序
文
に
し
る
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
信
用
す
れ
ば
、
明
和
五
年
三
月
に
は
初
稿
が
出
来

上
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
世
間
妾
形
気
の
直
後
に
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
序
文
に
し
る
さ
れ
た
明
和
五
年
と
、
実
際
に
刊
行

3

れ
た
安
永

五
年
と
の
聞
に
八
年
の
歳
月
が
あ
る
た
め
、
序
文
の
記
述
を
疑
う
説
も
あ
る
が
、
こ
の
、
雨
月
物
語
の
成
立
時
期
と
い
う
問
題
に
は
、
今
は
深
入
り
し
な
い
こ

と
に
し
て
お
き
た
い
。
雨
月
物
語
の
成
立
時
期
が
い
つ
で
あ
る
に
せ
よ
、
秋
成
の
第
三
作
が
浮
世
草
子
作
品
で
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
な
の
で
あ
る
。

篇

諸
国
廻
船
便
」

「
西
行
ぱ
な
し

歌
枕
染
風
呂
敷
」
の
出
版
予
告
が
出
て
い
る
。
こ
の
二
作
品
は
、
出
版
さ
れ
た
様
子
が
な
い
の
で
、
予
告
だ
け
に
終
っ
- 39 -

も
っ
と
も
、
上
田
秋
成
の
は
じ
め
の
予
定
で
は
、
も
っ
と
浮
世
草
子
作
品
を
書
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
世
間
妾
形
気
の
巻
末
広
告
に
は
「
世
間
猿
後

た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、

「
世
間
猿
後
篇
」
な
ど
と
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
諸
道
聴
耳
世
間
猿
や
世
間
妾
形
気
と
同
傾
向
の
浮
世
草
子
作
品
で
あ
る
ら
し

い
。
秋
成
が
浮
世
草
子
作
者
と
し
て
文
学
的
出
発
を
し
た
時
に
は
、
あ
く
ま
で
も
浮
世
草
子
作
品
を
書
き
続
け
る
つ
も
り
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
転
身
な
ど
は

考
え
て
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
実
際
に
は
、
秋
成
は
第
二
作
ま
で
発
表
し
た
と
こ
ろ
で
浮
世
草
子
か
ら
離
れ
、
雨
月
物
語
の
執
筆
に
進
む
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

雨
月
物
語
は
、
今
日
、
初
期
読
本
と
呼
ば
れ
る
文
学
形
態
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
文
化
文
政
期
に
江
戸
で
盛
ん
に
な
っ
た
、
山
亭
馬
琴
や

山
東
京
伝
を
代
表
作
家
と
す
る
読
本
の
先
駈
的
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
雨
月
物
語
は
、
後
期
の
江
一
戸
読
本
と
共
通
す
る
面

が
多
い
。
人
間
の
捉
え
万
と
い
っ
た
よ
う
な
内
面
的
な
点
で
は
違
う
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
和
漢
混
滑
の
文
体
を
用
い
て
い
る
こ
と
や
、
中
国
小
説
と
何
ら
か
の

関
係
が
あ
っ
て
そ
の
趣
向
を
借
り
て
来
て
は
我
が
国
の
史
実
に
付
会
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
外
面
的
に
は
共
通
点
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
点



は
浮
世
草
子
と
の
相
違
点
と
も
な
る
の
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
雨
月
物
語
は
浮
世
草
子
の
形
態
か
ら
脱
し
去
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
田
秋
成
は
、
何
故
、
浮
世
草
子
作
者
と
し
て
文
学
的
出
発
を
し
て
い
な
が
ら
、
第
三
作
に
至
っ
て
浮
世
草
子
を
離
れ
た
の
か
。
こ
れ
は
興
味
あ
る
問
題
で

あ
る
。

文
学
の
外
面
的
な
問
題
｜
｜
即
ち
文
学
形
式
に
つ
い
て
の
面
1
1

に
関
し
て
な
ら
ば
、

一
応
こ
れ
に
対
す
る
答
を
用
意
し
得
る
。
浮
世
草
子
と
い
う
文
学
形

態
が
八
文
字
屋
本
末
期
に
は
き
わ
め
て
卑
俗
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、
英
草
紙
（
寛
延
二
年
刊
）
や
繁
野
話
（
明
和
三
年
刊
）
の

よ
う
な
新
し
い
高
級
な
文
学
形
式
が
秋
成
の
前
に
示
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
、
右
の
問
に
対
す
る
一
応
の
答
と
し
て
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
し
い
文

学
形
式
が
示
さ
れ
、
す
ぐ
に
そ
れ
へ
と
び
つ
い
た
と
し
て
も
、
作
家
の
側
に
そ
の
用
意
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
器
を
変
え
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

中
に
盛
ら
れ
た
も
の
は
依
然
と
し
て
同
じ
も
の
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
外
面
的
な
形
が
変
わ
っ
た
だ
け
で
は
、
文
学
的
な
発
展
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
雨
月
物

語
が
、
諸
道
聴
耳
世
間
猿
・
世
間
妾
形
気
と
異
な
っ
て
、
文
学
史
上
に
残
る
名
作
と
な
り
得
た
の
は
、
形
式
が
変
化
し
た
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
い
。
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文
学
的
内
容
も
ま
た
大
き
く
変
化
し
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
外
面
的
な
形
式
の
変
化
は
、
む
し
ろ
内
容
の
変
化
に
付
随
し
て
起
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ

う
。
少
な
く
と
も
上
回
秋
成
に
は
、
新
し
い
文
学
形
式
を
自
作
に
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
的
な
理
由
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
、
雨
月
物
語
を
考
え
る
場
合
、
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

諸
道
聴
耳
世
間
猿
・
世
間
妾
形
気
の
二
作
と
雨
月
物
語
と
が
文
学
的
に
ど
う
違
う
の
か
｜
｜
そ
れ
を
、
こ
れ
か
ら
考
え
て
行
き
た
い
。

考
え
る
順
序
と
し
て
、
ま
ず
上
田
秋
成
が
浮
世
草
子
作
品
の
中
で
、
人
聞
を
ど
の
よ
う
に
取
り
出
し
て
い
る
か
か
ら
始
め
よ
う
。

上
田
秋
成
の
第
一
作
で
あ
る
諸
道
聴
耳
世
間
猿
の
官
頭
の
短
篇
に
「
要
害
は
間
に
あ
は
ぬ
町
人
の
城
廓
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
町
人
で
あ
り
な

が
ら
武
士
に
あ
こ
が
れ
る
男
と
、
武
士
で
あ
り
な
が
ら
商
人
に
な
り
た
が
っ
て
い
る
男
と
が
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
武
士
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
男
は
「
堺

だ
い
ぜ
う
喧
か
ど
や
し
き
か
ま
や
〈
し
申
ど
び
や
ぜ
ん
ぞ
ぷ
ゅ
う

の
大
小
路
に
角
屋
敷
を
構
へ
し
薬
種
問
屋
」
の
主
人
小
西
三
十
郎
で
あ
っ
て
、
こ
の
男
は
小
西
摂
津
守
行
長
の
子
孫
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
先
祖
の
武
勇
を

し
た

f

ん
が
〈
ふ
だ
ん
た
う
さ
ゐ
ま
し
ろ
ど
り
す
な
色
の
へ
い
し
ょ
っ
〈
阜
み
ち
み
あ
吋
〈
れ
そ
ん

c

－
け
い
か
ん

慕
ひ
、
軍
学
を
好
み
て
不
断
一
万
を
侃
し
は
さ
み
、
居
間
に
は
城
取
の
砂
物
を
つ
く
り
て
、
兵
書
あ
ま
た
机
に
充
満
ち
、
明
暮
孫
呉
が
奇
計
を
感
じ
、

か
ね
て



た
い
ろ
〈
い
た

V

由
ぞ
み

4

の
ず
b
Fた
吋
λ
旬
、

は
大
禄
も
戴
く
望
」
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
日
常
生
活
も
「
万
事
の
物
好
猛
々
し
く
、

ぷ
〈
阜
ね
ん
ぷ
つ
か
ん
哲
や
号
や

4

し
申
か
う
げ
し

袋
に
は
一
寸
八
歩
の
念
じ
仏
」
と
い
う
わ
け
で
「
店
の
勘
定
薬
種
の
高
下
も
知
ら
」
な
い
有
様
で
あ
る
。
一
方
、
商
人
に
な
り
た
が
っ
て
い
る
男
は
、
山
本
勘

S

し
は
ら
う
し
ゃ
う
と
〈
き
ら
ふ
た
ん
れ
ん

介
の
子
孫
で
あ
る
山
本
勘
六
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
三
十
郎
と
は
対
照
的
に
「
武
士
の
腹
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
生
得
剣
術
を
嫌
ひ
、
不
鍛
錬
ゆ
ゑ
、
浪
人
の
よ
す

モ
再
ば
ん
し
な
ん
と
う
〈
わ
ん
め
晶

S

ん
と
で

が
に
手
習
ひ
十
露
盤
の
指
南
し
て
、
何
ぞ
壱
貫
目
く
ひ
た
め
た
ら
ば
、
商
人
と
も
出
か
け
る
つ
も
り
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
勘
六
は
三
十
郎
を
羨
み
、

事
ま
ぶ
申
う
し
か
せ
つ
つ
の
か
み
ど
の
て
ま
へ
か
ん
す
げ
と
た
い
し
ん
－
句
ゃ
う
ま
事

「
い
か
様
互
に
先
祖
は
武
勇
の
家
。
併
し
摂
津
守
殿
は
、
手
前
先
祖
勘
介
よ
り
は
御
大
身
ほ
ど
有
っ
て
、
器
量
は
は
る
か
に
勝
っ
た
大
将
か
と
存
じ
ま
す
る

そ
の
も
と
み
ぷ
ん
や

4

し
申
と
ひ
ゃ
あ
ん
ら

4

よ
〈
わ
う
て
う
め
い
哲
ん
の
己
に
あ
っ
ぽ
れ
ぜ
ん
ぞ

は
、
今
日
の
其
許
の
身
分
、
薬
種
問
屋
で
安
楽
に
暮
さ
る
ふ
と
い
ふ
は
、
是
全
く
先
祖
の
余
光
、
孔
明
が
八
障
の
法
を
残
せ
し
に
似
て
、
天
晴
ー
の
大
将
。
先
祖

す
”
は
つ
め
い
し
そ
ん
書
い
か
〈
ち
う
に
ん
み

T
S

ぜ
ん
ぞ
か
げ
ふ
し
ば
か
り

p

－

の
勘
介
な
ど
は
、
我
は
発
明
に
も
ご
ざ
っ
た
れ
ど
、
子
孫
の
為
に
才
覚
の
わ
る
い
男
。
只
今
私
浪
人
の
身
過
に
、
先
祖
の
家
業
ぢ
や
と
て
、
柴
刈
も
出
来
ま
せ

め
ま
ん
ぞ
〈
し
め
は
ぜ
き
ゃ
う

ぬ
。
ま
だ
し
も
眼
も
足
も
満
足
に
産
れ
た
が
仕
合
。
左
様
で
は
御
座
ら
ぬ
か
」
と
小
西
三
十
郎
に
言
う
が
、
三
十
郎
の
万
は
あ
く
ま
で
も
武
士
に
あ
こ
が
れ
て

ど
う
ぶ
ん
か
げ
ふ
や
〈
し
申
し
よ

い
る
か
ら
納
得
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
勘
六
の
不
心
得
を
た
し
な
め
る
の
で
あ
っ
て
、
「
そ
れ
は
何
し
た
仰
せ
ら
れ
分
、
家
業
の
薬
種
な
ど
は
、
町
人
の
所

き
う
ら
や
た

ζ

隠
し
申
き
し
げ
た
ん
た
い

E

〈
旬
ゃ
う
ま
う
し
ゃ
う
か
ん
す
け
ど
の
ば
い
し
ん
を
は

作
、
羨
む
に
足
ら
ず
。
又
先
祖
の
小
西
行
重
は
、
も
っ
と
も
一
旦
大
国
は
領
し
た
れ
ど
、
い
はH
A猛
将
や
と
申
す
も
の
。
勘
介
殿
は
陪
臣
に
て
終
ら
れ
し
か

か
く
『
ん
し
ゐ
た
〈
た
て
な
ほ
ち
と
”
と
ら
ん
か
ん
す
け
ど
由
な
は
ば
り

ど
、
名
は
一
天
下
に
隠
れ
な
き
軍
師
。
既
に
手
前
が
居
宅
を
去
年
建
直
し
ま
し
た
が
、
あ
の
地
取
を
御
覧
な
さ
れ
て
下
さ
れ
。
あ
れ
が
勘
介
殿
の
流
義
の
縄
張

だ
い
ぜ
う
じ
と
は
り
お
ほ
て
の
き
た
か
り
や
う
み
ぜ
ひ
ら
な
か
は
な
あ
き
う
ど
も
の
か
ひ
ひ
っ
し
申
だ
ん
よ

ι

ち
ゃ
う
か
ら
め

τ

み
ぞ

で
ご
ざ
る
。
大
小
路
通
を
大
手
と
い
た
し
、
軒
高
く
両
店
に
聞
き
て
、
中
を
と
り
放
し
、
寄
り
来
る
商
人
物
買
を
引
っ
斗
ま
ん
ず
手
段
、
横
町
は
揚
手
、
溝
を

こ
ま
ひ
っ
し
み
ぞ
い
た
よ
る
／
、
〈
り
ぴ
語
ぎ
し

8
う
ち

C
ら
吋
い
り
や
〈

ふ
か
め
、
駒
ょ
せ
緯
と
う
ち
、
溝
板
は
夜
々
繰
引
に
い
た
し
置
き
ま
し
た
。
其
外
座
敷
内
蔵
な
ど
に
も
、
寸
志
ば
か
り
計
略
を
は
か
り
置
き
ま
し
た
れ
ど
、
む

