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描
写
論
を
中
心
に
|
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|

抄
録

今
回
は
、
鈴
木
一
二
重
吉
研
究
、
わ
け
で
も
そ
の
描
写
論
を
中
心
に
払
要
す
る
こ

と
に
す
る
。
筈
享
告
は
鈴
木
三
重
吉
「
赤
い
鳥
」
の
会
に
所
属
し
つ
つ
も
そ
の
研
究

を
深
め
る
こ
と
に
は
今
ひ
と
つ
不
足
し
て
い
た
憾
み
を
感
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
今
回
は
、
三
重
吉
の
処
女
作
で
も
あ
る
「
千
鳥
」
を
中
心
に
そ
の
文
学
的
な

背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
力
を
傾
注
し
た
。
と
も
す
れ
ば
鈴
木
三
重
吉
の

文
学
的
な
活
動
の
み
な
ら
ず
、
三
重
吉
の
文
学
的
な
意
味
ま
で
も
忘
却
さ
れ
て
い

る
の
が
実
状
で
あ
る
、
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
近
の
文
学
作
品
を
読
ん
で
み
て
も
そ
の
文
体
が
暖
昧
で
あ
る
こ
と
に
逢
着

す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
三
重
吉
の
文
体
の
確
か
き
に
は
多
く
の
学
ぶ
点
が
あ

る
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
そ
も
そ
も
の
出
発
で
あ
る
。

そ
れ
と
写
生
文
と
い
う
運
動
を
再
評
価
し
た
い
、
と
い
う
の
も
筆
者
の
研
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岡
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日百

究
の
動
機
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
は
、
「
赤
い
鳥
」
綴
り
方
運
動

の
前
段
の
作
業
と
し
て
位
置
づ
け
、
一
二
重
吉
の
文
学
活
動
を
作
品
に
即
し
つ

つ
深
め
な
が
ら
、
そ
の
文
章
の
特
質
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
文
学
的
な
活
動
の
延
長
線
上
に
子
ど
も
へ
の
綴

り
方
指
導
の
基
礎
的
指
導
を
構
想
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な

る
三
重
吉
の
作
品
分
析
を
単
に
分
析
の
み
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
文

学
的
な
三
重
吉
の
営
為
か
ら
、
子
ど
も
へ
の
綴
り
方
指
導
論
が
成
熟
す
る
き
っ

か
け
と
し
て
把
握
で
き
る
、
と
の
仮
説
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
お
く
。

キ
ー
ワ
ー
ド
一
写
生
文
、
「
千
鳥
」
、
花
魁
憂
い
式
、
描
写
、
風
景
、
叙
写
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は
じ
め
に

(
一
九

O
四
)
年
、
第
三
高
等
学
校
を
卒
業

し
、
九
月
に
上
京
す
る
。
そ
し
て
、
東
京
帝
国
大
学
に
入
学
し
た
の
で
あ
る
。
上

京
当
時
の
=
一
重
吉
は
、
紺
の
単
衣
に
袴
を
は
い
て
、
ズ
ッ
ク
の
鞄
を
一
つ
持
っ
て

鈴
木
三
一
重
吉
は
、
明
治
三
十
七

い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

は
じ
め
て
大
学
に
登
校
し
た
時
の
こ
と
を
三
重
吉
は
、
次
の
よ
う
に
回
想
す

る

私
は
英
文
科
に
籍
を
お
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
驚
い
た
の
は
教
場

の
野
し
く
汚
い
こ
と
で
、
が
た
/
¥
の
机
は
挨
だ
ら
け
で
、
堂
々
た
る
べ
き
大

学
の
教
室
は
ま
る
で
物
置
の
や
う
だ
つ
た
。
教
師
も
学
生
も
、
自
分
以
外
の
人

は
そ
れ
で
も
一
向
気
に
な
ら
な
い
や
う
な
顔
を
し
て
ゐ
た
。
私
は
始
め
て
学
校

へ
出
た
日
に
買
ひ
た
て
の
新
し
い
足
駄
を
盗
ま
れ
た
。
そ
の
頃
、
あ
る
西
洋
人

の
先
生
が
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
何
故
か
そ
の
先
生
が
無
学
な
水
夫
上
が
り
で
ず
も

あ
る
や
う
な
気
が
し
て
、
そ
の
人
か
ら
英
文
学
の
講
義
を
聴
く
の
が
何
だ
が
侮

辱
を
、
つ
け
る
や
う
な
気
が
し
て
不
愉
快
で
あ
っ
た
。
尤
も
そ
の
人
が
果
た
し
て

ど
れ
だ
け
の
学
識
の
あ
る
偉
い
先
生
で
あ
っ
た
か
、
何
う
か
と
い
ふ
こ
と
は
今

に
分
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
随
分
失
敬
な
話
し
で
あ
る
が
、
実
際
さ
う
思
っ
た
の

だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。
そ
れ
か
ら
夏
目
先
生
、
上
田
敏
先
生
、
桑
木
先
生
、
松

本
亦
太
郎
先
生
、
大
塚
先
生
な
ど
の
講
義
は
私
を
惹
き
つ
け
た
。

つ
ま
り
、
東
京
帝
国
大
学
に
入
学
し
て
希
望
に
燃
え
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
教
場
の
轄
し
く
汚
い
こ
と
、
そ
れ
を
教
師
も
学
生
も
気
に
し
て
い
な
い
こ

と
、
そ
の
上
、
始
め
て
学
校
へ
出
た
日
に
足
駄
を
盗
ま
れ
た
こ
と
、
西
洋
人
の
教

師
か
ら
英
文
学
の
講
義
を
聴
く
の
が
何
だ
か
侮
辱
を
受
け
た
よ
う
な
気
が
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
夏
目
激
石
や
他
の
四
名
の
先
生
の
講
義
に
は
惹
き
つ

け
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
三
重
吉
が
東
京
で
最
初
の
正
月
を
迎
え
た
の
は
、

明
治
三
十
八

(
一
九

O
五
)
年
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
年
の
一
月
、
高
浜
虚
子
の

主
宰
す
る
俳
句
雑
誌
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
激
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
第
一

編
が
発
表
さ
れ
、
同
月
、
「
帝
国
文
学
」
に
『
倫
敦
塔
』
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
両
作
品
と
も
、
三
重
吉
を
興
奮
さ
せ
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
大
学
の
一
年
を
終
え
た
三
重
吉
は
、
神
経
衰
弱
が
激
し
く
、
大
学
を

一
年
間
休
学
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
一
一
重
吉
の
神
経
衰
弱
は
高
等
学
校
時
代
か
ら
の

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

-
:
そ
の
聞
の
三
年
と
い
ふ
も
の
は
一
日
の
安
寧
も
な
く
始
終
病
ひ
通
し
て

ゐ
た
の
で
あ
っ
た
o

「
が
ぢ
/
¥
し
た
」
と
か

「
だ
ず
黒
い
」

と
か
い
ふ
の

が
、
そ
の
頃
の
私
の
実
際
の
気
分
な
の
で
あ
っ
た
。
渋
い
や
う
な
暗
い
気
分
の

中
に
腐
れ
る
や
う
に
関
さ
れ
て
、
赤
身
を
こ
す
ら
れ
る
や
う
な
い
ら
/
¥
し
た

自
分
ば
か
り
を
見
て
来
た
。
(
中
略
)
大
学
へ
進
ん
で
自
分
の
研
究
し
た
い
こ

と
を
完
成
し
よ
う
と
い
ふ
欲
望
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
無
理
や
り
に
大
学
も
一
年

だ
け
は
済
ま
し
た
が
、
何
に
し
て
も
体
の
方
が
堪
へ
切
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、

到
頭
一
年
休
ん
で
見
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
厳
島
の
後
の
方

に
あ
る
島
に
入
っ
て
淋
し
く
暮
ら
し
た
。
丁
度
そ
の
時
、
父
は
血
を
吐
い
て
家

に
寝
て
ゐ
た
。

私
は
そ
の
頃
頻
り
に
、

い
っ
そ
一
と
思
ひ
に
自
殺
し
て
了
は
う
か
と
思
っ
た

こ
と
が
度
々
あ
っ
た
。
そ
れ
は
厭
世
と
か
何
と
か
い
ふ
考
か
ら
で
は
な
く
て
、

最
早
生
理
上
の
苦
痛
に
堪
へ
切
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
ら
/
¥
と
痛



む
頭
が
、
蟹
か
な
ど
を
叩
き
潰
す
や
う
に
撲
つ
つ
ぶ
し
て
了
ひ
た
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
は
や
は
り
自
分
と
い
ふ
も
の
に
未
練
が
あ
っ
て
、
思
ひ

切
っ
た
こ
と
も
出
来
ず
に
、
そ
の
島
の
百
姓
た
ち
に
ま
じ
っ
て
、
淋
し
い
独
り

の
生
活
を
し
て
ゐ
た
。

つ
ま
り
、
「
創
作
と
自
己
」
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
あ
る
島
」
と
い
う
の

は
、
瀬
戸
内
海
に
あ
る
佐
伯
郡
能
美
島
で
あ
る
。
そ
し
て
、
処
女
作
「
千
鳥
」
を

書
く
契
機
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

私
は
あ
る
晩
、
私
の
ゐ
た
島
の
家
の
お
ば
さ
ん
や
そ
れ
か
ら
其
処
の
娘
さ
ん

一
緒
に
壁
に
映
る
お
互
い
の
影
法
師
の
輪
郭
を
新
聞
紙
に
、
つ
つ
し
て
遊

ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
輪
郭
だ
け
の
絵
姿
を
と
っ
た
私
の
影
法
師
の
一
つ

な
ど
h

に
「
矩
健
し
で
あ
る
夜
の
壁
の
影
法
師
」
と
い
ふ
駄
句
を
書
い
て
、
夏
目
先
生

に
送
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
る
と
先
生
か
ら
折
返
し
て
「
た
だ
寒
し
封
を
開