だ
い
〈
ひ
ょ
う
た
と
ん
し
ん

4

ん
と

さ
と
人
に
洩
さ
ん
事
を
存
じ
ま
し
て
、
大
工
日
雇
ど
も
に
も
他
言
い
た
さ
せ
ぬ
た
め
、
神
文
を
取
り
ま
し
た
」
と
い
う
仕
末
で
あ
る
。

で
た
か
じ
ゃ
う
た
び
む
し
や
わ
ら
じ
ほ
ど
ま
も
り

一
里
出
る
に
も
鷹
匠
足
袋
に
武
者
草
桂
、
肌
の
守

- 41 -

と
こ
ろ
が
、
こ
の
山
本
勘
六
が
算
学
に
達
し
て
万
事
発
明
な
る
男
と
取
り
つ
ぎ
を
し
た
者
が
あ
っ
て
、
勘
六
は
さ
る
西
国
の
御
大
家
へ
五
十
人
扶
持
で
召
し

ゐ
て
だ
い
ど

a
・
と
う
も
つ
か
ぞ
ん

抱
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
小
西
三
十
郎
の
方
は
「
あ
ん
だ
ら
つ
く
し
て
居
る
中
に
、
手
代
共
が
寄
っ
て
か

L

っ
て
唐
物
の
買
ひ
こ
み
損

な
は
ぽ
ち
ら
〈
巴
ゃ
う
申
申
書
量
う
ち
ぜ
い
吋

に
、
さ
し
も
に
山
本
勘
介
が
縄
張
も
、
土
卒
の
為
に
落
城
し
て
、
今
さ
ら
夢
が
覚
む
れ
ば
、
一
騎
討
に
打
ち
な
さ
れ
て
つXく
勢
も
な
く
、
一
家
一
門
へ
も
面

ぽ
〈
き
か
ひ
う
ぽ
た
よ
の
己

f
ん
よ
う
－
ん
り
ょ
う
ほ
そ

b

と
で

ζ

ま
も
の
う
り

目
な
く
堺
を
立
退
き
て
、
大
坂
の
乳
母
が
万
へ
便
り
、
ゃ
う
／
＼
残
り
し
軍
用
金
十
両
ば
か
り
の
細
元
手
に
て
、
小
間
物
の
か
た
げ
売
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
さ
す
が
に
心
細
く
な
っ
た
三
十
郎
は
、
今
は
西
国
の
犬
家
で
五
百
石
の
用
人
に
出
世
し
て
い
る
山
本
勘
六
を
頼
り
、
家
中
傍
輩
へ
取
次
し
て
貰
っ



て
何
と
か
商
売
を
す
る
が
、
二
割
の
利
に
三
割
の
口
銭
を
勘
六
に
と
ら
れ
て
か
え
っ
て
損
を
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
要
害
は
間
に
合
は
ぬ
町
人
の
城
廓
」
の
面
白
さ
は
｜
｜
地
口
な
ど
を
利
用
し
た
文
章
の
面
白
さ
も
勿
論
あ
る
が
1
1

主
と
し
て
、
人
闘
が
ま
っ
た
く

畑
違
い
の
事
柄
に
熱
中
す
る
点
に
あ
る
。
仮
り
に
、
こ
の
作
中
人
物
の
立
場
を
変
え
て
し
ま
っ
て
、
商
人
が
利
益
を
求
め
る
こ
と
に
熱
中
し
、
浪
人
が
武
芸
に

励
む
こ
と
に
し
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
作
の
面
白
さ
は
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
で
は
当
り
前
す
ぎ
て
、
可
笑
し
く
も
伺
と
も
な
い
の

で
あ
る
。

上
回
秋
成
の
浮
世
草
子
に
は
、
畑
違
い
の
こ
と
に
熱
中
す
る
人
間
の
可
笑
し
さ
を
取
り
扱
っ
た
も
の
が
多
く
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
上
回
秋
成
の
浮
世

草
子
に
限
ら
ず
、
当
時
の
気
質
物
と
呼
ば
れ
る
浮
世
草
子
作
品
に
は
非
常
に
よ
く
見
ら
れ
る
形
式
な
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
形
式
が
読
者
に
滑
稽
惑
を
与
え
る
た
め
に
は
、
人
間
の
型
に
つ
い
て
、
作
者
と
読
者
の
間
に
共
通
の
理
解
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

例
え
ば
、
商
人
と
は
利
益
を
追
い
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
武
に
は
疎
い
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
共
通
理
解
で
あ
る
。
そ
う
し
た
共
通
理
解
が
あ
っ
た
場
合
、
は

じ
め
て
武
に
熱
中
す
る
商
人
と
い
う
も
の
が
可
笑
し
み
を
持
っ
て
読
者
に
受
け
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
上
回
秋
成
も
そ
う
だ
が
、
八
文
字
屋
時
代
の
気
質
物
の
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作
家
は
、
作
品
の
中
で
も
っ
て
、
そ
う
し
た
共
通
理
解
を
作
ろ
う
と
す
る
努
力
は
し
て
い
な
い
。
細
か
に
特
定
の
人
物
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人

物
に
つ
い
て
作
者
と
読
者
が
共
通
の
知
識
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
い
う
書
き
方
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
い
き
な
り
商
人
な
ら
商
人
と
い
う
も
の
が
読
者
の
怖
に

示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
商
人
と
い
う
も
の
が
ど
ん
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
作
者
も
読
者
も
世
間
一
般
の
最
大
公
約
数
的
な
通
念
に
従
わ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
商
人
と
い
う
も
の
が
世
間
の
通
念
で
は
利
の
追
求
を
す
べ
き
筈
な
の
に
、
実
は
こ
こ
に
出
て
く
る
商
人
は
商
売
そ
っ
ち
の

け
で
武
に
熱
中
し
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
点
か
ら
小
説
が
始
ま
る
。
こ
こ
に
生
じ
て
く
る
滑
稽
感
が
、
い
わ
ゆ
る
気
質
物
で
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
も
の
な
の
で

あ
る
。

上
回
秋
成
の
浮
世
草
子
作
品
も
、
こ
の
点
で
は
ま
っ
た
く
同
時
代
の
気
質
物
の
行
き
方
を
踏
襲
し
て
い
る
。

「
要
害
は
間
に
あ
は
ぬ
町
人
の
城
廓
」
の
他
で

も

「
文
盲
は
昔
づ
く
り
の
家
蔵
」
で
は
道
具
の
目
利
き
に
凝
る
商
人
の
息
子
が
出
て
く
る
し
、
「
宗
旨
は
一
向
目
の
見
え
ぬ
信
心
者
」
で
は
宗
教
に
凝
る
親

父
が
出
て
く
る
し
、

「
器
量
は
見
る
に
煩
悩
の
雨
舎
り
」
で
は
武
術
に
凝
る
娘
が
出
て
く
る
。
こ
う
し
た
例
は
ま
だ
他
に
も
見
出
し
得
る
が
7

そ
れ
ら
は
い
ず



れ
も
、
当
然
あ
る
べ
き
盗
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
と
い
う
滑
稽
さ
を
描
く
こ
と
が
眼
目
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
あ
る
べ
き
姿
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
度
合

い
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
滑
稽
さ
も
増
す
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
そ
の
は
ず
れ
方
は
極
端
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
と

う
て
い
現
実
世
界
に
は
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
極
端
な
性
癖
を
有
す
る
人
聞
が
、
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

気
質
物
と
い
う
も
の
は
、
江
島
其
積
の
世
間
子
息
気
質
（
正
徳
五
年
）
に
そ
の
端
を
発
す
る
が
、
そ
の
当
初
か
ら
息
子
と
い
う
も
の
の
典
型
を
描
こ
う
と
は

し
な
か
っ
た
。
親
の
意
見
に
忠
実
に
従
い
家
業
に
精
を
出
す
と
い
う
当
り
前
の
姿
は
、
そ
こ
で
は
描
か
れ
ず
、
そ
の
当
り
前
の
姿
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
滑
稽
な

例
が
多
く
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
誰
も
が
理
想
的
と
思
う
よ
う
な
姿
を
そ
の
ま
ま
描
い
て
も
、
そ
れ
は
面
白
く
な
い
。
そ
こ
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
極
端
な
例
を

取
り
上
げ
、
一
般
通
念
と
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
点
に
面
白
さ
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
気
質
物
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
ま
す

ま
す
極
端
な
例
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
全
く
現
実
味
の
な
い
人
間
の
描
き
方
に
ま
で
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
上
田
秋
成
も
ま
た
、
こ
う
し
た
風

潮
の
中
で
、
気
質
物
の
系
列
に
属
す
る
作
品
を
書
い
た
わ
け
で
あ
る
。

は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

一
口
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
人
聞
を
型
に
分
け
て
考
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
親
父
・
母
親
・
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こ
う
し
た
気
質
物
の
系
列
に
属
す
る
作
品
を
作
る
場
合
の
作
者
の
人
間
認
識
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
今
、
我
々
が
一
番
考
え
て
み
な
く
て

息
子
・
娘
・
学
者
・
旗
本
・
俳
人
・
妾
と
い
う
よ
う
に
、
人
聞
を
職
業
や
地
位
に
よ
っ
て
分
け
、
親
父
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
、
息
子
と
は
こ
の
よ
う
な
も

の
だ
と
い
う
概
念
を
持
っ
て
L

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
父
な
ら
親
父
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
て
も
、
そ
こ
に
は
多
く
の
人
間
が
含
ま
れ
る
わ
け
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
を
有
し
て
い
る
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
考
え
な
い
。
い
わ
ゆ
る
親
父
と
い
う
も
の
の
一
般
概
念
で
も
っ
て
全
体
を
捉
え
て
し
ま
い
、
そ

の
中
の
個
々
の
人
聞
を
考
え
る
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
親
父
と
は
か
く
あ
る
べ
し
と
い
う
考
え
方
が
先
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

生
ま
身
の
何
人
か
の
親
父
を
観
察
し
て
得
た
概
念
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
人
間
を
型
に
分
け
て
考
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
本
質

に
は
触
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
で
あ
る
べ
き
筈
だ
と
い
う
頭
の
中
だ
け
の
考
え
で
、
親
父
な
ら
親
父
と
い
う
も
の
の
性
質
を
決
め
て
し
ま
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
気
質
物
は
そ
う
し
た
概
念
を
も
と
に
し
て
い
る
と
は
言
え
、
そ
の
概
念
に
は
ず
れ
た
個
の
場
合
も
取
り
上
げ
よ
う
と
は
し
て
い
る
。
従
っ
て
、



そ
の
個
の
場
合
が
十
分
な
る
人
間
観
察
の
も
と
に
描
か
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
一
個
の
人
聞
を
描
い
た
文
学
に
は
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
果
的

に
は
残
念
な
こ
と
に
気
質
物
は
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
一
般
通
念
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
度
合
い
の
大
き
さ
が
大
き
い

ほ
ど
一
層
滑
稽
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
き
わ
め
て
極
端
な
は
ず
れ
方
を
し
た
人
聞
を
描
き
が
ち
に
な
る
の
で
あ
り
、
現
実
性
は
こ
の
点
で
も
失
な
う
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
気
質
物
の
場
合
、
一
般
通
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
前
提
も
、
そ
こ
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
個
と
し
て
の
人
間
の
場
合
も
、
い
ず
れ
も
現
実
の

人
聞
を
そ
の
ま
ま
描
い
た
と
は
言
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

上
田
秋
成
の
場
合
、
世
間
妾
形
気
は
題
名
か
ら
し
て
明
ら
か
に
気
質
物
で
あ
る
。
諸
道
聴
耳
世
間
猿
は
、
題
名
は
気
質
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
な
い

が
、
こ
の
中
に
は
、
親
父
・
息
子
・
母
親
・
娘
・
町
人
・
武
士
・
遊
女
と
い
っ
た
色
々
な
人
聞
が
出
て
く
る
の
で
、
特
定
の
「
｜
｜
気
質
」
と
い
う
題
名
に
は

出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
内
容
は
や
は
り
気
質
物
と
考
え
て
よ
い
。
従
っ
て
、
秋
成
の
浮
世
草
子
に
は
、
当
時
の
気
質
物
が
有
し
て
い
る
欠
点
が
や
は
り

存
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
秋
成
の
場
合
、
そ
こ
に
出
て
く
る
人
物
が
な
る
べ
く
現
実
味
を
失
な
わ
ぬ
よ
う
に
と
い
う
配
慮
が
働
い
て
作
品
が
構
成
さ
れ
て
い
る

の
で
、
こ
の
時
代
の
気
質
物
の
或
る
も
の
の
よ
う
な
不
自
然
さ
は
比
較
的
少
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
程
度
が
や
や
薄
ら
い
で
い
る
と
い
う
だ
け
で
、

ど
う
し
て
も
諸
道
聴
耳
世
間
猿
・
世
間
妾
形
気
に
は
、
気
質
物
に
あ
り
が
ち
な
欠
点
が
生
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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話
を
も
と
に
戻
す
が
、
今
我
々
が
例
と
し
て
考
え
て
い
る
「
要
害
は
間
に
あ
は
ぬ
町
人
の
城
廓
」
に
し
て
も
、
小
西
三
十
郎
ほ
ど
極
端
に
武
に
凝
る
町
人
は

ま
ず
あ
る
ま
い
。
武
術
に
興
味
を
示
す
町
人
と
い
う
も
の
は
決
し
て
珍
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
三
十
郎
の
如
く
に
熱
中
す
る
町
人
と
な
る
と
ど
う
し
て
も
現

実
味
を
失
な
っ
て
く
る
。
商
人
志
望
の
浪
人
山
本
勘
六
に
し
て
も
、
算
学
に
優
れ
て
い
る
の
は
良
い
と
し
て
、
武
士
ら
し
き
要
素
が
ま
っ
た
く
な
い
と
な
る

と
、
や
は
り
い
か
に
も
作
り
物
め
い
て
感
じ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
気
質
物
と
い
う
も
の
は
、
世
人
の
持
っ
て
い
る
常
識
を
逆
手
に
と
っ
て
、
非
常
に
少
な

い
例
を
投
げ
か
け
る
面
白
さ
が
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
場
合
、
現
実
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
っ
て
は
何
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
秋
成
の
浮

世
草
子
は
、
同
じ
浮
世
草
子
と
は
言
っ
て
も
、
西
鶴
が
町
人
物
に
お
い
て
徹
底
的
に
町
人
の
姿
を
描
い
た
の
と
は
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
浮
世
草
子
作
品
を
書
く
と
こ
ろ
か
ら
文
学
的
出
発
を
し
た
上
田
秋
成
は
、
第
三
作
の
雨
月
物
語
で
は
ど
の
よ
う
な
人
間
の
捉
え
方
を
し

て
い
る
だ
ろ
う
か
。



今
、
上
田
秋
成
の
浮
世
草
子
作
品
の
中
か
ら
一
つ
の
例
と
し
て
「
要
害
は
間
に
あ
は
ぬ
町
人
の
城
廓
」
を
挙
げ
た
が
、
こ
の
中
に
武
士
で
あ
り
な
が
ら
商
人

の
岡
左
内
は
、
蒲
生
氏
郷
に
仕
え
て
い
て
、

ぶ
へ
ん

あ
っ
て
「
富
貴
を
ね
が
ふ
心
常
の
武
扇
に
ひ
と
し
か
ら
ず
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
倹
約
を
宗
と
し
て
過
し
た
た
め
富
む
よ
う
に
な
っ
た
が
、

い
と
ま
さ
み
ぐ
は
ん
か
う
た
の
ひ
と
ま
あ
ま
た

ζ

が
ね
し
き
な
ら
な
ぐ

す
聞
に
は
、
茶
味
翫
香
を
娯
し
ま
ず
、
庁
上
な
る
所
に
許
多
の
金
を
布
班
ぺ
て
、
心
を
和
さ
む
る
事
、
世
の
人
の
月
花
に
あ
そ
ぶ
に
勝
れ
り
」
と
い
う
武
士
が

岡
左
内
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
岡
左
内
は
気
質
物
の
中
の
人
物
と
変
り
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
武
士
で
あ
り
な
が
ら
金
を
愛
す

志
望
の
男
が
居
た
。
こ
れ
と
比
較
す
る
の
に
便
利
な
人
聞
は
、
雨
月
物
語
の
中
に
も
居
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
貧
福
論
」
の
主
人
公
開
左
内
で
あ
る
。
こ

s
，
、
陪
ま
れ
ま
す
ら
を
ふ
る
か
た
わ

「
様
お
も
く
、
誉
た
か
く
、
丈
夫
の
名
を
関
の
東
に
震
ふ
」
立
派
な
武
士
で
あ
る
が
、
「
い
と
偏
固
な
る
事
」
が

い
〈
き
た
な
ら

「
軍
を
調
練

る
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
我
々
の
常
識
か
ら
は
ず
れ
て
い
て
滑
稽
で
あ
り
、
こ
の
ま
ま
気
質
物
の
中
に
入
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

）
の
よ
う
に
、
状
況
設
定
は
、
「
要
害
は
間
に
あ
は
ぬ
町
人
の
城
廓
」
の
山
本
勘
六
と
、
「
貧
福
論
」
の
岡
左
内
と
は
、
は
な
は
だ
よ
く
似
て
い
る
が
、
詳

一
口
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
山
本
勘
六
の
方
は
滑
稽
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細
に
考
え
て
み
る
と
、
や
は
り
「
貧
福
論
」
は
気
質
物
と
違
う
人
間
の
捉
え
方
が
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
、

味
を
ね
ら
っ
た
い
か
に
も
作
り
物
め
い
た
一
面
的
な
人
間
で
あ
る
の
に
対
し
、
岡
左
内
の
方
は
現
実
味
を
持
っ
た
多
面
的
な
人
間
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
山
本

勘
六
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
か
ら
、
こ
ん
ど
は
岡
左
内
に
焦
点
を
あ
て
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

岡
左
内
は
、
た
し
か
に
金
を
異
常
に
愛
す
る
と
い
う
奇
型
的
な
人
闘
で
あ
る
が
、
「
貧
福
論
」
は
そ
の
点
だ
け
を
取
り
上
げ
て
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。

ろ
〈
ほ
ま
れ
ま
す
ら
を
ふ
る
い
〈
き
た
な
ら
い
と
ま

「
禄
お
も
く
、
誉
た
か
く
、
丈
夫
の
名
を
関
の
東
に
震
ふ
」
と
あ
っ
て
、
ま
ず
立
派
な
武
士
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
軍
を
調
練
す
聞
に
は
」
と
も

あ
っ
て
、
武
士
と
し
て
は
た
す
べ
き
面
も
立
派
に
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
単
に
金
を
愛
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
っ

か
た
わ

ま
り
、
こ
の
武
士
に
は
「
偏
固
な
る
事
」
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
優
れ
た
武
士
の
或
る
一
面
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
が
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
「
要
害

し
ゃ
う
と
く
－
ら
ふ
た
ん
れ
ん
そ
ろ
ば
ん
し
な
ん
ど
う
〈
わ
ん
め

は
間
に
あ
は
ぬ
町
人
の
城
廓
」
の
山
本
勘
六
が
「
生
得
剣
術
を
嫌
ひ
、
不
鍛
錬
ゆ
ゑ
、
浪
人
の
よ
す
が
に
手
習
十
露
盤
の
指
南
し
て
、
何
そ
壱
貫
目
く
ひ
た
め

晶
き
ん
と
で

た
ら
ぱ
、
商
人
と
も
出
か
け
る
つ
も
り
」
と
い
う
よ
う
に
全
く
商
人
の
万
に
傾
い
て
し
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
以
外
に
は
い
か
な
る
面
も
有
し
て
お
ら
ぬ
描
き
方

が
さ
れ
て
い
る
の
と
は
大
き
く
異
な
る
。
気
質
物
の
場
合
に
は
、
そ
の
人
物
の
極
端
な
面
が
取
り
出
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
人
物
の
全
人
格
で
あ
る
か
の
如
き
摘

き
方
が
さ
れ
る
が
、

「
貧
福
論
」
の
場
合
に
は
、
金
を
愛
す
る
こ
と
が
岡
左
内
の
全
人
格
で
は
な
く
、
立
派
な
武
士
と
し
て
の
多
く
の
面
を
持
っ
て
お
り
、
そ



の
一
面
に
人
と
異
な
る
点
も
あ
る
と
い
う
描
き
方
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
岡
左
内
が
金
を
愛
す
る
に
つ
い
て
は
明
確
な
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
金
と
い
う
も

の
の
性
質
を
熟
知
し
た
上
で
、
金
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
を
個
人
的
に
は
っ
き
り
と
つ
か
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
次
の
逸
話
に

も
示
さ
れ
て
い
る
。

を
の
E

わ
う
E
ん
ま
い
め
し

ζ

ん
ぎ
ん
た
ま
ぐ
は
れ
き

家
に
久
し
き
男
に
黄
金
一
枚
か
く
し
持
た
る
も
の
あ
る
を
聞
つ
け
て
、
ち
か
く
召
て
い
ふ
。
「
昆
山
の
壁
も
み
だ
れ
た
る
世
に
は
瓦
礁
に
ひ
と
し
。

み
と
う
吋
い
ぽ
〈
ゃ
う
勺
る
ぎ
た
か
ら
よ
き
つ
る
ぎ
あ
た
む
か

か
か
る
世
に
う
ま
れ
て
弓
矢
と
ら
ん
躯
に
は
、
常
錨
墨
陽
の
剣
、
さ
て
は
あ
り
た
き
も
の
財
宝
な
り
。
さ
れ
ど
良
剣
な
り
と
て
千
人
の
敵
に
は
逆
ふ

あ
申
し
た
が
み
ピ
り
た
〈
は
を
き
な
ん
冒
い
や

べ
か
ら
ず
。
金
の
徳
は
雨
が
下
の
人
を
も
従
へ
つ
ぺ
し
。
武
士
た
る
も
の
漫
に
あ
っ
か
ふ
べ
か
ら
ず
。
か
な
ら
ず
貯
へ
蔵
む
べ
き
な
り
。
保
購
し
き

ぷ
げ
ん
た
か
ら
を

E

わ
ぎ
し
ゃ
う
か
た
な
申
る
め
し

身
の
分
限
に
過
た
る
財
を
得
た
る
は
鳴
呼
の
事
な
り
。
賞
な
く
ば
あ
ら
じ
」
と
て
、
十
両
の
金
を
給
ひ
、
刀
を
も
赦
し
て
召
っ
か
ひ
け
り
。

岡
左
内
の
考
え
に
よ
る
と
、
乱
世
に
必
要
な
も
の
は
名
飼
と
金
で
あ
る
。
し
か
し
、
名
制
は
い
く
ら
良
い
も
の
で
も
千
人
の
敵
を
倒
す
わ
け
に
は
い
か
な
い

が
、
金
は
天
下
の
人
を
従
え
さ
せ
る
こ
と
も
出
来
る
。
だ
か
ら
、
武
士
た
る
も
の
は
金
を
大
切
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
岡
左
内
は
、
武

と
い
う
こ
と
が
い
か
に
世
人
に
は
奇
異
に
見
え
よ
う
と
、
岡
左
内
と
い
う
人
間
に
お
い
て
は
、
立
派
な
武
士
で
あ
る
こ
と
と
金
を
愛
す
る
こ
と
と
は
一
向
に
矛
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士
た
る
べ
き
も
の
の
心
構
え
の
一
つ
と
し
て
、
金
を
大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
武
士
で
あ
り
な
が
ら
金
を
愛
す
る

盾
し
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
或
る
夜
、
岡
左
門
が
ふ
と
目
覚
め
て
、
枕
上
に
不
思
議
な
「
ち
い
さ
げ
な
る
翁
」
を
発
見
し
た
時
も
、
少
し
も
騒
ぐ
こ
と
な

た
を
か
て
り
量
り
ゃ
う
ほ
げ
き
ま
を
そ

e

つ
恰
た
Q
き

く
、
「
こ
こ
に
来
る
は
誰
。
我
に
根
か
ら
ん
と
な
ら
ば
力
量
の
男
ど
も
こ
そ
参
り
つ
ら
め
。
惚
が
や
う
の
事
た
る
形
し
て
ね
ふ
り
を
魔
ひ
っ
る
は
、
狐
狸
な
ど

わ
ぎ

の
た
は
む
る

L

に
や
。
何
の
お
ぼ
え
た
る
術
か
あ
る
。
秋
の
夜
の
目
さ
ま
し
に
、
そ
と
見
せ
よ
」
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
金
を
愛
す
る
武
士
で
あ

る
岡
左
内
が
、
妖
怪
の
よ
う
な
も
の
が
出
現
し
て
も
、
こ
う
し
た
立
派
な
態
度
が
と
れ
る
こ
と
を
我
々
読
者
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
取
れ
る
の
で
あ
る
。

雨
月
物
語
に
お
い
て
は
、
人
間
の
複
数
の
面
を
取
り
出
し
て
み
せ
、
そ
れ
が
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
も
、一
人
の
人
間
の
中
に
お
い
て
は
一
つ

の
も
の
に
ま
と
ま
り
得
る
よ
う
に
人
聞
が
描
か
れ
て
い
る
。
逆
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
人
間
と
い
う
も
の
は
、一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
存
在
で
あ
る
が
、
色
々
な

面
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
特
定
の
面
を
い
く
つ
か
取
り
出
し
た
時
に
は
、
そ
れ
ら
の
面
が
一
見
互
に
矛
盾
し
て
見
え
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
描
き
方
な
の
で
あ

る
。



勿
論
、
雨
月
物
語
の
各
篇
は
短
篇
で
あ
る
か
ら
、
短
篇
と
い
う
も
の
の
性
質
上
、
人
間
の
全
て
の
面
を
総
合
的
に
捉
え
る
よ
り
も
、
人
間
の
或
る
面
に
焦
点

を
あ
て
て
そ
こ
か
ら
人
聞
を
描
く
と
い
う
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
閣
の
或
る
一
面
を
取
り
出
し
て
描
い
て
も
、
そ
の
人
間
の
持
っ
て
い
る
要
素

が
そ
の
一
面
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
要
素
も
当
然
持
っ
て
い
る
こ
と
が
作
中
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
者
は
、
或
る
一
面
か
ら
一
人
の
人
間

を
描
こ
う
と
は
す
る
が
、
そ
の
人
聞
は
一
面
的
な
薄
っ
ぺ
ら
な
存
在
で
は
な
く
、
多
く
の
商
を
持
つ
立
体
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
要
害
は
間
に
あ
は
ぬ
町
人
の
城
廓
」
の
山
本
勘
六
は
、
武
士
で
あ
り
な
が
ら
金
儲
け
を
し
た
が
っ
て
い
る
と
い
う
一
面
の
み
が
取
り
出
さ
れ
て

い
て
、
他
の
面
は
一
切
消
し
去
ら
れ
て
い
る
の
と
比
べ
て
み
る
と
、
人
間
の
描
き
方
が
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
武
士
か
ら
ぬ
存
在
で
あ
る
勘
六
で
あ

し
ゃ
う
と
〈
き
ら
ふ
だ
ん
れ
ん

っ
て
も
、
ど
こ
か
に
は
武
士
ら
し
き
面
が
あ
っ
て
良
い
筈
で
あ
る
が
、
「
生
得
剣
術
を
嫌
ひ
、
不
鍛
錬
」
と
あ
っ
て
、
商
人
志
望
と
い
う
面
以
外
は
す
べ
て
削

り
落
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
方
が
武
士
と
い
う
も
の
の
一
般
的
な
概
念
か
ら
一
層
か
け
離
れ
て
い
て
面
白
さ
が
増
す
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
こ

の
山
本
勘
六
は
現
実
味
の
薄
い
作
り
物
的
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
岡
左
内
の
方
は
、
多
面
的
で
日
一
つ
統
合
さ
れ
た
寄
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
た

上
田
秋
成
に
お
け
る
浮
世
草
子
作
品
と
雨
月
物
語
と
で
は
、
人
間
の
取
り
上
げ
万
に
こ
れ
だ
け
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
諸
道
聴
耳
世
間
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や
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気
で- 47 ー