け
ば
影
法
師
」
と
い
ふ
句
を
戴
い
た
。
前
に
も
い
っ
た
通
り
私
は
終
始
気
分
が

悪
い
の
で
困
っ
て
ゐ
た
所
だ
か
ら
、
先
生
か
ら
の
お
手
紙
が
実
に
う
れ
し
か
っ

た。

一
っ
か
二
つ
か
の
手
紙
を
、

い
つ
も
繰
り
返
し
て
読
む
と
い
ふ
こ
と
が
、

冷
た
い
私
の
内
的
生
活
に
与
え
ら
れ
る
た
っ
た
一
つ
の
慰
安
で
あ
っ
た
。
誇
張

で
は
な
い
。
そ
の
手
紙
を
披
げ
て
ゐ
る
時
だ
け
は
、
本
当
に
自
分
の
生
き
て
ゐ

る
と
い
ふ
こ
と
に
意
味
が
あ
る
や
う
な
気
が
し
て
ゐ
た
。

や
が
て
私
の
病
気
も
少
し
癒
っ
て
、
気
分
も
大
分
よ
く
な
っ
た
け
れ
ど
、
若

し
今
度
上
京
し
て
先
生
に
会
へ
る
と
い
ふ
目
当
が
な
か
っ
た
ら
、
私
は
も
う
そ

一
一
度
と
東
京
へ
来
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

れ
き
り
学
校
を
や
め
て
、

一
つ
に
は
、
夏
目
激
石
に
心
酔
し
て
お
り
、
激
石
か
ら
手
紙
を
貰
っ
た

こ
と
が
作
家
と
な
る
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。
激
石
に

つ
ま
り
、教

育
学
部
論
集

第
十
号
(
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九
九
九
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三
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対
し
て
、
「
私
は
そ
の
苦
し
い
問
で
も
夏
目
先
生
が
片
時
も
忘
れ
ら
れ
な
か
っ

た
。
先
生
の
学
識
と
先
生
の
人
格
と
の
放
射
が
、
私
が
何
処
に
ゐ
て
も
、
い
つ
で

(
四
)

も
私
を
吸
引
し
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
し
て
ゐ
た
。
」
と
か
、
「
宗
教
的
と
い
ひ
得

(五)

る
程
に
牽
引
さ
れ
て
ゐ
た
。
」
と
最
大
級
の
憧
れ
の
念
を
激
石
に
抱
い
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
処
女
作
「
千
鳥
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
聞
の
事

情
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

私
は
島
に
ゐ
た
聞
に
、
先
生
に
田
舎
の
お
話
を
報
告
す
る
手
紙
の
代
わ
り

に
、
自
分
の
空
想
し
た
こ
と
や
、
見
聞
し
た
こ
と
を
書
い
て
、
差
し
上
げ
た
の

が
私
の
処
女
作
の
「
千
鳥
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
で
も
三
十
八
年
の
十
二
月
の

末
か
ら
書
始
め
た
の
だ
け
れ
ど
、
思
ふ
や
う
に
書
け
な
い
か
ら
中
途
で
大
分
ま

ご
つ
い
て
ゐ
た
。
そ
し
て
そ
の
翌
る
年
の
一
月
か
ら
五
月
頃
ま
で
広
島
の
家
へ

帰
っ
て
ゐ
た
聞
に
や
っ
と
書
き
上
げ
て
了
っ
た
。
け
れ
ど
何
だ
か
気
ま
り
が
悪

い
か
ら
直
ぐ
に
は
先
生
に
送
り
き
ら
ず
に
し
ば
ら
く
跨
賭
し
て
ゐ
た
が
、
到
頭

思
ひ
切
っ
て
お
手
紙
に
上
げ
た
。
そ
し
た
ら
そ
れ
を
先
生
は
ホ
ト
冶
ギ
ス
へ
紹

介
し
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
私
は
先
生
一
人
に
見
て
戴
く
つ
も

り
で
書
い
た
も
の
で
あ
る
し
、
又
価
値
か
ら
い
っ
て
も
そ
ん
な
も
の
が
雑
誌
へ

載
る
資
格
が
あ
る
の
か
と
思
っ
て
非
常
に
驚
い
た
が
、
然
し
う
れ
し
か
っ
た
。

殊
に
そ
の
雑
誌
を
見
る
と
、
先
生
の
紹
介
に
「
我
天
下
の
名
文
を
得
た
り

云
々
」
と
い
ふ
や
う
な
高
漬
さ
ん
宛
の
手
紙
が
の
っ
て
ゐ
る
の
で
私
は
ま
た
驚

い
た
。
け
れ
ど
無
名
の
私
だ
か
ら
世
間
か
ら
は
元
よ
り
何
等
の
反
響
も
な
か
っ

た
。
唯
先
生
か
ら
名
文
だ
と
い
は
れ
た
の
が
、
ど
れ
位
う
れ
し
か
っ
た
か
分
か

ら
な
い
。

つ
ま
り
、
三
重
吉
は
手
紙
の
代
わ
り
に
、
自
分
の
空
想
し
た
こ
と
や
、
見
聞
し
た
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こ
と
を
書
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
当
時
著
名
な
激
石
の
『
吾
輩
は
猫
で

あ
る
』
が
掲
載
さ
れ
た
ホ
ト
冶
ギ
ス
に
、
自
分
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
三
重
吉
が
有
頂
天
と
な
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
も
大
学
在
学
中

の
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
も
世
間
に
喧
伝
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら

に
は
、
「
千
鳥
」
誕
生
の
動
機
に
は
、
三
重
吉
宛
の
、
明
治
三
十
八
年
十
一
月
十

日
付
け
の
夏
目
激
石
の
次
の
よ
う
な
す
す
め
が
あ
っ
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。

声t
Eヨコ

一
重
吉
さ
ん
一
寸
申
上
ま
す
。
君
は
僕
の
胃
病
を
直
し
て
や
り
た
い
と
仰
や

る
御
心
切
は
難
有
い
が
僕
よ
り
君
の
神
経
痛
の
方
が
大
事
で
す
よ
早
く
療
治
を

し
て
来
年
は
必
ず
出
て
御
出
で
な
さ
い
。
僕
の
胃
病
は
ま
だ
休
講
を
す
る
程
で

は
な
い
で
す
が
来
年
あ
た
り
は
君
と
入
れ
代
わ
り
に
一
年
間
休
講
が
し
て
見
た

い
で
す
。
大
学
の
教
師
だ
と
か
講
師
、
だ
と
申
し
て
評
判
を
し
て
く
れ
ま
す
が

向
あ
り
が
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
僕
の
理
想
を
云
へ
ば
学
校
へ
は
出
な
い
で
毎

週
一
回
自
宅
へ
平
常
出
入
す
る
学
生
諸
君
を
呼
ん
で
御
馳
走
を
し
て
冗
談
を
云

っ
て
遊
び
た
い
の
で
す
。
中
川
杯
が
き
て
先
生
は
今
に
博
士
に
な
る
さ
う
で
す

な
か
と
云
わ
れ
る
と
う
ん
ざ
り
た
る
い
や
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
先
達
て
僕

は
博
士
に
な
ら
な
い
と
呉
れ
も
し
な
〔
い
〕
う
ち
か
ら
中
川
君
に
断
っ
て
置
き

ま
し
た
。
さ
う
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
何
も
博
士
に
な
る
為
に
生
ま
れ
て
き
来
や

l
v
宇
品
い

l
v
o

君
は
島
へ
渡
っ
た
さ
う
で
す
ね
。
何
か
夫
を
材
料
に
し
て
写
生
文
で
も
又
は

小
説
の
様
な
も
の
で
も
か
い
て
御
覧
な
さ
い
。
五
口
々
に
は
到
底
想
像
の
つ
か
な

い
面
白
い
事
が
沢
山
あ
る
に
相
違
な
い
。
文
章
は
か
く
種
さ
へ
あ
れ
ば
誰
で
も

E羽

け
る
も
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
:
:
:
僕
は
方
々
か
ら
原
稿
を
く
れ
の
何
の
と
云
つ

て
来
て
迷
惑
し
ま
す
。
僕
は
ホ
ト
冶
ギ
ス
の
片
岡
で
出
鱈
目
を
な
ら
べ
て
居
れ

ば
夫
れ
で
満
足
な
の
で
そ
ん
な
に
方
々
へ
書
き
散
ら
す
必
要
は
な
い
の
で
す
。

:
:
:
文
庫
と
い
ふ
雑
誌
の
六
号
活
字
よ
く
僕
の
わ
る
口
を
申
し
ま
す
。
:
:
:
文

章
で
も
一
遍
文
庫
へ
投
書
し
た
ら
す
ぐ
褒
め
出
す
で
せ
う
。
:
:
:
段
々
秋
冷
に

な
り
ま
し
た
。
今
日
は
洋
服
屋
を
呼
ん
で
外
套
を
一
枚
、
二
重
廻
を
一
枚
あ
っ

一
寸
景
気
が
い
冶
で
せ
う
。
猫
の
初
版
は
売
れ
て
先
達
印
税
を

も
ら
ひ
ま
し
た
。
細
君
日
く
是
で
質
を
出
し
て
、
医
者
の
薬
礼
を
し
て
、
赤
ん

ら
へ
ま
し
た
。

坊
の
生
ま
れ
る
用
意
を
す
る
と
、
あ
と
へ
い
く
ら
残
る
か
と
聞
い
た
ら
一
文
も

残
ら
ん
さ
う
で
す
。
い
や
は
や
。
一
寸
此
位
で
御
免
蒙
り
ま
す
。
又
ひ
ま
が
出

来
た
ら
何
か
か
い
て
あ
げ
ま
す
。

十
一
月
九
日

金

三
重
土
口
様

コ
一
重
吉
さ
ん
。
先
生
様
は
よ
さ
う
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
、
も
う
少
し
ぞ
ん
ざ

(七)

い
に
手
紙
を
御
書
き
な
さ
い
。
あ
れ
は
あ
ま
り
町
嘩
過
ぎ
る

つ
ま
り
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
激
石
は
、
三
重
吉
に
「
写
生
文
で

も
又
は
小
説
の
様
な
も
の
」
を
書
く
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

と
、
三
重
吉
と
激
石
と
の
信
頼
関
係
が
生
ま
れ
る
契
機
が
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

激
石
の
胃
腸
病
と
一
一
一
重
吉
の
神
経
衰
弱
症
、
お
互
い
に
心
配
し
合
う
関
係
で
あ

る
。
そ
し
て
、
三
重
吉
が
激
石
に
対
し
て
畏
敬
の
念
の
如
き
感
情
を
抱
持
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
激
石
も
三
重
吉
に
対
し
て
心
を
聞
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

最
初
、
三
重
吉
は
、
激
石
へ
の
手
紙
は
友
人
の
中
川
芳
太
郎
を
介
し
て
送
っ
て
い

る
。
激
石
は
芳
太
郎
に
宛
て
た
九
月
十
一
日
付
け
の
手
紙
に
、
「
只
今
三
重
吉
君



の
一
大
手
紙
を
御
送
り
に
相
成
り
早
速
披
見
大
に
驚
か
さ
れ
候
。
第
一
に
驚
い
た

の
は
其
長
い
事
で
念
の
為
尺
を
計
っ
て
見
た
ら
八
畳
の
座
敷
を
堅
に
ぶ
つ
こ
ぬ
い

て
六
畳
の
座
敷
を
優
に
横
断
し
た
の
は
長
い
も
の
だ
。
」

三
重
吉
は
、
作
家
と
し
て
の
文
章
修
練
の
基
礎
に
、
写
生
文
の
影
響
を
受
け
た

」
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

四
百
号
慶
賀
奉
祝
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
文
学
上
の
功
績
は
、
俳
句
の
問
題
以
外

に
、
第
一
、
虚
子
氏
の
写
生
文
な
る
も
の
〉
創
造
と
完
成
と
に
よ
っ
て
日
本
文

の
表
現
様
式
の
根
本
改
命
を
成
し
と
げ
た
こ
と
。

こ
れ
日
本
文
学
史
上
、
大
画
期
的
な
偉
業
で
あ
る
こ
と
云
ふ
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。つ

ぎ
に
は
小
説
家
と
し
て
価
値
ふ
か
き
虚
子
氏
を
作
り
上
げ
た
ほ
か
、
大
作

家
激
石
先
生
や
寺
田
寅
彦
、
野
上
弥
生
子
、
長
塚
節
、
諸
氏
の
ご
と
き
独
自
的

な
芸
術
家
を
生
み
出
し
た
光
輝
も
そ
の
永
久
の
誇
り
と
す
る
に
十
分
で
あ
り
ま

す
私
な
ど
も
自
己
の
表
現
の
根
本
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
感
化
に
よ
っ
て
得
た
も
の

で
、
処
女
作
以
下
最
初
の
作
品
の
多
く
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
載
せ
て
貰
っ
た
関
係

か
ら
、
今
は
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
文
章
部
の
旧
卒
業
生
の
や
う
な
も
の
で
す
。
近
来

ホ
ト
ト
ギ
ス
に
小
説
や
写
生
文
の
傑
作
が
見
え
な
い
の
が
遺
憾
で
す
。

写
生
文
を
復
興
し
て
文
壇
に
独
特
の
生
彩
を
放
た
れ
ん
こ
と
を
熱
望
し

(九)

ま
す
。

つ
ま
り
、
処
女
作
「
千
鳥
」
は
写
生
文
で
あ
っ
た
こ
と
を
三
重
吉
は
証
す
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
写
生
文
の
影
響
を
受
け
た
小
説
家
が
多
い
こ
と
を
上
げ
、
「
私
な

ど
も
自
己
の
表
現
の
根
本
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
か
ら
得
た
も
の
で
」
あ
る
と
断
言
す
る

教
育
学
部
論
集

第
十
号
(
一
九
九
九
年
三
月
)

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
写
生
文
の
影
響
の
強
い
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

私
が
自
分
の
好
き
な
文
章
と
い
ふ
も
の
を
見
出
し
た
の
は
ホ
ト
、
ギ
ス
の
写

生
文
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
四
方
太
氏
の
文
章
が
一
番
心
持
よ
く
好
き
だ
っ

た
。
今
で
こ
そ
単
に
写
生
文
と
い
ふ
も
の
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
意
味
は
な

い
や
う
な
気
で
ゐ
る
け
れ
ど
、
あ
の
当
時
に
お
い
て
、
「
こ
れ
ま
で
の
文
章
と

い
ふ
も
の
に
反
抗
し
て
、
真
実
な
言
葉
を
つ
か
つ
て
、
真
実
な
事
相
を
写
す
と

い
ふ
傾
向
を
教
へ
導
い
た
の
は
何
と
い
っ
て
も
虚
子
氏
、
四
方
太
氏
の
功
績
で

あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
嘗
て
本
誌
(
文
章
世
界
)
で
話

し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
所
謂
写
生
文
の
創
始
と
い
ふ
こ
と
に
お
い
て
、
真
実
な

る
表
現
と
真
実
な
る
描
写
の
態
度
と
い
ふ
こ
と
を
最
も
著
し
い
纏
ま
っ
た
意
味

に
お
い
て
、
日
本
文
学
史
上
に
現
出
し
た
の
で
あ
る
。
今
の
総
て
の
人
の
表
現

法
の
基
礎
は
み
ん
な
こ
の
写
生
文
に
立
脚
し
て
ゐ
る
と
か
、
写
生
文
か
ら
暗
示

さ
れ
た
と
か
、
写
生
文
か
ら
刺
激
を
う
け
た
と
か
、
或
は
写
生
文
に
倣
っ
た
と

か
い
っ
て
も
、
決
し
て
差
支
へ
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。
そ
れ
ま
で
の
文
章
や
表

現
や
創
作
の
態
度
と
い
ふ
も
の
は
「
魔
風
恋
風
」
と
い
ふ
小
説
や
或
は
鏡
花
氏

の
文
章
や
、
紅
葉
や
乃
至
一
葉
な
ど
の
作
物
が
代
表
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。

私
は
さ
う
い
ふ
も
の
を
読
ん
で
、
無
論
一
葉
や
、
紅
葉
ゃ
、
鏡
花
氏
の
作
物
は

あ
る
異
っ
た
意
味
か
ら
し
て
今
で
も
尊
敬
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
、
然
し
そ
の
頃

|
|
私
が
「
千
鳥
」
を
書
い
た
頃
に
、
代
表
的
に
な
っ
て
ゐ
た
「
魔
風
恋

風
」
を
読
む
と
、
作
者
は
写
実
を
標
携
し
て
ゐ
な
が
ら
、
そ
の
実
、
表
れ
た
も

の
は
一
向
写
実
に
な
っ
て
ゐ
な
い
。
誇
張
と
観
察
の
空
疎
雑
駁
と
に
充
ち
て
ゐ

て
、
さ
う
い
ふ
も
の
が
決
し
て
写
生
で
も
写
実
で
も
な
か
っ
た
。
私
は
何
う
し

て
も
写
生
文
の
形
式
を
も
っ
て
、
よ
り
意
義
の
あ
り
、
進
ん
で
は
コ
ン
ス
ト
ラ

ヨE



鈴
木
三
重
吉
研
究
(
問
屋
昭
雄
)

ク
シ
ヨ
ン
を
備
へ
た
大
き
な
小
説
を
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
ふ
考
を
も

(
十
)

っ
て
ゐ
た
。

つ
ま
り
、
コ
一
重
吉
は
写
生
文
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
し
つ
つ
、
作

者
は
写
実
を
標
携
し
な
が
ら
、
そ
の
実
、
表
れ
た
も
の
は
一
向
写
実
に
な
っ
て
い

コ
一
重
吉
が
評
価
す
る
寺
田
寅
彦
の
「
ど
ん
ぐ

?、‘、

宇
h
d

し

と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、

り
」
に
つ
い
て
「
私
が
最
初
写
生
文
に
立
脚
し
た
小
説
で
自
分
の
好
き
な
も
の
に

逢
着
し
た
の
は
寺
田
寅
彦
氏
の
『
ど
ん
ぐ
り
』
と
い
ふ
ホ
ト
〉
ギ
ス
に
載
っ
た
短

編
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
今
出
し
て
読
ん
で
も
、
わ
れ
/
¥
の
現
在
の
作
物
の
中
に

も
っ
て
来
て
見
て
も
、
猶
且
つ
完
全
な
意
味
で
一
つ
の
傑
作
と
し
て
推
奨
す
る
こ

(
十
ご

と
が
出
来
る
。
」
と
述
べ
な
が
ら
寺
田
寅
彦
の
「
ど
ん
ぐ
り
」
を
あ
げ
る
の
も
そ

の
内
容
が
亡
き
母
を
慕
い
な
が
ら
父
と
そ
の
子
ど
も
が
ど
ん
ぐ
り
を
拾
ひ
、
亡
き

母
を
想
起
す
る
こ
と
を
中
心
に
書
か
れ
て
い
る
。
=
一
重
吉
自
身
も
明
治
二
十
四
年

九
月
母
ふ
さ
を
亡
く
す
る
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
た
が
故
で
も
あ
る
。
そ
の
時
の
経
験

は
、
明
治
三
十
(
一
八
九
七
)
年
四
月
の
雑
誌
「
少
年
倶
楽
部
」
に
「
亡
母
を
慕

ふ
」
と
題
し
て
掲
載
さ
れ
る
。
コ
一
重
吉
に
と
っ
て
母
親
ふ
さ
の
死
は
、
家
庭
か
ら

母
性
を
失
っ
た
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
精
神
的
な
、
換
言
す
れ
ば
母
性
的
な
大
き
な