め
、
山
本
勘
六
の
よ
う
な
滑
稽
味
は
な
く
な
り
、
現
実
に
存
在
し
得
る
人
間
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
、
登
場
す
る
人
物
は
話
を
面
白
く
す
る
と
い
う
目
的
の
も
と
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
雨
月
物
語
で
は
｜
｜
短
篇
小
説
と
い
う
形
式

上
、
そ
の
一
面
に
特
に
焦
点
を
し
ぼ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
｜
｜
現
実
に
あ
る
人
聞
を
な
る
べ
く
そ
の
ま
ま
の
形
で
取
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
諸
道
聴
耳
世
間
猿
や
世
間
話
形
気
で
は
話
の
面
白
さ
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
が
、
雨
月
物
語
で
は
人
間
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ

「
要
害
は
間
に
あ
は
ぬ
町
人
の
城
廓
」
の
場
合
、
山
本
勘
六
が
武
士
で
な
か
っ
た
ら
、
小
西
三
十
郎
が
商
人
で
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
話
の
面
白
さ
は
殆
ん

ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、

る

「
貧
福
論
」
の
場
合
は
、
岡
左
内
が
必
ず
し
も
武
士
で
な
く
て
も
こ
の
話
は
成
立
し
得
る
。
金
を
愛
す
る
町
人
の
枕
上
に

黄
金
の
精
霊
が
現
わ
れ
て
も
、
「
貧
福
論
」
と
い
う
話
の
筋
の
上
か
ら
は
不
都
合
は
な
い
。
た
だ
主
人
公
を
武
士
に
し
て
お
け
ば
、
人
間
と
い
う
も
の
全
体
の

考
察
の
上
か
ら
は
便
利
で
あ
る
。
金
銭
に
一
番
惜
淡
と
し
て
い
る
筈
の
武
士
で
さ
え
、
こ
の
よ
う
に
金
銭
の
効
用
を
考
え
て
執
着
を
持
つ
。
ま
し
て
、
他
の
普

通
の
人
間
の
場
合
に
は
勿
論
金
銭
に
拘
泥
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
論
理
が
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

「
貧
福
論
」
で
は
、
人
間
全
体
を
表
現
す
る



に
最
も
効
果
的
た
ら
し
む
る
た
め
に
、
武
士
を
主
人
公
に
選
ん
で
あ
る
の
で
あ
る
。「
要
害
は
間
に
あ
は
ぬ
町
人
の
城
廓
」
で
は
、
武
士
と
い
う
も
の
は
金
銭

な
ど
に
意
を
用
い
ぬ
も
の
と
い
う
通
り
一
遍
の
概
念
か
ら
武
士
の
性
格
を
決
め
て
し
ま
っ
て
い
て
、
そ
う
し
た
武
士
が
商
人
を
志
望
し
金
銭
に
こ
だ
わ
る
と
い

う
と
こ
ろ
の
滑
稽
さ
を
ね
ら
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
は
状
況
設
定
そ
の
も
の
が
話
の
眼
目
な
の
で
あ
り
、
あ
と
は
い
か
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
付
け
加
え

「
貧
福
論
」
の
場
合
に
は
そ
う
し
た
ね
ら
い
は
な
い
。
人
聞
が
金
銭
を
求
め
る
こ
と

て
こ
の
滑
稽
さ
を
よ
り
徹
底
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

を
は
じ
め
か
ら
肯
定
し
て
い
る
。
町
人
だ
か
ら
金
銭
を
求
め
る
、
武
士
だ
か
ら
金
銭
に
捉
わ
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
人
聞
を
型
に
分
け
て
の
考
え
は
な
い
。

人
間
の
性
と
し
て
、
金
銭
を
追
い
求
め
る
こ
と
を
当
然
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
考
え
を
具
体
化
す
る
た
め
に
は
、
短
篇
小
説
と
し
て
の
性
質
上
、
効
果

的
な
一
つ
の
例
を
取
り
出
し
て
来
て
、
そ
れ
が
人
間
全
体
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
し
た
方
が
良
い
。
武
士
を
主
人
公
に
選
ぶ
の
は
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
で

あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
他
の
人
間
達
は
勿
論
と
い
う
全
体
の
把
握
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
諸
道
聴
耳
世
間
猿
や
世
間
妾
形
気
で
は
一
つ
の
例

を
取
り
出
し
て
も
、
そ
れ
は
人
間
全
体
の
姿
か
ら
遠
く
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
雨
月
物
語
で
は
一
つ
の
例
を
取
り
出
し
た
場
合
、
そ
れ
が
人
間
全
体
を
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も
表
現
し
得
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「
要
害
は
間
に
あ
は
ぬ
町
人
の
城
廓
」
と
「
貧
福
論
」
の
比
較
に
紙
幅
を
と
り
す
ぎ
た
よ
う
で
も
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な
論
理
は
、
諸
道
聴
耳
世
間
猿
・
世

間
妾
形
の
二
作
を
、
雨
月
物
語
に
比
較
し
て
み
た
場
合
、
他
の
作
品
に
つ
い
て
も
言
い
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

世
間
妾
形
気
に
は
、

「
若
後
家
の
寺
参
り
は
て
っ
き
り
仕
立
物
屋
が
宿
替
」
と
い
う
短
篇
が
あ
る
が
、

｝
こ
で
は
色
欲
に
溺
れ
る
僧
侶
達
が
扱
わ
れ
て
い

る
。
僧
侶
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
色
欲
と
は
一
番
か
け
離
れ
た
存
在
で
あ
る
筈
な
の
に
、
女
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
、
挙
句
の
は
て
は
編
さ
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
確
か
に
こ
れ
は
滑
稽
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
僧
侶
達
も
、
は
じ
め
か
ら
編
さ
れ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
よ
う
な
僧
で
あ
っ
て
、
そ
の
僧
達
が
寺
院
に
お
い
て

は
い
か
な
る
生
活
を
し
て
い
る
の
か
、
色
に
溺
れ
る
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
気
持
の
動
き
が
あ
っ
た
か
な
ど
と
い
う
経
過
は
一
切
描
か
れ
て
い
な
い
。

じ
を
し
ゃ
う
だ
ん
ぎ
そ
う

は
く
ょ
す
る
人
も
あ
ま
た
有
る
中
に
、
寺
方
の
和
尚
談
義
僧
、
後
家
と
さ
へ
い
や
、
舌
な
め
ず
り
、
ま
し
て
お
糸
が
色
よ
き
に
現
ぬ
か
し
て
、
俗
め
ら
に
打
つ ー「

！思

て
取
ら
れ
ぬ
さ
き
に
と
」
争
っ
て
女
の
も
と
に
通
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
僧
侶
と
色
欲
と
い
う
取
り
合
せ
の
妙
だ
け
を
ね
ら
っ
た
も
の
と

言
え
よ
う
。



一
万
、
雨
月
物
語
の
中
に
も
、
僧
侶
と
色
欲
と
の
関
係
を
取
り
扱
っ
た
「
青
頭
巾
」
と
い
う
短
篇
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
青
頭
巾
」
の
僧
は
、
も
と
も
と
は

と
〈
が
〈
し
ゅ
ぎ
ゃ
う
か
う
し
ま
〈
草
え
か
た
ち
み
令
び
や
か

「
篤
学
修
行
の
聞
え
め
で
た
く
、
此
国
の
人
は
香
燭
を
は
こ
び
て
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
」
立
派
な
僧
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
「
容
の
秀
麗
な

つ
ひ

ζ

、
ろ

る
」
童
児
を
愛
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
童
児
が
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
「
終
に
心
神
み
だ
れ
」
人
肉
を
喰
う
鬼
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
又
、
そ

の
僧
に
は
正
道
に
戻
ろ
う
と
す
る
気
持
も
強
く
、
快
庵
に
す
が
っ
て
白
骨
と
な
る
ま
で
証
道
歌
に
取
り
組
み
、
つ
い
に
妄
念
を
去
っ
て
往
生
を
と
げ
る
。
こ
こ

わ
ら
は

に
も
我
々
は
、
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
色
欲
に
迷
う
悲
し
い
人
間
の
性
と
い
う
も
の
を
見
出
し
得
る
。
こ
の
僧
は
、
快
庵
が
「
其
童
児
を
や
し
な
は
ざ
ら
ま
し
か

ば
、
あ
は
れ
よ
き
法
師
な
る
べ
き
も
の
を
」
と
言
う
知
く
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
「
愛
慾
の
迷
路
」
に
入
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
世
間
妾
形
気
の

僧
達
が
女
を
求
め
る
だ
け
の
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
と
は
、
根
本
的
に
描
か
れ
方
が
違
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
人
間
と
い
う
も
の
は
、
や
や
と
も
す
れ
ば
迷
い
に
踏
み
込
み
が
ち
な
不
安
定
な
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
間
の
不
安
定
さ
を
「
青
頭
巾
」
は

描
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
人
間
の
一
面
を
取
り
出
す
に
あ
た
っ
て
、
平
凡
な
弱
い
人
聞
を
主
人
公
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
人
間
だ
け
に
起

こ
り
得
る
特
殊
な
例
と
な
っ
て
し
ま
う
。
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「
青
頭
巾
」
に
お
け
る
話
の
筋
を
展
開
さ
せ
る
と
い
う
点
の
み
か
ら
言
え
ば
、
主
人
公
は
僧
侶
以
外
の
人
間
で
あ
っ

て
も
構
わ
な
い
が
、
人
間
と
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
全
体
的
な
問
題
意
識
の
も
と
に
人
間
の
一
面
を
描
く
場
合
に
は
、
や
は
り
僧
侶
を
主
人
公
と
し
た
方

つ
ね

が
良
い
。
そ
れ
も
「
平
生
の
行
徳
の
か
し
こ
か
り
し
」
僧
と
し
た
方
が
な
お
良
い
。
色
欲
と
い
う
も
の
か
ら
最
も
遠
い
筈
の
こ
の
立
派
な
僧
に
お
い
て
す
ら
、

ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
道
を
踏
み
は
ず
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
愛
欲
の
迷
路
」
か
ら
正
道
に
戻
る
た
め
に
は
、
文
字
通
り
死
を
か
け
た
、
大

変
な
努
力
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
全
て
の
人
聞
が
持
っ
て
い
る
業
と
い
う
も
の
だ
｜
｜
。
我
々
は
「
青
頭
巾
」
か
ら
、
人
間
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の

こ
の
よ
う
な
答
を
引
き
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

同
じ
色
欲
に
迷
う
僧
と
い
う
も
の
を
題
材
と
し
て
い
て
も
、
世
関
妾
形
気
と
雨
月
物
語
と
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
人
間
と
い
う
も
の
に
対
す
る
問
題
意
識
が

異
な
る
の
で
あ
る
。

諸
道
聴
耳
世
間
猿
の
中
の
一
篇
で
あ
る
「
兄
弟
は
気
の
あ
は
ぬ
他
人
の
始
」
に
は
、
商
家
に
生
れ
な
が
ら
風
流
に
身
を
や
っ
す
伊
兵
衛
と
い
う
男
が
登
場
す

る
が
、
こ
れ
を
雨
月
物
語
の
中
の
「
夢
応
の
鯉
魚
」
に
お
け
る
興
義
と
比
べ
て
み
た
場
合
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
伊
兵
衛
の
場
合
に
は
、
そ
の
極
端
な



風
流
へ
の
偏
執
ぷ
り
が
描
か
れ
、
そ
の
あ
ま
り
に
も
現
実
離
れ
を
し
た
有
様
で
我
々
の
笑
を
誘
う
の
で
あ
る
が
、
興
義
の
場
合
に
は
風
雅
を
好
む
有
様
が
き
わ

め
て
自
然
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
や
は
り
他
の
短
篇
と
同
様
、
人
間
全
体
に
共
通
す
る
一
面
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
高
僧

で
あ
っ
て
も
現
実
を
離
れ
て
心
ゆ
く
ま
ま
に
好
き
な
境
地
に
遊
び
た
い
も
の
だ
と
い
う
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
興
議
が
僧
に
ふ
さ
わ
し
い
趣
味

を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
l

！
例
え
ば
、
詩
の
世
界
に
遊
ぶ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
絶
対
境
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
l
i

そ
れ
は
、
我
々
一
般
人
に
は
適

用
さ
れ
な
い
遠
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
興
義
は
、
生
臭
き
を
最
も
忌
み
避
け
る
筈
の
僧
で
あ
り
な
が
ら
、
魚
を
愛
し
、
つ
い
に
は
自
身
魚
と
な
っ

て
琵
琶
湖
を
自
由
に
経
廻
る
の
で
あ
る
。
僧
と
魚
と
い
う
取
り
合
せ
は
、
最
も
遠
い
も
の
同
士
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
う
し
た
最
も
遠
い
取
り
合
せ
を

持
っ
て
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
一
般
人
も
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
俗
世
を
忘
れ
る
絶
対
境
を
見
出
そ
う
と
不
思
議
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。つ
古
品

り
、
僧
と
魚
と
い
う
取
り
合
せ
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
夢
応
の
鯉
魚
」
と
い
う
短
篇
は
、
人
間
全
体
の
上
に
つ
い
て
共
通
し
て
言
い
得
る
一
つ
の
問

題
を
扱
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

雨
月
物
語
は
、
九
篇
の
短
篇
が
そ
れ
ぞ
れ
人
間
の
或
る
一
面
を
描
き
出
じ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
短
篇
が
人
間
の
一
面
を
描
い
て
い
る
か- 50 ー

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
「
雨
月
物
語
に
描
か
れ
た
人
間
」
に
お
い
て
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
再
び
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
。
こ
こ
で
は

た
だ
、
人
聞
の
取
り
上
げ
方
が
、
雨
月
物
語
と
、
そ
れ
以
前
の
作
で
あ
る
諸
道
聴
耳
世
間
猿
・
世
聞
を
形
気
と
で
は
、
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
い
る
の
か
を
、
い