つ
ま
り
、
甘
え
る
対
象
を
喪

後
ろ
盾
を
な
く
し
た
こ
と
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

失
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
一
一
一
重
吉
が
寺
田
寅
彦
の
『
ど
ん
ぐ

り
』
に
心
惹
か
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
母
を
亡
く
し
、
父
と
子
ど
も

が
ど
ん
ぐ
り
を
拾
う
が
、
母
の
こ
と
を
思
い
出
す
場
面
を
、
コ
一
重
吉
は
自
分
の
母

が
亡
く
な
っ
た
時
と
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

処
女
作
「
千
鳥
」
は
高
い
評
価
を
得
る
よ
う
に
な
る
。
雑
誌
「
ホ
ト
、
ギ
ス
」

に
掲
載
す
る
た
め
に
、
高
漬
虚
子
は
、
最
初
の
部
分
と
最
後
の
部
分
を
省
略
す

る
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
三
重
吉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

面
白
い
の
は
あ
の
「
千
鳥
」
の
始
め
の
書
き
出
し
が
「
千
鳥
の
話
は
馬
喰
ふ

の
娘
お
長
で
は
じ
ま
る
」
と
い
ふ
の
で
、
そ
れ
が
そ
の
頃
で
は
非
常
に
新
し
い

奇
抜
な
書
方
で
あ
る
と
い
っ
て
私
に
向
っ
て
褒
め
た
人
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

あ
れ
は
私
が
本
当
に
意
識
し
て
あ
〉
い
ふ
冒
頭
に
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
の
前

に
ま
だ
丈
章
が
あ
っ
た
の
を
、
古
同
漬
さ
ん
が
こ
れ
は
蛇
足
だ
と
い
っ
て
削
っ
て

了
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
あ
の
終
わ
り
の
方
に
も
ま
だ
文
章
が
あ
っ
て
、

つ
ま
り
そ
の
二
三
枚
づ
、
の
前
後
の
の
文
章
の
聞
に
は
さ
ま
れ
て
、
あ
の
「
千

エ
ピ
ノ
l
ド

烏
」
は
挿
話
の
や
う
に
な
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
然
し
前
後
の
部
分
は
今
考

へ
て
見
て
も
、
全
く
蛇
足
で
あ
っ
て
、
吉
岡
漬
さ
ん
の
お
陰
で
「
千
鳥
」
が
「
千

烏
」
に
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
ぁ
、
い
ふ
書
き
出
し
が
出
来
上
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
か
ら
次
に
「
山
彦
」
を
書
い
た
。
け
れ
ど
私
は
「
千
鳥
」
を
発
表
す

る
前
は
殆
ど
文
章
と
い
ふ
も
の
を
書
い
た
こ
と
が
な
い
。
唯
中
学
の
一
年
か
ら

三
年
ま
で
の
聞
に
小
国
民
と
い
ふ
雑
誌
へ
二
二
一
つ
作
文
を
投
書
し
た
こ
と
が

あ
る
。
新
声
へ
も
一
つ
投
書
し
た
。
そ
れ
は
た
し
か
二
年
級
の
頃
だ
っ
た
。
そ

れ
か
ら
四
年
五
年
の
時
代
に
、
そ
の
頃
渡
遣
先
生
と
い
ふ
人
が
こ
し
ら
へ
て
ゐ

た
新
文
学
と
い
ふ
雑
誌
に
短
い
文
章
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。

け
れ
ど
こ
れ
は
勿
論
、
少
年
時
代
の
い
た
づ
ら
で
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
そ
の
中
の
一
つ
の
丈
章
の
如
き
は
渡
遺
霞
亭
の
小
説
を
標
準
に
し
て
書
い

た
幼
稚
な
も
の
だ
っ
た
。

高
等
学
校
へ
入
っ
て
か
ら
は
自
分
に
は
丈
章
の
才
能
が
あ
る
と
は
思
っ
て
ゐ

な
い
し
、
又
自
分
の
書
き
得
る
も
の
が
ど
ん
な
に
愚
劣
な
と
い
ふ
こ
と
も
分
か

っ
て
ゐ
た
か
ら
一
切
文
章
は
書
か
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
日
記
だ
け
は
毎
日
か
、



さ
ず
記
け
て
ゐ
た
。
そ
れ
か
ら
三
年
級
の
と
き
に
一
っ
か
二
つ
写
生
丈
の
や
う

な
も
の
を
書
い
て
、
学
校
の
雑
誌
に
載
せ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
れ
以
外
に

「
千
鳥
」
を
書
く
ま
で
文
章
は
書
か
な
か
っ
た
。
ま
た
あ
の
「
千
鳥
」
で
も
初

つ
も
り

め
か
ら
小
説
や
文
章
を
書
く
心
算
で
は
な
か
っ
た
。
唯
ぁ
、
い
ふ
生
活
を
、
或

は
あ
h

い
ふ
気
分
を
先
生
に
お
話
し
す
る
と
い
ふ
気
持
ち
で
書
い
た
の
に
過
、
ぎ

な
い
。
あ
の
中
の
鮒
の
描
写
だ
け
は
自
分
の
実
見
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
他
に
は
あ
の
総
て
の
シ
イ
ン
も
、
線
て
の
人
物
も
、
ま
た
線
て
の
事
実
も

み
ん
な
私
の
空
想
で
あ
る
。
唯
あ
の
作
の
中
の
或
気
分
だ
け
が
真
実
で
あ
っ
た

ば
か
り
で
あ
る
。
蜜
柑
畑
が
更
紗
の
や
う
で
あ
る
と
い
ふ
比
除
な
ど
を
そ
の

頃
、
人
か
ら
ほ
め
ら
れ
も
し
た
け
れ
ど
、
然
し
あ
の
島
に
蜜
柑
畑
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
又
私
は
蜜
柑
畑
と
い
ふ
も
の
を
一
度
も
見
た
こ
と
も
な
い
。
あ

の
お
ふ
じ
さ
ん
と
い
ふ
女
だ
っ
て
、
本
当
に
ゐ
た
わ
け
で
は
な
い
。
矢
張
り
私

が
欲
し
い
と
思
ふ
女
を
書
い
た
ず
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

あ
の
作
は
誰
も
認
め
る
如
く
、
夏
目
先
生
の
丈
章
の
感
化
が
撮
っ
た
作
物
で

干一一)

あ
る
。

つ
ま
り
、

三
重
吉
の
処
女
作
「
千
鳥
」
は
、
「
私
は
島
に
ゐ
た
聞
に
、
先
生
に
田

舎
の
お
話
を
報
告
す
る
手
紙
の
代
わ
り
に
、
自
分
の
空
想
し
た
こ
と
や
、
見
聞
し

た
こ
と
を
書
い
て
、
差
し
上
げ
た
」
と
コ
一
重
吉
が
述
べ
る
よ
う
に
、
手
紙
の
代
わ

り
の
小
説
を
激
石
は
高
漬
虚
子
に
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。
虚
子
は
、
前
後
の
文
章

二
三
枚
を
蛇
足
だ
、
と
い
っ
て
削
り
、
雑
誌
「
ホ
ト
》
ギ
ス
」
に
掲
載
し
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
=
一
重
吉
の
文
章
修
行
は
、
「
唯
中
学
の
一
年
か
ら
二
年
ま
で
の

聞
に
小
国
民
と
い
ふ
雑
誌
へ
二
三
一
つ
作
文
を
投
書
し
た
こ
と
が
あ
る
。
新
声
へ

も
一
つ
投
書
し
た
。
そ
れ
は
た
し
か
二
年
級
の
頃
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
四
年
五
年

教
育
学
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論
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の
時
代
に
、
そ
の
頃
渡
遣
先
生
と
い
ふ
人
が
こ
し
ら
へ
て
ゐ
た
新
文
学
と
い
ふ
雑

誌
に
短
い
文
章
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
け
れ
で
こ
れ
は
勿
論
、
少
年
時
代
の
い

た
づ
ら
で
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
中
の
一
つ
の
丈
章
の
如
き
は
渡
遺

霞
亭
の
小
説
を
標
準
に
し
て
書
い
た
や
う
な
幼
稚
な
も
の
だ
っ
た
。
」
と
述
べ
、

高
等
学
校
へ
入
っ
て
か
ら
は
、
「
け
れ
ど
日
記
だ
け
は
毎
日
か
か
さ
ず
記
け
て
ゐ

た
。
そ
れ
か
ら
三
年
級
の
と
き
に
一
っ
か
二
つ
写
生
文
の
や
う
な
も
の
を
書
い

て
、
学
校
の
雑
誌
に
載
せ
た
こ
と
が
あ
る
が
」
と
述
べ
、
殊
更
に
「
自
分
に
は
文

章
の
才
能
が
あ
る
と
は
思
っ
て
ゐ
な
い
し
」
と
、
自
己
の
文
章
力
が
優
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
激
石
は
鈴
木
コ
一
重
吉
の
人
柄
に
惹
か
れ
て

い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
前
掲
の
九
月
十
一
日
付
け
の
中
川
芳
太
郎
宛
て