く
つ
か
の
例
を
も
と
に
し
て
考
え
て
み
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
は
畑
違
い
の
事
柄
に
熱
中
す
る
滑
稽
諦
し
か
、
諸
道
聴
耳
世
間
猿
・
世
間
妾
形
気
の
中
か
ら
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
今
、
私
は
、
題
材

や
筋
の
違
い
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
文
学
の
中
に
人
聞
を
取
り
上
げ
る
そ
の
根
本
態
度
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
三
つ
の
例
だ

け
で
も
、
雨
月
物
語
と
そ
れ
以
前
の
作
品
と
の
違
い
は
示
し
得
る
か
と
思
う
。
畑
違
い
の
事
柄
に
熱
中
す
る
滑
稽
譜
で
は
な
い
作
品
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が

言
え
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
例
て
ば
、
世
間
妾
形
気
の
中
に
「
ヤ
ア
ラ
め
で
た
い
な
元
日
の
拾
い
子
が
福
力
」
と
い
う
短
篇
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
遠
く
へ
行

っ
た
夫
が
死
ん
だ
も
の
と
考
え
た
妻
が
再
婚
し
た
と
こ
ろ
で
前
の
夫
が
帰
っ
て
き
た
と
い
う
話
で
、
我
々
は
こ
れ
か
ら
す
ぐ
に
、
井
原
西
鶴
の
懐
硯
に
あ
る

「
案
内
し
っ
て
む
か
し
の
寝
所
」
や
、伊
勢
物
語

（
二
十
四
段
）の
話
を
連
想
し
得
る
。

妻
が
再
婚
L

た
と
こ
ろ
へ
速
く
か
ら
夫
が
帰
っ
て
来
る
と
い
う
話



は
、
現
実
に
も
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
外
国
に
も
こ
う
し
た
状
況
を
扱
っ
た
作
品
は
あ
り
、
有
名
な
も
の
で
は
、
テ
ニ
ス
ン
の
「
イ
ノ
ッ
ク
・
ア
l

デ

ン
」
や
、
モ
l

パ
ッ
サ
ン
の
「
帰
村
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
諸
作
品
を
見
渡
し
て
み
た
場
合
、
上
田
秋
成
の
と
っ
た
l
l

前
の
夫
を

正
式
の
夫
と
し
、
後
の
夫
を
男
妾
と
す
る
と
い
う
l
l

解
決
法
が
一
番
ふ
ざ
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
解
決
法
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
状
況
設
定
は
少

し
も
悲
劇
に
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
解
決
法
が
あ
り
得
な
い
か
ら
こ
そ
、
こ
の
状
況
は
人
生
に
お
け
る
最
も
解
決
困
難
な
場
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
人

間
と
い
う
も
の
の
答
を
引
き
出
そ
う
と
、
古
今
東
西
の
作
家
が
こ
の
間
題
と
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

「
ヤ
ア
ラ
め
で
た
い
な
元
日
の
拾
ひ
子

が
福
力
」
の
場
合
で
も
、
作
中
人
物
が
真
撃
に
今
の
状
態
に
取
り
組
み
最
も
良
い
方
法
と
し
て
こ
の
解
決
方
法
を
得
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
良
い
の

だ
が
、
そ
う
で
も
な
い
。
女
主
人
公
の
お
春
が
再
婚
す
る
ま
で
の
描
写
は
ほ
ん
の
一
通
り
の
も
の
で
あ
っ
て
、
西
鶴
の
「
案
内
し
っ
て
む
か
し
の
寝
所
」
の
同

様
の
場
面
の
描
写
に
比
べ
る
と
半
分
の
分
量
し
か
な
い
。
作
品
の
長
さ
は
、
西
鶴
の
そ
れ
と
比
べ
れ
ば
、
上
田
秋
成
の
こ
の
短
篇
は
三
倍
ぐ
ら
い
あ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
も
う
少
し
女
主
人
公
の
悩
み
が
描
か
れ
で
も
良
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
人
を
男
妾
と
す
る
と
い
う
解
決
法
が
示
さ
れ
る
と
、
女
主
人

が
い

E
A

公
を
含
む
三
人
は
あ
っ
さ
り
と
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
し
ま
い
「
女
房
一
人
に
二
人
の
ま
す
ら
を
、
友
し
ら
髪
、
ま
で
意
恨
な
く
打
語
」
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に

は
、
ま
っ
た
く
、
こ
の
解
決
困
難
な
状
況
へ
の
真
撃
な
取
り
組
み
方
と
い
う
も
の
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
短
篇
は
、
玉
手
箱
の
功
徳
で
齢
を
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と
ら
ぬ
お
春
が
次
々
と
男
を
と
り
か
え
て
い
く
面
白
さ
が
眼
目
な
の
で
あ
り
、
続
篇
の
「
織
姫
の
ほ
っ
と
り
者
は
取
り
て
置
の
玉
手
箱
」
に
お
い
て
今
度
は
痛

烈
な
L

っ
ペ
返
し
を
食
う
面
白
さ
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
点
を
考
え
て
み
る
に
、
結
局
、
上
回
秋
成
の
浮
世
草
子
作
品
と
い
う
も
の
は
、
畑
違
い
の
事
柄
に
熱
中
す
る
滑
稽
語
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
他

の
短
篇
で
あ
る
に
せ
よ
、
話
の
筋
の
面
白
さ
や
状
況
設
定
の
面
白
さ
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
作
者
の
苦
労
は
い
か
に
し
て
読
者

の
意
表
を
つ
く
か
と
い
う
点
だ
け
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

諸
道
聴
耳
世
間
猿
を
書
い
た
と
き
の
上
田
秋
成
は
、
処
女
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

自
作
に
対
し
て
相
当
の
自
信
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と

が
、
そ
の
序
文
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
第
二
作
で
あ
る
世
間
妾
形
気
に
な
る
と
、
上
田
秋
成
に
は
自
作
に
対
す
る
反
省
が
生
れ
て
き
て
い
る
。
上
田

い
や
C
と
あ
ま
た
ま
，

e、

秋
成
は
世
間
妾
形
気
の
序
文
に
お
い
て
「
こ
の
弊
言
数
ふ
れ
ば
、
は
た
ち
に
余
り
、
撰
め
ば
一
つ
と
し
て
採
る
も
の
な
し
。
偶
な
ぐ
さ
む
一
ふ
し
は
、
さ
て
も



と
〈
き
み
た
よ
ま
趣
あ
ぎ

さ
て
も
八
文
字
が
糟
粕
。
こ
れ
を
除
き
是
を
棄
て
て
、
そ
ぞ
ろ
に
も
の
し
て
、
十
種
に
充
し
め
、
四
巻
に
己
み
ぬ
。
自
笑
を
し
れ
る
人
は
瑚
み
な
ん
。
自
笑
を

知
ら
ざ
る
人
は
、
見
ず
も
棄
つ
ぺ
し
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
序
文
に
あ
り
が
ち
な
謙
辞
と
は
い
う
も
の
の
、
自
作
を
八
文
字
屋
本
の
糟
粕
と
し
て
い
る

こ
と
は
、
や
は
り
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
笑
の
作
を
読
ん
で
い
る
人
に
は
軽
蔑
さ
れ
そ
う
だ
と
い
う
の
は
、
自
作
が
八
文
字
屋
本
か
ら
一
歩
も
出
る

こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
告
白
で
あ
る
。
上
田
秋
成
が
こ
の
後
さ
ら
に
書
く
つ
も
り
で
い
た
こ
つ
の
浮
世
草
子
作
品
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
も
、
こ

う
し
た
反
省
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
反
省
は
、
結
局
、
筋
の
面
白
さ
だ
け
に
頼
る
作
品
で
は
人
聞
を
描
く
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ

ろ
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
証
拠
に
は
、
放
棄
さ
れ
た
二
つ
の
浮
世
草
子
作
品
の
代
り
に
書
か
れ
た
雨
月
物
語
で
は
、
筋
は
二
の
次
と
し
て
、
い
か

に
人
間
の
一
面
を
描
き
出
す
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
人
間
と
は
何
か
と
い
う
答
え
を
い
か
に
し
て
出
す
か
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
間
と
い
う
も
の
を
文
学
の
中
に
い
か
に
捉
え
る
か
｜
｜
こ
の
点
に
お
い
て
、
諸
道
聴
耳
世
間
猿
・
世
間
妾
形
気
の
ニ
作
と
雨
月
物
語
と
は
根
本
的
な
違
い

が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
違
い
が
、
浮
世
草
子
作
者
と
し
て
出
発
し
な
が
ら
雨
月
物
語
へ
と
進
ん
で
行
く
上
田
秋
成
の
文
学
的
発
展
だ
と
考
え
ら
れ
る
。- 52 -

浮
世
草
子
作
家
と
し
て
出
発
し
た
上
回
秋
成
が
、
第
三
作
に
至
っ
て
ま
っ
た
く
違
っ
た
作
風
に
転
じ
た
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
人
聞
を
描
く
か
と
い
う
内
面

的
な
希
求
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
人
間
の
描
き
方
を
変
え
た
ら
文
学
形
式
ま
で
変
え
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
や
は
り
問
題
と
な

ろ
う
。
浮
世
草
子
と
い
う
文
学
形
態
に
お
い
て
も
十
分
に
人
聞
は
描
き
得
る
の
で
あ
り
、
げ
ん
に
井
原
西
鶴
は
そ
れ
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

上
田
秋
成
に
と
っ
て
、
浮
世
草
子
と
い
う
文
学
形
態
は
、
伺
と
言
っ
て
も
其
碩
・
自
笑
の
八
文
字
屋
本
の
印
象
が
強
す
ぎ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
あ
れ
ほ
ど

の
隆
盛
を
見
た
八
文
字
屋
本
を
と
び
越
え
て
、
西
鶴
作
品
に
ま
で
戻
っ
て
い
く
こ
と
は
、
な
か
な
か
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
世
間
妾
形
気
の
頃
の
秋
成
は
、
文
学
上
の
模
索
を
し
て
い
た
筈
だ
か
ら
、
そ
の
ま
ま
も
う
少
し
時
を
貸
せ
ば
、
或
い
は
秋
成
は
西
鶴
に
ま
で
戻
っ
て
い

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
秋
成
が
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
西
鶴
以
上
の
大
き
な
存
在
が
目
に
映
り
始
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
源
氏
物
語
に
よ
っ
て



代
表
さ
れ
る
平
安
文
学
の
寄
在
で
あ
っ
た
。

明
和
三
年
ご
ろ
か
ら
の
上
田
秋
成
を
考
え
て
み
る
と
、
急
速
に
我
が
国
の
古
典
に
対
す
る
知
識
が
増
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
世
間
妾
形
気
に
お
い
て
も

古
歌
の
引
用
や
雅
語
的
な
言
い
ま
わ
し
が
目
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
後
に
国
学
者
と
し
て
行
動
す
る
秋
成
の
基
礎
が
こ
の
時
期
に
出
来
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
秋
成
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
浮
世
草
子
と
い
う
文
学
形
態
だ
け
が
創
作
を
す
る
場
合
の
全
て
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
広
く
日
本
文
学
全
体

を
眺
め
て
、
そ
の
中
か
ら
自
分
の
創
作
の
範
と
な
る
も
の
を
見
出
そ
う
と
し
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
田
秋
成
が
本
格
的
に
国
学
の
研
究
に
入
っ
た
の
は
、
賀
茂
真
淵
の
高
弟
で
あ
る
加
藤
宇
万
伎
に
入
門
し
た
と
き
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
宇
万
伎
に
入
門
し
た

時
期
に
つ
い
て
は
、
明
和
三
年
・
同
四
年
・
同
七
年
の
三
説
が
あ
っ
て
、
い
ま
に
わ
か
に
は
断
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
上
田
秋
成
自
身
の
記
述
に
よ
れ
ば
、

「
契
沖
の
著
書
を
か
い
あ
つ
め
て
、
物
し
り
に
な
ろ
う
と
思
ふ
た
れ
ど
、
と
か
く
う
た
が
ひ
の
つ
く
事
多
く
て
、
道
は
か
い
か
な
ん
だ
を
、
江
戸
の
宇
万
伎
と

い
ふ
人
の
城
番
に
お
上
り
で
、
あ
や
た
り
が
引
合
し
て
、
弟
子
に
な
り
て
、
古
学
と
云
事
の
道
が
ひ
ら
け
る
」
（
異
本
胆
大
小
心
録
）
と
い
う
わ
け
で
あ
る
か

を
し

ら
、
建
部
綾
足
に
よ
っ
て
宇
万
伎
に
紹
介
さ
れ
る
前
に
、
独
学
な
が
ら
勉
強
を
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
は
じ
め
は
あ
や
足
が
『
教
よ
』
と
い
ふ
に

つ
い
て
学
ん
だ
」

（
同
右
）
の
で
あ
っ
て
、
綾
足
に
師
事
し
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
雨
月
物
語
の
初
稿
の
成
立
は
、
そ
の
序
文
に
よ
れ
ば
明
和
五
年
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で
あ
る
か
ら
、
秋
成
が
宇
万
伎
に
入
門
し
た
時
期
が
明
和
三
年
か
四
年
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
、
雨
月
物
語
は
国
学
研
究
を
始
め
て
後
の
作
品
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
仮
り
に
、
最
も
遅
い
明
和
七
年
説
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
雨
月
物
語
の
初
稿
の
出
来
た
明
和
五
年
ご
ろ
に
は
、
秋
成
の
独
学
に
よ
る
国
学
研
究
は
か
な

り
進
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
明
和
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
世
間
妾
形
気
に
は
す
で
に
源
氏
物
語
の
影
響
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
文
学
全
体
を
見
わ
た
す
よ
う
に
な
っ
た
上
回
秋
成
に
と
っ
て
、
も
は
や
創
作
の
対
象
は
浮
世
草
子
だ
け
で
は
な
い
。
よ
り
高
度
の
文
学
と

し
て
尊
重
せ
ら
れ
て
い
た
源
氏
物
語
を
模
範
と
し
て
自
己
の
創
作
を
行
な
い
た
い
気
持
に
な
る
こ
と
も
自
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、

こ
の
時
代
の
国
学
者
達

は
、
古
道
に
わ
け
入
る
手
段
と
し
て
、
活
発
に
歌
文
の
創
作
を
行
な
っ
て
い
た
。
秋
成
が
師
事
し
た
加
藤
宇
万
伎
は
賀
茂
真
淵
の
高
弟
で
あ
る
が
、
そ
の
真
淵

は
し
き
り
に
歌
文
の
創
作
を
弟
子
に
勧
め
て
い
る
。

「
古
事
記
も
紀
も
、
神
代
は
こ
と
に
文
に
て
伝
り
し
な
れ
は
、
み
つ
か
ら
文
を
作
ら
て
は
、
よ
く
そ
の
書

見
え
ぬ
事
他
。
文
を
作
る
に
は
古
歌
を
詠
さ
れ
は
出
来
す
。
此
二
つ
を
勤
る
そ
我
朝
之
学
の
専
一
な
り
け
り
」
（
明
和
五
年
六
月
十
八
日斎
藤
信
幸
宛
書
簡
）



「
皇
朝
之
学
は
古
詠
を
自
ら
不
得
候
て
（
は
）
、
理
屈
に
の
み
落
る
也
。
文
も
御
書
候
へ
」

ど
と
、
真
淵
は
言
っ
て
い
る
。
事
実
、
真
淵
門
下
か
ら
は
、
村
田
春
海
と
か
加
藤
千
蔭
の
よ
う
に
歌
人
・
文
人
が
輩
出
す
る
し
、
本
居
宣
長
も
「
手
枕
」
の
一

と
か
、

（
明
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
本
居
宜
長
宛
書
簡
）
な

篇
を
創
作
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
国
学
者
達
が
創
作
を
行
な
う
場
合
、
そ
の
手
本
と
な
る
も
の
は
、
当
然
彼
等
の
研
究
対
象
た
る
古
代
の

作
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
頃
流
行
し
て
い
た
浮
世
草
子
な
ど
で
は
な
い
。
本
居
宣
長
の
「
手
枕
」
に
し
て
も
、
源
氏
物
語
そ
の
も
の
を
創
作
し
た
の
で
あ
っ
て
、

大
館
高
門
の
言
う
ご
と
く
「
源
氏
の
物
語
に
、
六
条
御
息
所
の
御
事
の
は
じ
め
の
見
え
ぎ
な
る
を
」
補
う
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
風
潮

は
、
国
学
に
士
山
を
持
ち
始
め
た
上
岡
秋
成
に
も
当
然
影
響
を
与
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
自
作
の
浮
世
草
子
作
品
に
不
満
を
持
ち
始
め
た
上
田
秋
成
が
、
浮
世
草

子
と
い
う
創
作
形
態
を
捨
て
て
、
平
安
物
語
を
模
範
と
す
る
創
作
形
態
を
取
り
始
め
る
の
も
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。

勿
論
、
こ
の
時
の
上
田
秋
成
の
前
に
あ
っ
た
も
の
は
、
日
本
の
古
典
だ
け
で
は
な
い
。
中
国
白
話
小
説
と
い
う
も
の
の
存
在
も
大
き
い
の
で
あ
る
。
特
に
、

秋
成
の
医
学
上
の
師
と
言
わ
れ
て
い
る
都
賀
庭
鐘
の
著
し
た
英
草
紙
・
繁
野
話
は
、
雨
月
物
語
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
雨
月
物
語
が
全
五
巻
九
話
で

あ
る
の
も
英
草
紙
・
繁
野
話
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
雨
月
物
語
が
「
今
古
候
談
」
と
い
う
冠
称
を
持
っ
て
い
る
の
も
、
英
草
紙
や
繁
野
話
が
「
古
今
奇

談
」
と
あ
る
そ
れ
を
真
似
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
外
形
上
の
こ
と
よ
り
も
も
っ
と
重
要
な
こ
と
は
、
中
国
小
説
を
自
作
に
取
り
入
れ
る
方
法

を
、
秋
成
が
英
草
紙
や
繁
野
話
に
学
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
小
説
を
翻
案
し
て
紹
介
す
る
こ
と
は
以
前
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
都
賀
庭
鐘
は
そ
れ

を
よ
り
徹
底
す
る
た
め
に
、
中
国
小
説
か
ら
得
た
筋
を
我
が
国
の
史
実
に
巧
妙
に
付
会
し
、
雅
文
を
も
っ
て
叙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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一
見
完
全
な
創
作
で
あ

る
か
の
如
き
態
を
整
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
国
小
説
の
消
化
法
は
上
田
秋
成
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
都
賀
庭
鏡
の

手
法
は
、
ま
だ
ま
だ
徹
底
を
欠
い
て
い
て
、
そ
の
作
品
は
か
な
り
中
国
臭
の
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
英
草
紙
の
序
文
に
は
「
紫
の
物
語
は
言
葉

晶
ら
は

を
設
け
て
志
を
見
し
、
人
情
の
有
る
処
を
尽
す
」
と
あ
っ
て
、
源
氏
物
語
に
言
及
し
て
お
り
、
自
作
も
同
じ
目
的
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

す
で
に
都
賀
庭
鐘
に
お
い
て
も
、
筋
こ
そ
中
国
小
説
か
ら
借
り
て
来
て
は
い
る
が
、
そ
れ
を
書
き
表
わ
す
際
の
目
標
と
し
て
は
、
源
氏
物
語
が
意
識
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

我
が
国
の
古
典
に
対
す
る
素
養
な
ら
ば
、
都
賀
庭
鐘
よ
り
上
田
秋
成
の
方
が
は
る
か
に
上
で
あ
る
。
上
回
秋
成
は
、
都
賀
庭
鏡
に
学
ん
だ
手
法
に
よ
っ
て
中



国
小
説
か
ら
種
を
得
な
が
ら
も
、

一
層
完
全
に
近
い
形
で
、
自
作
を
物
語
化
し
て
い
っ
た
。
雨
月
物
語
は
、
「
白
峯
」
の
よ
う
に
我
が
国
の
古
典
か
ら
題
材
を

「
菊
花
の
約
」
「
浅
茅
が
宿
」
「
夢
応
の
鯉
魚
」
「
蛇
性
の
姪
」
な
ど
は
、
ま
る
ま
る
筋
を
中
国
小
説
か
ら
得
て
い
る
。
「
吉
備
津
の

釜
」
の
よ
う
に
部
分
的
に
中
国
小
説
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
も
の
を
加
え
れ
ば
、
雨
月
物
語
に
お
け
る
中
国
小
説
の
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
言
え
る
。

中
国
小
説
を
翻
訳
も
し
く
は
翻
案
し
た
も
の
は
従
来
か
ら
多
く
あ
っ
た
が
、
平
安
物
語
に
そ
れ
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
都
賀
庭
舗
の
作
品

得
た
も
の
も
あ
る
が
、

に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
ろ
う
。

雨
月
物
語
は
、
八
文
字
屋
本
に
比
べ
れ
ば
勿
論
の
こ
と
、
都
賀
庭
鐘
の
作
品
に
比
べ
て
も
、
は
る
か
に
平
安
朝
物
語
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
題
名
が

す
で
に
「
物
語
」
を
名
乗
っ
て
い
る
し
、
全
篇
が
流
麗
な
雅
文
で
書
か
れ
て
い
る
し
、
題
材
は
恋
が
多
い
。
各
篇
の
冒
頭
｜
｜
又
は
、
本
題
に
人
る
冒
頭
l
l

う
ま
や
は
ぜ
べ
・
も
ん
は
か
ぜ

は
、
「
白
峯
」
を
除
け
ば
、
す
べ
て
、
「
播
磨
の
国
加
古
の
駅
に
丈
部
左
門
と
い
ふ
博
士
あ
り
」
の
如
く
、
時
・
場
所
・
人
物
を
ま
ず
紹
介
す
る
よ
う
に
な
っ

と
－
よ
お
ほ
や

て
い
る
が
、
こ
れ
も
平
安
朝
物
語
の
形
式
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
蛇
性
の
姪
」
の
「
い
つ
の
時
代
な
り
け
ん
、
紀
の
国
三
輪
が
崎
に
、
大
宅
の
竹
助
と
い

ふ
人
在
け
り
」
と
い
う
書
き
出
し
に
い
た
っ
て
は
、
平
安
朝
物
語
そ
の
ま
ま
と
言
っ
て
良
い
。
上
回
秋
成
は
、
雨
月
物
語
の
序
文
に
お
い
て
、
水
誹
伝
と
源
氏~~ -::>::> 一一

物
語
と
を
挙
げ
、
そ
れ
に
比
べ
て
自
作
を
謙
遜
し
て
み
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
結
局
は
、
自
作
が
こ
う
し
た
古
典
と
同
じ
範
瞬
に
入
る
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の

と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
う
し
て
上
田
秋
成
の
第
三
作
は
、
浮
世
草
子
か
ら
完
全
に
離
れ
、
初
期
読
本
と
後
に
呼
ば
れ
る
に
い
た
っ
た
文
学
形
態
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

Q

上
田
秋
成
が
浮
世
草
子
作
品
の
創
作
を
や
め
、
雨
月
物
語
に
転
じ
た
に
つ
い
て
は
、
よ
り
深
く
人
聞
を
描
こ
う
と
す
る
内
面
的
希
求
と
、
古
典
作
品
と
同
じ

創
作
形
態
を
と
ろ
う
と
す
る
外
形
的
な
面
に
つ
い
て
の
欲
求
と
の
双
方
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
は
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら

く
上
田
秋
成
の
中
に
あ
っ
て
は
一
つ
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
世
間
妾
形
気
を
書
い
た
頃
の
秋
成
は
、
浮
世
草
子
の
形
態
を
と
る
限

り
「
八
文
字
が
糟
粕
」
か
ら
出
ら
れ
な
い
と
感
じ
始
め
て
い
る
。

て
い
た
。
世
間
妾
形
気
の
中
に
は
、

一
方
、
こ
の
頃
の
秋
成
は
、
我
が
国
散
文
学
の
最
高
傑
作
た
る
源
氏
物
語
に
、
す
で
に
接
し

す
宮

「
な
り
の
ぼ
れ
ど
も
、
も
と
よ
り
さ
る
べ
き
筋
な
ら
ぬ
は
心
か
だ
ま
し
く
」
の
如
く
、
源
氏
物
語
「
帯
木
」
の
一
節
を
使



用
し
た
個
所
が
見
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
上
田
秋
成
は
、
源
氏
物
語
の
よ
う
な
優
れ
た
文
学
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
作
へ
の
不
満
を
持
ち
始
め
、
よ
り
深
く

人
間
を
描
く
た
め
に
、
外
形
も
ま
た
古
典
に
従
お
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
ま
た
、
浮
世
草
子
の
形
態
を
と
る
限
り
人
聞
が
描
け
ぬ
と
考
え
た
秋
成

が
、
積
極
的
に
模
範
と
な
る
も
の
を
深
し
求
め
、
と
う
と
う
源
氏
物
語
に
ま
で
至
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
源
氏
物
語
に
接
し
た
が
故
に
自
作
に
不
満
を

持
ち
始
め
た
の
か
、
自
作
に
不
満
を
持
ち
始
め
た
た
め
に
源
氏
物
語
に
接
す
る
に
至
っ
た
の
か
、
ど
ち
ら
が
原
因
で
ど
ち
ら
が
結
果
か
は
分
ら
な
い
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
秋
成
に
と
っ
て
、
よ
り
深
く
人
聞
を
描
こ
う
と
す
る
こ
と
と
、
外
形
を
古
典
に
倣
お
う
と
す
る
こ
と
と
は
一
つ
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

外
形
を
古
典
に
倣
お
う
と
し
た
だ
け
の
人
間
な
ら
、

は
、
古
語
を
用
い
、
題
名
に
も
は
っ
き
り
「
物
語
」
と
名
乗
っ
て
、
西
山
物
語
を
書
い
て
い
る
。
確
か
に
西
山
物
語
は
、
外
形
的
に
は
平
安
朝
物
語
に
似
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
人
間
の
捉
え
万
は
底
の
浅
い
一
面
的
な
も
の
で
、
内
面
的
に
は
源
氏
物
語
に
似
る
べ
く
も
な
い
。
外
側
を
い
く
ら
真
似
て
も
文
学
性

上
回
秋
成
の
他
に
も
い
る
。
賀
茂
真
淵
の
門
下
で
、
秋
成
の
一
時
の
師
で
あ
っ
た
ら
し
い
建
部
綾
足

は
少
し
も
高
ま
ら
な
い
の
は
当
然
で
、
文
学
の
良
し
悪
し
は
人
聞
を
促
え
る
作
家
の
眼
と
い
う
も
の
が
大
き
く
作
用
す
る
の
で
あ
る
。

外
形
を
真
似
る
だ
け
で
は
意
味
が
な
い
。
雨
月
物
語
は
、
決
し
て
、
外
形
を
平
安
物
語
に
倣
っ
た
か
ら
良
い
作
品
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
外
形
を
真
似- 56 -

る
こ
と
だ
け
が
浮
世
草
子
作
品
か
ら
雨
月
物
語
へ
の
変
化
の
理
由
で
あ
る
な
ら
ば
、
雨
月
物
語
に
描
か
れ
た
人
間
は
、
諸
道
聴
耳
世
間
猿
や
世
間
妾
形
気
と
同

じ
で
あ
っ
て
、
八
文
字
屋
本
か
ら
一
歩
も
出
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
諸
道
聴
耳
世
間
猿
や
世
間
妾
形
気
と
、
雨
月
物
語

と
で
は
、
人
間
の
捉
え
方
に
お
い
て
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
は
先
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
上
田
秋
成
が
浮
世
草
子
作
品
の
創
作
を
打
ち
切
っ
て
、
雨
月

物
語
の
創
作
に
移
っ
た
に
つ
い
て
は
、
よ
り
深
く
人
聞
を
描
こ
う
と
す
る
内
面
的
な
希
求
を
そ
の
原
因
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
、