の
手
紙
に
「
あ
の
手
紙
は
僕
が
こ
の
手
紙
と
同
じ
く
な
ぐ
り
が
き
に
か
き
放
し
た

も
の
で
あ
る
ら
し
い
が
頗
る
達
筆
で
写
生
的
で
ウ
ソ
が
な
く
て
文
学
的
で
あ
る
。

三
重
吉
も
文
章
を
か
い
て
文
学
会
へ
で
も
出
席
し
た
ら
面
白
い
と
思
ふ
。
」
と
書

い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
「
写
生
的
で
ウ
ソ
が
な
く
て
文
学

的
で
あ
る
。
」
と
激
石
ら
し
い
評
価
を
す
る
。
ま
た
、
明
治
二
一
十
八

(
一
九

O

五
)
年
十
月
十
二
日
の
激
石
の
手
紙
は
「
:
:
:
両
三
日
前
猫
が
出
来
ま
し
た
か
ら

君
の
一
部
あ
げ
や
う
と
思
っ
て
中
川
君
に
托
し
て
置
き
ま
し
た
か
ら
今
頃
届
い
て

居
る
で
せ
う
。
近
来
来
客
が
無
暗
に
あ
る
の
で
大
に
人
聞
が
い
や
に
な
っ
た
か
ら

五
六
人
に
手
紙
を
出
し
て
当
分
来
て
は
い
け
な
い
と
通
知
を
し
ま
し
た
ら
。
其
通

知
を
受
け
た
一
人
の
寒
月
君
が
通
知
を
受
け
た
翌
日
す
ぐ
や
っ
て
来
ま
し
た
。
是

で
は
折
角
の
通
知
も
役
に
た
冶
な
い
訳
で
す
。
中
川
君
も
此
通
知
を
受
け
た
一
人

で
す
。
/
小
生
も
君
の
様
に
敬
慕
し
て
く
れ
る
人
が
あ
る
と
大
分
え
ら
い
様
で
す

が
裏
の
中
学
生
や
前
の
下
宿
の
ゴ
ロ
ツ
キ
か
ら
馬
鹿
に
さ
れ
る
所
を
見
る
と
一
文

4二



鈴
木
三
重
吉
研
究
(
岡
屋
昭
雄
)

の
価
値
も
な
い
グ
l
タ
ラ
で
す
よ
。
世
の
中
は
妙
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
小
生
も

大
学
を
一
年
休
講
し
て
君
と
一
所
に
島
へ
で
も
住
ん
で
見
た
い
。
頓
首
(
以

(十一三

下
略
)
」
と
あ
り
、
激
石
の
神
経
質
な
気
質
と
、
三
重
吉
に
対
す
る
信
頼
の
情
が

篤
い
こ
と
が
分
か
る
。
ち
な
み
に
三
重
吉
の
「
あ
の
鮒
の
描
写
だ
け
は
自
分
の
実

見
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
て
」
と
述
べ
る
場
面
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

藤
さ
ん
は
、
水
の
そ
ば
の
苔
の
被
っ
た
石
の
上
に
踊
ん
で
い
る
。
水
ぎ
わ
に

ち
ら
ほ
ら
と
三
葉
四
葉
つ
い
た
櫨
の
実
生
え
が
、
真
っ
赤
な
色
に
染
ま
っ
て
い

る
。
自
分
が
近
づ
け
ば
、
水
の
面
が
小
砂
を
投
げ
た
よ
う
に
座
れ
を
打
つ
。

「
お
や
、
み
ん
な
沈
み
ま
し
た
」
と
藤
さ
ん
が
い
う
。
自
分
は
、
水
を
隔
て

て
斜
に
向
き
合
っ
て
芝
生
に
踊
む
。
手
を
延
ば
す
な
ら
、
藤
さ
ん
の
膝
に
か
ろ

う
じ
て
届
く
の
で
あ
る
。
木
は
薄
黒
く
濁
っ
て
い
れ
ど
、
藤
さ
ん
の
窮
す
快
の

色
を
宿
し
て
い
る
。
自
分
の
姿
は
黒
く
写
っ
て
、
松
の
み
木
の
影
に
切
ら
れ

ゆ
び
さ

る
。
「
ま
た
浮
き
ま
す
よ
」
と
藤
さ
ん
が
い
う
。
指
す
と
こ
ろ
を
じ
っ
と
見

守
っ
て
い
る
と
、
底
の
水
苔
を
味
噌
汁
の
よ
う
に
煽
て
て
、
幽
か
な
色
の
、
小

さ
な
鮒
子
が
む
ら
む
ら
と
浮
き
上
が
る
。
上
へ
出
て
く
る
に
つ
れ
て
、
幻
か
ら

現
へ
覚
め
る
よ
う
に
、
順
々
に
小
黒
い
色
に
な
る
。
し
ば
ら
く
い
っ
し
ょ
に
集

ま
っ
て
じ
っ
と
し
て
い
る
。
や
が
て
片
端
か
ら
二
三
匹
ず
つ
繰
り
だ
し
て
、
列

を
作
っ
て
、
小
早
に
日
の
当
た
る
方
へ
と
泳
い
で
行
く
。
ち
ら
ち
ら
と
腹
を
返

す
の
が
あ
る
。
水
の
底
に
は
泥
を
被
っ
た
水
草
の
葉
が
、
泥
へ
彫
刻
し
た
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
や
や
あ
っ
て
、
ふ
と
、
鮒
子
の
一
隊
が
水
の
色
と
ま
ぎ
れ
た

と
思
う
と
、
底
の
方
を
大
き
な
黒
い
の
が
う
じ
ゃ
う
じ
ゃ
と
通
る
。

「
大
き
な
の
も
い
る
ん
で
す
ね
。
ぁ
、
あ
そ
こ
に
」
と
指
す
と
、
「
ど
こ

に
」
と
藤
さ
ん
が
聞
く
。
し
か
し
そ
れ
は
写
っ
て
い
る
影
で
あ
っ
た
。
鮒
子
は

ノ、、

や
っ
ぱ
り
小
さ
く
上
の
方
を
行
く
。
自
分
は
足
元
の
松
葉
を
か
き
寄
せ
て
投
げ

つ
け
る
。
鮒
子
は
響
き
の
ご
と
く
に
沈
ん
で
、
争
い
乱
れ
て
味
噌
汁
へ
逃
げ
こ

(
十
四
)

ん
で
し
ま
、
っ
。

つ
ま
り
、
一
二
重
吉
が
「
鮒
の
描
写
だ
け
は
自
分
の
実
見
」
と
い
う
如
く
、
ま
さ
に

目
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
読
者
の
想
像
力
を
か
き
立
て
て
く
れ
る
表
現
に
な
り
得
て
い

る
。
「
底
の
水
苔
を
味
噌
汁
の
よ
う
に
煽
て
て
、
幽
か
な
色
の
、
小
さ
な
鮒
子
が

む
ら
む
ら
浮
き
上
が
る
」
と
、
神
経
の
行
き
届
い
た
表
現
、
あ
る
い
は
、
鮒
子
が

上
に
あ
が
る
に
つ
れ
て
鮒
子
の
色
彩
が
鮮
明
に
な
る
様
子
を
「
幻
か
ら
現
へ
覚
め

る
よ
う
に
、
順
々
に
小
黒
い
色
に
な
る
。
」
と
写
生
文
の
極
地
を
示
す
表
現
に
ま

で
高
め
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
映
画
の
フ
ェ
ー
ド
・
イ
ン
の
手
法
で
あ
る
。

「
し
ば
ら
く
い
っ
し
ょ
に
集
ま
っ
と
し
て
い
る
。
や
が
て
片
端
か
ら
二
三
匹
ず
つ

繰
り
だ
し
て
、
列
を
作
っ
て
、
小
早
に
日
の
当
た
る
方
へ
と
泳
い
で
行
く
。
」
に

見
ら
れ
る
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
鮒
子
の
様
子
が
償
細
、
か
つ
観
察
が
深
く
、

文
章
表
現
力
の
確
か
さ
、
豊
か
さ
に
驚
博
さ
せ
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、
神
経
質
・

あ
る
い
は
病
的
な
く
ら
い
に
描
く
対
象
に
拘
泥
す
る
性
癖
の
あ
る
こ
と
に
も
睦
目

さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

中
野
好
夫
は
、
激
石
と
三
重
士
口
と
の
人
間
的
な
つ
な
が
り
を
次
の
よ
う
に
述
べ

る

激
石
と
三
重
吉
と
、
直
接
人
間
的
な
つ
な
が
り
の
で
き
た
時
期
は
、
は
っ
き

り
し
て
い
ま
す
。
同
じ
(
明
治
二
十
七
年
東
京
帝
国
大
学
に
入
学
し
、
激
石
の

講
義
を
聴
講
す
る
も
、
胃
病
と
神
経
衰
弱
の
た
め
に
、
翌
三
十
八
年
、
二
十
三

哉
の
時
に
休
学
し
、
故
郷
の
広
島
や
瀬
戸
内
海
の
能
美
烏
で
静
養
す
る
こ
と
に

注
)
三
十
八
年
九
月
は
じ
め
の
こ
と
で
す
。
休
学
静
養
中
の
彼

な
る
。
筆
者



は
、
か
ね
て
敬
慕
し
て
い
た
激
石
宛
に
、
思
い
切
っ
て
手
紙
を
書
い
た
ら
し

い
。
も
っ
と
も
、
直
接
に
出
す
勇
気
は
な
く
、
よ
り
激
石
に
近
い
上
級
生
を
介

し
て
、
間
接
的
に
と
ど
け
て
も
ら
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
間
の
消
息
は
、
同
年

九
月
十
一
日
付
け
激
石
書
簡
で
明
ら
か
な
の
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の

三
重
吉
の
手
紙
が
ま
た
お
そ
ろ
し
く
長
い
恋
文
に
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
ら
し
く
、
と
に
か
く
「
八
畳
の
座
敷
を
竪
に
ぶ
つ
こ
ぬ
い
て
六
畳
の
座
敷
を

優
に
横
断
」
す
る
ほ
ど
の
、
お
化
け
の
よ
う
な
手
紙
だ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。

綿
々
と
敬
慕
の
情
を
つ
ら
ね
た
あ
と
、
「
先
生
ど
う
ぞ
い
つ
い
つ
ま
で
も
乾
分

の
端
く
れ
に
御
数
え
な
さ
っ
て
下
さ
い
ま
し
。
わ
た
し
は
た
と
え
野
菊
で
も
犬

事
で
も
咲
く
だ
け
は
咲
い
て
散
る
つ
も
り
で
す
か
ら

(
十
五
)