こ
の
時
の
創
作
形
態
の
変
化
は
、
右
の
希
求
を
満
た
す
た
め
に
付
随
的
に
起
っ
た
と
考
え
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

雨
月
物
語
は
、
し
ば
し
ば
怪
異
小
説
集
と
い
う
言
い
方
で
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
雨
月
物
語
自
身
が
「
今
古
佐
談
」
な
る
冠
称
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え

て
み
て
も
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
。
雨
月
物
語
に
お
け
る
九
篇
の
短
篇
が
い
ず
れ
も
怪
異
を
扱
っ
て
お
り
、
し
か
も
迫
真
的
に
怪
異
を
描
い
て
い
る
こ
と
を
考

え
合
せ
る
と
、
怪
異
小
説
集
と
呼
ぷ
こ
と
は
、
最
も
よ
く
雨
月
物
語
の
特
質
を
つ
か
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
雨
月
物
語
は
怪
異
を
摘
く
こ



と
だ
け
を
目
的
と
し
た
小
説
集
で
は
な
い
こ
と
も
ま
た
、
我
々
は
十
分
心
に
留
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
つ
て
、
私
は
、

「
雨
月
物
語
を
支
配
す
る
論
理
」
に
お
い
て
、
雨
月
物
語
に
お
け
る
怪
異
と
人
間
と
の
聞
の
論
理
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
そ
し
て
、
怪

異
を
抱
束
す
る
雨
月
物
語
の
論
理
は
従
来
の
常
識
と
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
又
、
そ
の
多
く
は
使
わ
れ
方
が
便
宜
的
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
、

「
怪
異
そ
の
も
の
を
描
こ
う
と
す
る
の
が
雨
月
物
語
の
目
的
な
ら
ば
、
も
う
少
し
一
貫
し
た
法
則
を
作
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
一
工
夫
も
ニ
工
夫
も
あ
っ

て
よ
い
」
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

雨
月
物
語
の
真
の
目
的
は
、

人
間
の
種
々
相
を
描
く
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

怪
異
を
よ
り
恐
し
く
感
じ
さ
せ
る
た
め
の
描
写
や
設
定
に
お
い

て
、
秋
成
は
非
常
な
努
力
を
払
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
人
間
の
或
る
面
を
描
く
に
最
も
効
果
あ
る
よ
う
に
と
い
う
目
的
に
そ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

我
々
は
す
で
に
、

「
菊
花
の
約
」
や
「
浅
芽
が
宿
」
に
お
い
て
は
、
原
作
に
あ
る
怪
異
の
一
部
が
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。「菊
花
の

約
」
で
は
、
原
作
に
あ
た
る
「
蒐
巨
卿
鶏
黍
死
生
交
」
の
巻
末
に
あ
る
棺
が
動
か
ず
友
人
の
来
る
の
を
待
つ
と
い
う
怪
奇
が
捨
て
ら
れ
て
い
る
し
、

宿
」
で
は
、
原
作
に
あ
た
る
「
愛
卿
伝
」
の
巻
末
に
あ
る
女
が
生
れ
変
っ
て
夫
と
再
会
す
る
と
い
う
怪
奇
が
け
ず
ら
れ
て
い
る
。
雨
月
物
語
が
怪
異
を
描
く
こ

「
浅
茅
が
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と
を
目
的
と
す
る
小
説
集
で
あ
る
な
ら
ば
、
原
作
に
あ
る
こ
う
し
た
怪
奇
は
当
然
生
か
し
て
使
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
怪
奇
を
切
り
捨
て
た

代
り
に
、

「
菊
花
の
約
」
で
は
、
対
立
す
る
二
つ
の
も
の
の
聞
に
は
さ
ま
れ
た
人
間
の
と
る
べ
き
道
と
い
う
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
商
鞍
叔
座
の
話
が
持
ち

込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
（
「
雨
月
物
語
を
支
配
す
る
論
理
」
参
照
）
、

「
浅
茅
が
宿
」
で
は
、
女
主
人
公
宮
木
に
一
層
陰
影
を
付
す
た
め
に
真
間
の
手
児
奈

の
話
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
「
雨
月
物
語
に
使
わ
れ
た
技
法
」
参
照
）
。
つ
ま
り
、
雨
月
物
語
で
は
、
人
聞
を
描
く
た
め
に
は
｜
｜
或
は
、
人
間

の
一
面
を
描
く
た
め
に
は
｜
｜
怪
異
は
お
し
げ
も
な
く
削
り
落
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
人
間
を
描
く
に
効
果
あ
る
場
合

に
限
っ
て
怪
異
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
田
秋
成
に
と
っ
て
は
、
現
実
の
世
界
が
真
実
で
あ
る
の
と
同
様
、
怪
異
の
世
界
も
ま
た
真
実
な
の
で
あ
る
。
現
実
の
世
界
だ
け
で
は
人
聞
を
描
き
き
れ
な

い
と
き
、
怪
異
の
世
界
を
も
っ
て
人
聞
を
描
く
の
で
あ
る
。
人
聞
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
怪
異
の
世
界
の
論
理
の
方
が
通
じ
や
す
い
と
き
に
は
、
そ
れ
を
持

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
雨
月
物
語
を
読
む
と
き
、
単
な
る
空
想
的
な
お
化
け
の
世
界
と
は
こ
れ
を
考
え
な
い
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
怪
異
の
中
に
こ
そ
人



聞
の
真
実
の
姿
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
雨
月
物
語
ψ
二
口
に
怪
異
小
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
、
十
分
な
る
注
意
を
必
要
と
す
る
。
怪
異
の
世
界
を
使
っ
て
人
聞
を
描
い
た
小
説
と
い
う
意
味

で
怪
異
小
説
と
呼
ぶ
こ
と
は
さ
し
っ
か
え
な
い
が
、
怪
異
を
描
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
小
説
と
い
う
意
味
で
怪
異
小
説
と
呼
ぶ
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
雨
月
物

語
に
お
け
る
怪
異
描
写
が
き
わ
め
て
優
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、

か
え
っ
て
我
々
は
、
雨
月
物
語
の
真
の
姿
を
見
誤
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ

る
近
世
に
は
怪
異
小
説
と
い
う
名
の
も
と
に
一
括
さ
れ
て
い
る
作
品
が
、
雨
月
物
語
以
前
だ
け
で
も
、
お
び
た
だ
し
く
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
も
の
と
雨
月

物
語
と
は
、
は
っ
き
り
一
線
を
も
っ
て
画
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
怪
異
を
描
こ
う
と
し
た
か
人
聞
を
描
こ
う
と
し
た
か
に
よ
る
も
の
な
の
で

あ
る
。

四
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
雨
月
物
語
は
成
立
し
た
。
雨
月
物
語
は
、
上
回
秋
成
に
と
っ
て
、

一
つ
の
会
心
の
作
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

し
か
し
、
上
回
秋
成
は
、
そ
の
後
、
雨
月
物
語
と
同
じ
よ
う
な
作
品
を
書
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

上
回
秋
成
が
雨
月
物
語
を
書
い
た
後
、
小
説
作
品
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
に
つ
い
て
は
、
彼
が
国
学
者
と
し
て
行
動
を
始
め
た
こ
と
、
歌
人
と
し
て
誇
り
を
持
ち

始
め
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

一
応
の
理
由
は
つ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
上
田
秋
成
は
、

小
説
と
い
う
文
学
形
態
を
ま
っ
た
く
見
離
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
雨
月
物
語
の
す
ぐ
後
で
書
か
れ
た
「
ぬ
ぱ
玉
の
巻
」

（
安
永
八
年
）
が
、
源
氏
物
語
評
論
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
小
説
的
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で

も
そ
れ
は
知
ら
れ
る
が
、

何
よ
り
も
晩
年
の
春
雨
物
語
の
存
在
が
、

上
回
秋
成
が
小
説
を
完
全
に
見
捨
て
て
い
な
い
こ
と
を
有
力
に
物
語
っ
て
い
る
。

つ
ま

り
、
上
田
秋
成
は
、
小
説
と
い
う
創
作
形
態
に
訣
別
し
た
が
た
め
に
第
二
の
雨
月
物
語
を
書
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
雨
月
物
語
に
対
し
て
も
意
に
満
た
ぬ

も
の
を
感
じ
始
め
て
い
た
が
た
め
に
、
再
び
同
種
の
小
説
を
書
か
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



た
だ
、
雨
月
物
語
に
対
す
る
上
田
秋
成
の
不
満
は
、
諸
道
聴
耳
世
間
猿
や
世
間
妾
形
気
に
対
し
て
彼
が
不
満
を
持
っ
た
時
の
よ
う
に
は
、
明
確
な
形
で
は
な

か
な
か
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
浮
世
草
子
作
品
に
比
べ
て
、
雨
月
物
語
が
は
る
か
に
高
度
の
水
準
に
到
達
し
て
い
る
が
た

め
に
、
簡
単
に
は
雨
月
物
語
を
超
え
る
文
学
的
境
地
と
い
う
も
の
が
上
田
秋
成
に
は
見
出
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
上
田
秋
成
が
生
活
の
た
め
に

医
業
を
始
め
た
こ
と
や
、
国
学
者
と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
て
行
動
を
始
め
た
こ
と
な
ど
と
あ
い
ま
っ
て
、
次
の
春
雨
物
語
ま
で
に
三
十
年
以
上
も
の
創
作
的
空

白
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

後
半
生
に
お
い
て
、
多
く
の
国
学
的
著
述
や
随
筆
を
書
い
た
上
田
秋
成
も
、
壮
年
時
代
の
創
作
で
あ
る
雨
月
物
語
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
。
だ

か
ら
、
我
々
と
し
て
は
、
上
田
秋
成
が
自
作
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
意
見
を
持
っ
て
い
た
か
は
知
る
よ
し
も
な
い
。
し
か
し
、
最
晩
年
に
書
か
れ
た
春
雨
物
語

が
、
雨
月
物
語
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雨
月
物
語
に
対
す
る
後
の
上
田
秋
成
の
考
え
方
が
、
大
体
で
は
あ
る
が
、
察
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
上
回
秋
成
に
と
っ
て
雨
月
物
語
が
必
ず
し
も
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
い
う
推
定
も
下
し
得
る
の

で
あ
る
。
春
雨
物
語
が
雨
月
物
語
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
に
異
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
は
上
回
秋
成
の
ど
の
よ
う
な
人
間
認
識
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
機
会
を
改
め
て
春
雨
物
語
論
と
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
今
は
深
入
り
を
し
な
い
で
お
く
が
、
そ
の
一
端
だ
け
は
、
い
ま
簡
単
に
触
れ
て
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お
き
た
い
と
思
う
。

上
回
秋
成
は
浮
世
草
子
作
品
を
書
い
た
と
き
に
、
女
の
生
き
方
の
理
想
と
し
て
一
つ
の
例
を
取
り
上
げ
た
。
そ
れ
は
、
世
間
妾
形
気
に
お
け
る
「
米
市
は
日

本
一
の
大
湊
に
買
積
の
思
ひ
入
」
か
ら
「
二
度
の
勤
は
定
め
な
き
世
は
瞬
川
の
淵
瀬
」
へ
と
続
く
、
藤
野
と
い
う
女
を
主
人
公
と
す
る
話
で
あ
る
。
こ
の
藤
野

の
話
が
雨
月
物
語
の
「
浅
茅
が
宿
」
と
深
い
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
重
友
毅
氏
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
「
雨
月
物
語
の
研
究
」
一

四
一
頁
）
、
い
ま
女
の
生
き
て
行
く
条
件
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
話
を
し
ぼ
っ
て
比
較
し
て
み
た
い
。

藤
野
は
遊
女
の
身
で
あ
っ
た
が
、
才
太
郎
と
い
う
男
に
見
込
ま
れ
て
そ
の
妻
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
才
太
郎
は
家
産
を
失
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
藤
野
は
夫

に
再
起
の
機
会
を
与
え
る
た
め
に
、
も
う
一
度
苦
界
に
身
を
沈
め
る
。
し
か
し
才
太
郎
は
海
賊
に
出
逢
っ
て
無
一
文
と
な
り
自
殺
す
る
。
残
さ
れ
た
藤
野
は
遊

女
と
し
て
の
年
季
を
立
派
に
勤
め
、
そ
の
後
は
再
婚
せ
ず
、
女
髪
結
と
し
て
一
生
を
過
し
、
夫
の
菩
提
を
弔
う
ー
ー
と
い
う
の
が
、
こ
の
藤
野
の
話
で
あ
る
。



一
点
の
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
女
の
生
き
方
と
い
う
も
の
を
読
み
取
り
得
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
女
が
自
分
の
理
想

を
貫
く
こ
と
が
、
こ
れ
ほ
ど
容
易
に
出
来
る
も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
ま
た
、
こ
こ
か
ら
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
女
の
生
き
る
道
と
い
う
も
の
は
、
も
っ

と
き
び
し
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
我
々
は
持
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
疑
問
は
、
遊
女
屋
の
親
方
で
あ
る
岸
屋
栄
五
郎
が
積
極

的
に
藤
野
を
助
け
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
即
ち
、
栄
五
郎
は
、
才
太
郎
の
自
殺
の
報
に
接
し
た
と
き
、
藤
野
に
対
し
て
、
夫
の
後
を
追
っ
て
死
ぬ
な
り
尼

と
な
る
な
り
好
き
な
よ
う
に
し
て
良
い
と
言
う
の
あ
り
、
藤
野
が
夫
の
遺
志
に
従
っ
て
遊
女
を
続
け
る
と
い
え
ば
「
其
心
な
ら
ば
け
ふ
よ
り
は
四
十
九
日
が

だ

E

ず
し
趣
た
め
’
き
ゃ
う
う
つ
つ
ゐ
ぜ
ん
だ
ん
な
で
ら

閥
、
つ
と
め
に
は
出
さ
ぬ
ぞ
。
小
座
敷
へ
引
き
こ
も
り
で
、
才
太
郎
の
未
来
の
為
、
経
を
写
し
て
追
善
し
ゃ
。
七
日
ご
と
に
はE那
寺
の
和
尚
を
よ
ん
で
、
あ