う
よ
う
な
言
葉
で
結
ん
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

(
傍
線

筆
者
)
」
と
い

つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
三
重
吉
の
激
石
に
対
し
て
病
的
と
思
え
る
ほ
ど
の
敬
慕
の
念

が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
三
重
吉
の
性
癖
が
文
章
表
現
に
も
見
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
千
鳥
」
「
山
彦
」
と
、
出
世
作
が
い
ず
れ
も
好
評
で
あ
っ
た

こ
と
は
、

コ
一
重
士
口
に
と
っ
て
必
ず
し
も
よ
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
高
浜
虚
子

は
、
三
重
吉
の
「
千
鳥
」
に
つ
い
て
「
写
生
文
と
し
て
は
写
生
足
ら
ず
、
小
説
と

(
十
六
)

し
て
は
結
構
足
ら
ず
」
と
、
辛
口
の
批
評
を
す
る
。
つ
ま
り
、
冷
静
に
三
重
吉
文

学
の
弱
点
を
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
激
石
も
「
只
き
れ
い
に
う
つ
く
し

く
暮
ら
す
、
即
ち
詩
人
的
に
く
ら
す
と
い
う
事
は
生
活
の
意
義
の
何
分
の
一
か
知

ら
ぬ
が
、
矢
張
り
極
め
て
僅
少
な
部
分
か
と
思
う
。
:
:
:
単
に
美
的
な
文
字
は
昔

の
学
者
が
冷
評
し
た
知
く
閑
文
学
に
帰
着
す
る
。
俳
句
趣
味
は
此
閑
文
学
の
中
に

遺
遁
し
て
喜
ん
で
い
る
。
然
し
大
な
る
世
の
中
は
か
か
る
小
天
地
に
寝
こ
ろ
ん
で

居
る
様
で
は
到
底
動
か
せ
な
い
。
:
:
:
荷
も
文
学
を
以
て
生
命
と
す
る
も
の
な
ら
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ば
、
単
に
美
と
い
う
丈
で
は
満
足
が
出
来
な
い
。
丁
度
維
新
の
志
士
勤
王
家
が
困

苦
を
な
め
た
様
な
了
見
に
な
ら
な
く
て
は
駄
目
だ
ろ
う
と
思
う
O
i
-
-
-
君
の
趣
味

か
ら
一
言
、
っ
と
オ
イ
ラ
ン
憂
い
式
で
、

か
り
か
い
て
、
そ
れ
で
文
学
者
だ
と
澄
ま
し
て
居
る
様
に
な
り
は
せ
ぬ
か
と
思

(
十
七
)

う
。
」
と
、
三
重
吉
に
叱
責
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
「
千
鳥
」
「
山
彦
」
の
冒
頭
部

分
を
あ
げ
、
検
討
を
加
え
る
。

つ
ま
り
自
分
の
ウ
ツ
ク
シ
イ
と
思
う
こ
と
ば

千
鳥
の
話
は
馬
喰
の
娘
の
お
長
で
始
ま
る
。
小
春
の
日
の
夕
方
、
蒼
ざ
め
た

お
長
は
軒
下
へ
驚
を
敷
い
て
し
ょ
ん
ぼ
り
と
座
っ
て
い
る
。
干
し
列
べ
た
平
茎

に
は
、
も
は
や
糸
筋
ほ
ど
の
日
影
も
さ
さ
ぬ
。
洋
服
で
正
を
上
っ
て
き
た
の
は

自
分
で
あ
る
。
お
長
は
例
の
泣
き
だ
し
そ
う
な
目
も
と
で
自
分
を
仰
ぐ
。
親
指

と
小
指
と
、
そ
し
て
棒
が
け
の
真
似
は
初
や
が
こ
と
。
そ
の
三
人
と
も
み
ん
な

留
守
だ
と
手
を
振
る
。
顕
で
奥
を
指
し
て
手
枕
を
す
る
の
は
何
の
こ
と
か
解
ら

な
い
。
藁
で
た
ぱ
ね
た
髪
の
解
れ
は
、
か
き
上
げ
て
も
す
ぐ
ま
た
顔
に
垂
れ
下

が
る
。
座
敷
に
上
が
っ
て
も
、
誰
も
出
て
く
る
も
の
が
な
い
か
ら
射
が
な

ぃ
。
廊
下
に
出
て
、
の
こ
の
こ
離
れ
の
方
へ
行
っ
て
み
る
。
麓
の
家
で
方
々
に

白
木
綿
を
織
る
の
が
轡
虫
が
鳴
く
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
廊
下
に
は
草
花
の
床
が

女
帯
ほ
ど
の
幅
で
長
く
続
い
て
い
る
。
二
三
種
の
花
が
咲
い
て
い
る
。
水
仙
の

一
と
株
に
花
床
が
尽
き
て
、
低
い
階
段
を
拾
う
と
、
そ
こ
が
六
畳
の
中
二
階
で

あ
る
。
自
分
が
記
念
に
置
い
て
往
っ
た
摺
檎
が
、
そ
の
ま
ま
に
灰
暗
く
壁
に
懸

か
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
目
に
つ
く
と
、
久
し
ぶ
り
で
自
分
が
家
に
帰
っ
て
き
て

で
も
し
た
よ
う
に
懐
か
し
く
な
る
。
床
の
上
に
、
小
さ
な
花
瓶
に
竜
胆
の
花
が

四
五
本
挿
し
て
あ
る
。
夏
二
た
月
の
逗
留
の
問
、
自
分
は
こ
の
花
瓶
に
入
り
替

わ
り
し
お
ら
し
い
花
を
絶
や
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
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床
の
横
の
押
入
か
ら
、
赤
い
縮
緬
の
帯
上
げ
の
よ
う
な
も
の
が
少
し
ば
か

り
食
み
出
し
て
ゐ
る
。
一
寸
引
っ
張
っ
て
見
る
と
す
う
と
出
る
。
ど
こ
ま
で

出
る
か
と
続
け
て
引
っ
張
る
と
す
ら
す
ら
す
っ
か
り
出
る
。

自
分
は
そ
れ
を
幾
つ
も
畳
ん
で
見
た
り
、
手
の
甲
へ
巻
き
付
け
た
り
し
て

い
ぢ
く
る
。
後
に
は
か
ら
願
へ
掛
け
て
、
冠
の
紐
の
よ
う
に
結
ん
で
、
垂
れ

下
が
っ
た
と
こ
ろ
を
握
っ
た
ま
ま
、
立
て
膝
に
な
っ
て
、
壁
の
摺
り
絵
を
見

つ
め
る
。
「
ネ
l
シ
ヨ
ン
・
ピ
ク
チ
ャ

l
」
か
ら
抜
い
た
絵
で
あ
る
。
女
が

白
衣
の
胸
に
は
さ
ん
だ
一
輪
の
花
が
、
血
の
よ
う
に
渉
ん
で
い
る
。
目
を
細

く
し
て
み
て
い
る
と
、
女
は
だ
ん
だ
ん
と
絵
か
ら
抜
け
出
て
、
自
分
の
方
へ

近
寄
っ
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
る
と
、

い
つ
の
間
に
か
、
年
若
い
一
人
の
婦
人
が
自
分
の
後
ろ
に
座
つ

て
い
る
。
き
ち
ん
と
し
た
嬢
さ
ん
で
あ
る
。
し
と
や
か
に
挨
拶
を
す
る
。
自

分
は
ま
ご
つ
い
て
冠
を
解
き
捨
て
る
。

欄
干
の
下
は
水
で
あ
る
。
灰
白
き
花
の
拝
に
、
絹
糸
の
よ
う
な
小
雨
が

か
か
る
。
水
の
向
こ
う
に
は
、
杉
の
大
木
が
何
十
本
と
立
ち
重
な
っ
て
、

お
と
こ
え
し
お
み
な
え
し

男
郎
花
女
郎
花
が
、
聞
に
ち
ら
ほ
ら
咲
い
て
い
る
。
:
:
:
欄
干
に
赤
く
覗
い

た
芙
蓉
の
花
に
、
糸
桜
の
枝
が
雨
の
ご
と
く
に
か
か
っ
て
い
る
。
満
庭
す
べ

て
楓
の
古
木
の
み
で
あ
る
。
後
に
女
松
の
茂
っ
た
小
山
を
負
う
て
い
る
。
間

近
く
鎖
す
舗
の
中
か
ら
、
頂
上
の
岩
が
危
う
く
眉
に
迫
る
。
山
の
は
ず
れ
に

外
が
少
し
見
え
て
い
る
。
た
だ
真
っ
白
の
霧
の
中
に
、
二
本
の
高
い
銀
杏
の

木
と
、
赤
瓦
の
寺
の
屋
根
と
が
、
半
分
ば
か
り
覗
い
て
い
る
」
と
い
う
、
い

わ
ば
サ
ワ
リ
と
も
い
う
べ
き
節
々
な
ど
、
発
表
当
時
、
思
わ
ず
軽
い
戦
傑
に

〈コ

も
似
た
新
鮮
な
感
触
を
お
ぼ
え
さ
せ
た
と
い
う
の
も
、
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

わ
た
し
な
ど
が
は
じ
め
て
読
ん
だ
の
は
、
十
年
ば
か
り
も
お
く
れ
た
大
正
の

中
ご
ろ
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
ほ
と
ん
ど
暗
唱
せ
ん
ば
か
り
に
く
り
か
え
し

読
ん
だ
も
の
で
し
た
。

三
つ
の
三
重
吉
の
文
章
か
ら
も
分
明
の
如
く
、
中
野
好
夫
が
「
三
重
吉
文
学
の

特
徴
|
|
イ
メ
ー
ジ
と
い
い
、

リ
ズ
ム
と
い
い
、
好
み
と
い
い
、
配
色
と
い

ぃ
、
あ
ら
ゆ
る
小
道
具
は
、

一
つ
の
こ
さ
ず
出
し
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も

い
い
の
で
す
。
『
灰
白
き
花
』
、
『
絹
糸
の
よ
う
な
小
雨
』
、
『
真
っ
白
の
霧
』
、
『
小

春
の
日
の
夕
』
、
『
蒼
ざ
め
た
お
長
』
、
『
糸
筋
ほ
ど
の
日
影
』
、
『
泣
き
だ
し
そ
う
な

日
も
と
へ
『
垂
れ
か
か
る
ほ
つ
れ
毛
』
等
々
、
こ
う
じ
て
列
べ
て
、
そ
れ
ら
を
う

ま
く
配
合
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
三
重
吉
丈
学
は
で
き
上
が
り
ま

す
。
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
首
肯
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
写
生
文
の
短
所

で
あ
る
、
と
短
絡
的
に
主
張
す
る
の
で
は
な
い
。
当
時
、
三
重
吉
自
身
も
、
自
分

お
い
ら
ん

で
自
分
の
文
学
の
特
徴
を
語
っ
て
、
「
花
魁
憂
い
式
」
な
ど
と
い
う
奇
妙
な
言
葉

を
作
り
出
し
て
得
意
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
花
魁
憂
い
式
」
と
は
、
二
一

重
吉
の
親
友
で
も
あ
る
小
宮
豊
隆
が
、
「
美
し
い
花
魁
が
憂
い
に
沈
ん
で
い
る
よ

う
な
感
じ
を
描
き
出
す
」
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
な
に
か
美

し
い
情
緒
的
、
感
覚
的
な
も
の
だ
け
を
う
っ
す
と
い
う
狙
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ

ぽ
間
違
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
根
本
正
義
は
、
『
千
鳥
』

の
冒
頭
の
文
章
を
紹

介
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

絵
を
眺
め
て
い
る
と
、
絵
の
中
の
女
性
が
自
分
に
近
づ
い
て
く
る
よ
う
な
感

じ
が
し
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
そ
こ
に
年
若
い
女
性
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ



る
。
こ
の
手
法
は
い
か
に
も
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
あ
る
。
絵
の
中
の
女
性
と
年
若

い
婦
人
の
持
っ
て
い
る
雰
囲
気
に
共
通
性
を
持
た
せ
た
効
果
、
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
が
青
木
と
年
若
い
婦
人
の
最
初
の
出
合
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写

(
傍
線

筆
者
)

0

ほ
ん
の

は
、
い
か
に
も
三
重
吉
ら
し
い
手
法
だ
と
い
え
る

数
行
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
絵
と
い
う
小
道
具
に
よ
っ
て
そ
の
年
若
い
婦
人
の

(
十
九
)

雰
囲
気
を
描
き
き
っ
て
い
る
点
は
見
事
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
根
本
は
、
「
絵
を
眺
め
て
い
る
と
、
年
若
い
女
性
が
自
分
に
近
づ
い
て

く
る
よ
う
な
感
じ
が
し
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
そ
こ
に
年
若
い
女
性
が
現
れ
る

の
で
あ
る
。
」
と
の
表
現
が
い
か
に
も
二
一
重
吉
ら
し
い
手
法
で
あ
る
、

と
い
、
つ
の

で
あ
る
。
「
絵
の
中
の
女
性
と
年
若
い
婦
人
の
持
っ
て
い
る
雰
囲
気
に
共
通
性
を

持
た
せ
た
効
果
」
だ
と
い
え
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
女
性
が
藤
さ
ん
と
い

う
名
前
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、
根
本
は
、
「
こ
の
女
性
の
具
体
的

な
人
間
像
は
明
確
に
描
き
だ
さ
れ
て
い
な
い
。
」
と
も
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
が
、
高
浜
虚
子
の
い
う
「
写
生
文
と
し
て
は
写
生
足
ら
ず
、
小
説
と
し
て

つ
ま
り
、
具
体
的
な
人

は
結
構
足
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

物
が
描
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
わ
け
で
も
人
物
の
心
理
、
あ
る
い
は
人
物
相
互

の
交
渉
や
葛
藤
が
描
け
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
虚
子

の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
「
結
構
」
が
な
い
の
で
あ
る
。

確
か
に
写
生
文
の
欠
点
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
自
分
の
視
点
か
ら
対
象
を

書
く
・
描
く
の
で
あ
る
が
故
に
自
分
の
心
理
・
気
持
ち
は
描
く
こ
と
は
可
能
で
あ

る
が
、
対
象
で
あ
る
人
物
の
気
持
ち
・
心
理
は
推
測
は
で
き
て
も
対
象
で
あ
る
相

手
の
深
層
心
理
つ
ま
り
無
意
識
の
層
は
描
け
な
い
こ
と
に
な
る
。
虚
子
の
小
説
で

も
あ
る
『
斑
鳩
物
語
』
の
小
僧
(
若
い
僧
侶
)
と
美
し
い
少
女
の
恋
を
主
題
と
す

教
育
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論
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る
作
品
に
も
そ
の
欠
点
は
出
て
く
る
。

ら
見
た
少
女
、

つ
ま
り
、
小
僧
(
若
い
僧
侶
)
の
視
点
か

つ
ま
り
、
写
生
文
で
あ
る
が
故
に
、
少
女
の
側
の
心
理
・
気
持
ち

は
描
け
な
い
の
で
あ
る
。

福
田
清
人
は
、
「
千
鳥
」
に
つ
い
て
、
島
で
交
渉
の
あ
っ
た
人
々
と
、
作
品
論

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

三
重
吉
が
、
そ
の
滞
在
し
た
広
島
県
佐
伯
郡
能
美
島
中
村
下
回
方
よ
り
友
人

宛
の
明
治
三
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
の
手
紙
の
一
節
に
は
、

宿
に
は
四
十
格
好
の
主
婦
と
二
十
幾
哉
の
彼
女
の
娘
と
、
そ
の
外
に
奇
遇

せ
る
若
き
小
学
校
の
教
師
と
コ
一
人
の
み
に
て
主
婦
は
母
の
ご
と
く
に
い
た

は
り
く
れ
教
師
は
同
窓
の
学
生
の
如
く
、
女
は
姉
の
如
く
に
て
候
。
実
に

平
和
に
て
候
。
明
日
よ
り
は
、
裏
の
百
姓
と
共
に
馬
を
ひ
い
て
山
の
畠
に

耕
す
べ
く
時
に
は
浜
の
漁
夫
と
一
所
に
釣
り
に
ゆ
く
べ
く
候
。
近
辺
に
は

多
く
の
知
己
あ
り
一
豆
腐
屋
の
婆
さ
ん
や
そ
の
息
子
の
伯
楽
や
娘
や
床
屋
の

亭
主
や
そ
の
母
の
婆
さ
ん
や
、
四
五
町
山
の
方
へ
行
き
て
三
味
線
教
ふ
る

婦
人
や
、
浜
の
漁
夫
五
六
人
、
こ
れ
ら
は
余
が
命
を
よ
ろ
こ
び
て
何
事
も

奔
走
し
く
れ
申
候
。

生
は
小
締
麗
な
二
階
の
六
畳
に
居
り
候
。
宿
は
白
壁
に
石
垣
高
く
寺
の
域

郭
の
如
く
に
立
ち
居
り
候
。

と
こ
ろ
で
「
千
鳥
」
に
は
宿
の
親
切
な
女
主
人
や
、
伯
楽
や
、
一
旦
腐
屋
な
ど

も
描
か
れ
て
い
る
し
、
後
年
、
彼
が
「
総
て
の
シ
イ
ン
も
、
総
て
の
人
物
も
、

ま
た
総
て
の
事
実
も
み
ん
な
私
の
空
想
で
あ
る
。
」
と
空
想
を
強
調
し
て
は
い

る
が
、
や
は
り
着
想
の
小
さ
な
核
心
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
蜜
柑
畑
と
い

ふ
も
の
を
一
度
も
見
た
こ
と
も
な
い
」
と
も
記
し
て
い
る
が
、
手
紙
に
は
「
裏
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の
畑
地
に
は
蜜
柑
や
九
年
母
が
群
り
て
実
り
居
り
い
づ
れ
も
わ
が
物
と
し
て
も

い
で
は
食
ひ
候
」
と
あ
り
、
ま
た
十
一
月
二
十
一
日
付
の
加
計
正
文
あ
て
に
は

「
庭
に
は
蜜
柑
が
沢
山
な
っ
て
ゐ
る
。
豆
腐
屋
の
婆
さ
ん
は
毎
日
、
釜
の
下
で

芋
を
焼
い
て
も
っ
て
来
て
く
れ
る
よ
。
」
と
あ
る
。

「
千
鳥
」
で
は
、
蜜
柑
畑
は
遠
景
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
手
紙
に

自
ら
書
い
た
よ
う
に
、
蜜
柑
の
植
わ
っ
た
畑
が
あ
り
、
彼
も
そ
れ
を
食
べ
て
い

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
作
者
は
、
自
分
の
空
想
が
多
い
こ
と
を
強
調
す
る
あ

ま
り
、
そ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
書
き
方
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
作
者
の

浪
漫
的
な
性
格
か
ら
長
塚
節
と
は
反
対
に
、
そ
の
写
生
文
的
方
法
も
、
小
さ
な

核
や
点
を
中
心
と
し
て
、
想
像
の
翼
を
拡
げ
て
そ
こ
を
写
生
的
に
描
い
た
た
め

で
あ
ろ
う
。
(
傍
線
筆
者
)
こ
の
手
紙
に
あ
る
よ
う
な
生
活
の
中
か
ら
取
捨

(
二
十
ご

し
て
、
美
し
く
彩
っ
た
作
品
を
構
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
福
田
は
、
三
重
吉
は
、
「
そ
の
写
生
的
方
法
も
、
小
さ
な
核
や
点
を
中