〈
ゃ
う

み
だ
経
を
供
養
す
べ
し
」
と
、

我
々
は
、
こ
の
話
か
ら
、

「
残
る
所
な
き
深
切
」
を
す
る
の
で
あ
る
。
藤
野
が
遊
女
と
い
う
自
由
の
な
い
境
遇
に
身
を
落
し
て
い
な
が
ら
貞
女
の
道
を
全

う
出
来
る
の
は
、
ま
っ
た
く
こ
の
栄
五
郎
の
取
り
は
か
ら
い
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
さ
ら
に
、
藤
野
の
評
判
が
高
ま
り
「
金
を
積
み
て
も
身
請
せ
ん
」
と

’h
g
の
や
う
す
し
ろ
っ
か

す
る
客
が
現
わ
れ
て
も
、
栄
五
郎
は
「
藤
野
の
事
は
ち
と
様
子
ご
ざ
り
ま
し
て
、
た
と
へ
い
か
程
の
身
の
代
を
下
さ
れ
て
も
、
お
心
に
ま
か
せ
遣
は
し
ま
す
る

事
叶
ひ
ま
せ
ぬ
」
と
断
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
協
力
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
藤
野
は
女
と
し
て
理
想
の
生
き
方
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
女
が
自
分
の
モ
ラ
ル
を
守
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
周
囲
は
こ
の
よ
う
に
金
銭
を
度
外
視
し
て
守
っ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
を
取
り
ま
い

て
い
る
現
実
と
い
う
も
の
は
、
も
っ
と
厳
し
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
；i
I

。
藤
野
の
話
は
、
美
談
と
し
て
は
申
し
分
な
い
も
の
の
、
現
実
性
と
い
う
点
か

ら
は
こ
う
し
た
疑
問
が
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
先
に
私
は
、
上
田
秋
成
の
浮
世
草
子
作
品
は
話
の
筋
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
て
現
実
の
人
間
性
を
描
く
と
い - 60 -

う
点
は
や
や
も
す
る
と
お
ろ
そ
か
に
な
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
の
藤
野
の
話
に
つ
い
て
も

l
l

他
の
短
篇
よ
り
は
出
来
ば
え
が
良
い
と
は
言
え

ー
ー
ー
や
は
り
、

上
田
秋
成
は
晩
年
に
「
女
の
髪
ゆ
い
は
、
翁
が
わ
か
い
時
に
、
お
久
米
と
云
た
が
元
祖
じ
ゃ
あ
っ

た
」
と
阻
大
小
心
録
に
書
き
と
め
て
お
り
、
こ
の
久
米
が
藤
野
の
モ
デ
ル
で
あ
る
ら
し
い
。
従
っ
て
、
こ
の
藤
野
の
話
も
実
話
を
も
と
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ

そ
う
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

る
が
、
藤
野
を
理
想
化
す
る
あ
ま
り
に
、
周
囲
を
藤
野
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
も
の
に
し
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。

こ
う
し
た
反
省
は
、
当
然
、
雨
月
物
語
を
書
く
と
き
の
上
田
秋
成
に
は
あ
っ
た
と
思
う
。
雨
月
物
語
の
「
浅
茅
が
宿
」
に
お
い
て
、
上
田
秋
成
は
再
び
女
の

生
き
方
を
描
い
た
が
、
こ
の
場
合
の
女
の
置
か
れ
た
状
況
は
、
世
間
妾
形
気
と
は
か
な
り
違
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
浅
茅
が
宿
」
の
女
主
人
公
宮
木
は
、
女
と



し
て
の
モ
ラ
ル
を
守
り
通
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
救
い
の
手
は
ど
こ
か
ら
も
現
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
宮
木
は
、
戦
乱
の
野
に
、
ひ
た
す
ら
夫
を
待
ち
続
け
、

誰
に
助
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
ひ
っ
そ
り
と
死
ん
で
行
く
。
宮
木
の
生
き
方
が
正
し
く
な
か
っ
た
か
ら
誰
も
助
け
て
く
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は

な
い
。
宮
木
は
、
誰
か
ら
も
非
難
さ
れ
ぬ
立
派
な
生
き
方
を
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
周
囲
に
は
宮
木
を
助
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
現
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
人
生
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
、
秋
成
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
人
聞
は
モ
ラ
ル
を
守
っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
立
派
に
生
き
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
安

易
な
道
徳
主
義
は
、
こ
こ
に
は
も
う
見
ら
れ
な
い
。
雨
月
物
語
を
書
い
た
と
き
の
上
田
秋
成
は
、

る
。

｝
れ
だ
け
人
生
と
い
う
も
の
を
厳
し
く
見
て
い
る
の
で
あ

し
か
し
、
上
田
秋
成
は
、
こ
う
し
た
雨
月
物
語
を
も
や
が
て
捨
て
、
最
晩
年
に
は
春
雨
物
語
を
書
く
に
到
る
。
雨
月
物
語
の
よ
う
な
人
生
の
捉
え
方
で
は
、

ま
だ
不
定
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
上
田
秋
成
は
、
春
雨
物
語
に
お
い
て
、
も
う
一
度
女
の
生
き
方
を
主
題
と
し
て
「
宮
木
が
塚
」
を
書
く
。

「
宮
木
が
塚
」
の
女

主
人
公
宮
木
は
、
世
間
妾
形
気
に
お
け
る
藤
野
や
「
浅
茅
が
宿
」
に
お
け
る
宮
木
と
同
様
、
真
撃
に
人
生
を
生
き
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
春
雨
物
語
に
な
る

と
、
生
き
る
こ
と
が
一
層
難
し
く
な
る
。
藤
野
の
場
合
は
、
女
の
モ
ラ
ル
を
守
っ
て
生
き
て
い
れ
ば
周
囲
が
協
力
し
て
く
れ
た
。

「
浅
茅
が
宿
」
の
宮
木
の
場
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合
に
は
、
助
け
て
く
れ
る
人
こ
そ
い
な
か
っ
た
が
、
正
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
存
在
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
宮
木
が
塚
」
の
宮
木
の
場
合

に
は
、
正
し
く
生
き
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
れ
を
妨
害
す
る
存
在
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
宮
木
が
塚
」
に
は
、
編
し
て
宮
木
を
遊
女
屋
に
売
っ
て

し
ま
う
乳
母
が
い
る
。
宮
木
が
恋
人
を
得
て
幸
せ
に
な
ろ
う
と
す
る
と
き
、
横
恋
慕
か
ら
宮
木
の
恋
人
を
殺
し
て
し
ま
う
藤
太
夫
が
い
る
。
金
に
目
が
く
ら
ん

で
、
宮
木
を
無
理
に
藤
太
夫
の
も
と
へ
差
し
出
す
遊
女
屋
の
主
人
が
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
何
と
か
し
て
宮
木
は
自
分
の
生
き
る
道
を
深
さ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
結
局
、
宮
木
は
、

自
分
が
枕
を
並
べ
た
相
手
が
自
分
の
恋
人
を
殺
し
た
人
間
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
、
最
後
の
抵
抗
と
し
て
自
ら
死
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
春
雨
物
語
で
は
理
想
が
貫
ぬ
け
な
い
の
で
あ
る
。
世
間
妾
形
気
の
藤
野
の
場
合
に
は
、
周
囲
が
助
け
て
く
れ
た
か
ら
、
こ
れ
は
簡
単
に
理
想
を
達

成
出
来
た
。
雨
月
物
語
の
「
浅
茅
が
宿
」
の
場
合
に
は
、
助
け
て
く
れ
る
人
こ
そ
い
な
か
っ
た
が
、
夫
を
持
つ
と
い
う
理
想
は
、
幽
霊
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て

し
か
し
、
春
雨
物
語
の
「
宮
木
が
塚
」
の
場
合
に
は
、
ど
う
や
っ
て
も
理
想
は
貫
ぬ
け
な
い
。
恋
人
十
太
兵
衛
と
の
愛
に
生
き
よ
う
と
す
れ

達
成
出
来
た
。



ば
、
そ
の
十
太
兵
衛
は
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
遊
女
屋
の
主
人
に
せ
め
ら
れ
て
藤
太
夫
と
「
つ
い
に
枕
な
ら
ぺ
」
る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
藤
太
夫
が
十
太
兵
衛

を
殺
し
た
人
間
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
し
か
も
、
宮
木
は
、
金
銭
的
に
遊
女
屋
に
縛
ら
れ
て
い
る
身
で
あ
っ
て
、
自
由
な
行
動
は
許
さ
れ
な
い
。
世
間
妾
形
気

や
雨
月
物
語
に
お
い
て
は
、
人
聞
は
ま
っ
す
ぐ
目
的
に
向
っ
て
進
め
ば
良
か
っ
た
。
し
か
し
、
春
雨
物
語
に
お
い
て
は
、
進
む
べ
き
ま
っ
す
ぐ
な
道
が
な
い
の

で
あ
る
。
い
っ
た
い
人
間
と
い
う
も
の
は
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
っ
た
ら
良
い
の
か
と
い
う
、
根
本
的
な
疑
問
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
生
の
こ
う
し

た
難
し
さ
が
、
春
雨
物
語
に
な
る
と
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
春
雨
物
語
の
世
界
か
ら
す
れ
ば
、
雨
月
物
語
の
人
間
認
識
は
ま
だ
ま
だ
甘
い
と
言
う
こ
と
が
出
来

ト
J品
詞
ノ
。

雨
月
物
語
と
春
雨
物
語
の
違
い
は
、
い
ま
こ
こ
に
示
し
た
よ
う
な
点
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
多
く
の
点
に
つ
い
て
、
人
生
に
対
す
る
根
本
的
な

考
え
方
の
違
い
と
い
う
も
の
が
、
両
者
の
聞
に
は
指
摘
し
得
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
後
に
春
雨
物
語
を
論
ず
る
時
に
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
こ
で
は
た
だ
、
上
田
秋
成
が
、
一
つ
の
文
学
的
な
展
開
の
上
に
立
っ
て
雨
月
物
語
を
創
り
上
げ
な
が
ら
、
雨
月
物
語
と
同
じ
傾
向
の
作
品
を
二
度
と
創
る
こ

と
な
く
創
作
か
ら
離
れ
て
行
き
、
再
び
創
作
に
手
を
染
め
た
と
き
に
は
、
春
雨
物
語
と
い
う
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
創
作
を
行
な
っ
た
理
由
の
一
端
を
示
し
て
み

た
の
で
あ
る
。
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五

雨
月
物
語
は
、
世
間
的
に
は
成
功
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
中
村
幸
彦
氏
が
日
本
古
典
文
学
大
系
「
上
田
秋
成
集
」
の
解
説
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ

る
と
、
今
日
分
っ
て
い
る
限
り
で
、
雨
月
物
語
は
四
版
ま
で
出
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
雨
月
物
語
の
後
世
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
山
東

京
伝
や
曲
亭
馬
琴
の
作
品
に
も
雨
月
物
語
の
影
響
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
後
の
読
本
の
隆
盛
を
導
き
出
す
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
作
品
と
い
う
こ
と

が
出
来
る
。
春
雨
物
語
は
長
く
写
本
と
し
て
伝
わ
り
、
そ
の
全
貌
が
我
々
の
前
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
昭
和
二
十
六
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
ご
く
最
近
ま

で
は
、
上
回
秋
成
の
名
は
雨
月
物
語
一
作
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
良
い
ほ
ど
で
あ
る
。



雨
月
物
語
が
こ
れ
ほ
ど
の
作
品
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
回
秋
成
は
、
第
二
第
三
の
雨
月
物
語
を
書
こ
う
と
は
せ
ず
、
創
作
か
ら
離
れ
て
行
っ

た
。
生
活
上
の
種
々
の
転
機
が
秋
成
の
上
に
生
じ
た
こ
と
も
、
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
十
分
考
え
ら
れ
る
が
、
最
晩
年
の
春
雨
物
語
の
存
在
を
考
え
て
み
る

と
、
や
は
り
生
活
上
の
理
由
だ
け
に
帰
せ
し
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
雨
月
物
語
が
世
間
的
に
成
功
し
よ
う
と
そ
れ
と
は
別
に
、
上
田
秋
成
の
内
部
に
は
、

も
っ
と
本
当
の
文
学
を
求
め
る
気
持
が
強
く
働
い
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
浮
草
世
草
子
作
品
か
ら
雨
月
物
語
へ
と
一
つ
の
文
学
的
展
開
を

行
な
っ
た
よ
う
に
、
雨
月
物
語
か
ら
春
雨
物
語
へ
も
、
上
田
秋
成
は
ま
た
飛
躍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
上
回
秋
成
が
次
の
本
格
的
な
創
作
で
あ
る

春
雨
物
語
に
達
す
る
ま
で
に
は
、
三
十
年
以
上
も
の
歳
月
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
春
雨
物
語
で
す
ら
、
真
に
秋
成
を
満
足
さ
せ
得
た
か
ど
う
か
は
分
ら
な

い
。
も
し
、
も
っ
と
時
聞
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
よ
り
高
度
の
文
学
的
展
開
を
上
回
秋
成
は
示
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
し
た
想
像
が
可
能
で
あ
る
ほ
ど
、
土

田
秋
成
の
作
風
は
、
浮
世
草
子
作
品
か
ら
雨
月
物
語
へ
、
雨
月
物
語
か
ら
春
雨
物
語
へ
と
、
変
化
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

上
田
秋
成
と
い
う
人
は
、
自
分
の
文
学
を
求
め
て
死
ぬ
ま
で
努
力
し
た
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
雨
月
物
語
と
い
う
作
品
は
、
当
時
の
世
間
的
な
評
価
は

ど
う
で
あ
れ
、
又
、
後
世
の
文
学
史
的
な
位
置
づ
け
は
ど
う
で
あ
れ
、
上
回
秋
成
の
内
部
に
あ
っ
て
は
、
よ
り
真
の
文
学
を
求
め
る
た
め
の
一
つ
の
過
程
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
三
日
）
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