心
と
し
て
、
想
像
の
翼
を
拡
げ
て
そ
こ
を
写
生
的
に
描
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
」

と
述
べ
る
よ
う
に
、
全
く
空
想
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
事
実
を
も
と
に
し
つ
つ

も
、
そ
の
事
実
か
ら
空
想
・
想
像
へ
と
発
展
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

(
二
十
一
一
)

と
は
、
長
塚
節
が
、
「
モ
デ
ル
を
重
ん
じ
忠
実
に
写
生
し
た
」
と
い
う
前
提
が
あ

る
か
ら
で
も
あ
る
。
福
田
は
、
「
千
鳥
」
を
好
意
的
に
評
価
し
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。こ

の
作
は
島
に
渡
っ
た
一
人
の
青
年
が
、
た
ま
た
ま
同
じ
家
に
止
宿
中
の
お

藤
さ
ん
と
い
う
や
さ
し
い
美
し
い
若
い
女
性
と
知
り
あ
う
。
こ
の
女
性
の
正
体

は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
(
傍
線
筆
者
)
近
く
の
呉
の
軍
港
に
父
が

い
た
が
、
今
は
当
時
同
じ
く
軍
港
の
あ
っ
た
佐
世
保
に
い
る
と
い
う
こ
と
か

ら
、
海
軍
関
係
の
人
の
娘
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
女
性
は
、
不
幸
な
結
婚
が

あ
っ
た
後
で
、
こ
の
島
に
渡
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
青
年
と
淡
い
ロ
マ
ン

チ
ッ
ク
な
交
渉
が
あ
っ
た
が
、
お
藤
さ
ん
は
黙
っ
て
島
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
あ
と
に
構
祥
の
片
袖
が
残
さ
れ
て
い
た
。
千
鳥
は
そ
の
袖
の
紋
柄

で
、
そ
の
袖
に
い
つ
ま
で
も
ふ
た
り
の
青
春
が
封
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
と
い
う
筋
で
あ
る
。
そ
れ
に
内
海
の
美
し
い
島
の
風
景
と
生
活
が
、

(二十一一
J

背
景
に
さ
れ
て
い
る
清
純
な
作
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
福
田
は
、
「
こ
の
女
性
の
正
体
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
」
を
人

物
形
象
の
彫
琢
が
不
足
し
て
い
る
、
と
は
捉
え
て
は
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、

根
本
正
義
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
こ
の
女
性
の
具
体
的
な
人
間
像
は
明
確
に
描
き

だ
さ
れ
て
い
な
い
。
」
と
し
て
、
「
花
魁
憂
い
式
」
の
作
家
と
し
て
の
三
重
吉
の
限

界
、
あ
る
い
は
欠
点
と
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
重
吉
の
作
家
と

し
て
の
時
代
が
短
か
っ
た
こ
と
の
根
拠
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
明
治
四

十
五
年
五
月
、
雑
誌
「
早
稲
田
文
学
」
に
本
間
久
雄
は
、
次
の
よ
う
に
「
千
鳥
」

を
位
置
づ
け
る
。

『
千
鳥
』
は
或
る
、
「
若
い
男
が
或
る
西
の
国
の
小
島
の
宿
り
に
て
名
を
藤

さ
ん
と
云
ふ
若
い
女
に
会
ひ
、
女
は
水
よ
り
も
淡
き
二
日
の
語
ら
ひ
に
片
袖
を

形
見
に
残
し
て
知
ら
ぬ
聞
に
居
な
く
な
っ
て
了
っ
た
」
と
い
ふ
極
め
て
淡
々
し

い
ロ
ー
マ
ン
ス
で
、
作
者
自
ら
は
、
こ
の
内
容
を
徹
頭
徹
尾
空
想
で
造
り
上
げ

而
し
て
こ
れ
を
写
す
に
写
生
文
の
筆
法
を
用
ゐ
た
と
い
う
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
ど

う
で
も
よ
い
。
今
日
の
吾
々
か
ら
み
て
尚
、
こ
の
作
を
面
白
く
思
は
し
め
る
の

は
、
こ
の
主
人
公
の
享
楽
的
気
分
で
あ
る
。
残
り
惜
し
く
分
か
れ
た
女
を
別
に

追
求
も
せ
ず
、
残
し
惜
し
さ
を
そ
の
ま
冶
芸
術
の
気
分
に
美
化
し
て
、
そ
の
美



化
さ
れ
た
芸
術
的
気
分
の
中
に
吾
れ
自
ら
を
融
合
し
つ
¥
そ
こ
に
い
っ
迄
も

回
想
の
快
さ
を
味
は
う
と
す
る
一
種
初
々
し
い
、
純
な
る
享
楽
的
気
分
で
あ

る
。
時
々
寝
つ
か
れ
ぬ
夜
な
ど
に
は
、
い
つ
も
分
か
れ
た
女
の
形
見
の
袖
を
火

影
に
照
ら
し
て
見
て
、
「
自
分
の
芝
居
を
自
分
で
見
る
や
う
に
二
日
の
間
淡
い

ロ
ー
マ
ン
ス
の
匂
ひ
を
嘆
い
で
、
藤
さ
ん
は
現
在
ど
こ
で
ど
う
し
て
居
て
も
か

ま
は
ぬ
自
分
の
藤
さ
ん
は
袖
の
中
の
藤
さ
ん
で
あ
る
」
と
云
ひ
、
又
は
「
こ
の

袖
の
中
に
一
七
八
の
の
藤
さ
ん
と
二
十
の
自
分
と
が
い
つ
ま
で
も
老
い
ず
に
封

じ
で
あ
る
の
だ
」
と
云
ふ
て
、
強
ひ
て
現
実
を
離
れ
た
、
淡
い
、
架
空
の
ロ

I

マ
ン
ス
の
中
に
現
在
の
自
分
を
没
入
し
て
、
そ
こ
に
一
種
ス
ヰ
!
ト
な
快
味
を

(
二
十
四
)

味
は
う
と
す
る
そ
の
享
楽
的
情
調
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

三
重
吉
の
文
章
は
、
「
強
ひ
て
現
実
を
離
れ
た
、
淡
町
架
空
の
ロ

l

マ
ン
ス
の
中
に
、
現
在
の
自
分
を
没
入
し
て
、
そ
こ
に
一
種
の
ス
ヰ
l
ト
な
快
味

を
味
は
う
と
す
る
そ
の
享
楽
的
情
調
で
あ
る
」
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
た
ず
飽
く
迄
も
現
実
を
離
れ
た
、
追
懐
の
た
め
の
追
懐
、
憧
担
保
の
た
め
の
憧
慢

で
あ
る
。
従
っ
て
現
在
の
吾
々
の
立
場
か
ら
は
云
ふ
迄
も
な
く
物
足
り
な
い
。

ロ
ー
マ
ン
ス
の
味
で
あ
っ
て
じ
ん
せ
い
の
あ
じ
で
な
い
。
け
れ
ど
も
始
め
か
ら

ロ
ー
マ
ン
ス
の
つ
も
り
で
書
か
れ
た
こ
れ
ら
の
諸
作
に
自
分
は
何
も
人
生
味
を
求

(
二
十
五
)

め
る
つ
も
り
で
は
居
な
い
。
」
と
、
本
聞
が
述
べ
る
よ
う
に
、
三
重
吉
に
は
人
生

を
小
説
と
し
て
書
こ
う
と
い
う
気
持
ち
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
本
聞
が
述
べ
る
如
く
、
「
三
重
吉
の
文
学
の
よ
っ
て
立
つ
基

盤
は
、
享
楽
的
情
調
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
『
赤
い
鳥
』

の
味
ひ
も
さ
う
で
あ
る
。

た
と
へ

の
知
く
淡
い
、
単
純
な
も
の
で
は
な
く
或
る
程
度
迄
人
間
的
な

『
千
鳥
』

味
ひ
が
出
て
は
居
る
け
れ
ど
も
『
赤
い
鳥
』

一
編
の
核
心
と
な
る
も
の
は
、

や
は

教
育
学
部
論
集

第
十
号
(
一
九
九
九
年
三
月
)

(
二
十
六
)

り
『
千
鳥
』
に
見
る
如
き
回
想
の
享
楽
で
あ
る
。
」
と
、
本
間
は
、
作
品
『
赤
い

鳥
』
は
、
回
想
の
享
楽
で
あ
る
、
と
一
言
で
片
づ
け
る
の
で
あ
る
。

石
坂
養
平
も
「
三
重
吉
の
描
き
出
す
人
事
な
り
自
然
な
り
凡
て
が
情
緒
的
で
あ

る
。
従
っ
て
そ
れ
か
ら
受
け
る
印
象
の
ま
た
情
緒
的
た
る
こ
と
は
、
批
評
の
定
論

と
云
っ
て
よ
い
、

デ
リ
カ
ッ
ト
な
フ
イ
ピ
ッ
シ
ユ
な
情
緒
が
作
物
の
与
ふ
る
雰
囲

気
の
う
ち
に
漂
う
て
ゐ
る
こ
と
は
、
氏
の
二
三
篇
を
読
ん
だ
者
は
直
ち
に
気
付
く

筈
で
あ
る
。
さ
う
し
て
氏
の
人
物
は
何
時
も
か
う
い
ふ
デ
リ
カ
ッ
ト
な
情
緒
を
客

観
の
事
象
に
触
れ
る
度
毎
に
、
刻
々
撤
細
に
分
析
し
解
剖
し
、
自
分
の
住
ん
で
ゐ

る
世
界
の
味
気
な
い
、

つ
ま
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ク
ラ
l
ゲ
ン
し
て
ゐ
る
。

時
と
し
て
こ
の
情
緒
を
楽
し
ん
で
受
け
取
る
こ
と
が
な
い
で
も
な
い
が
、
差
迫
っ

て
く
る
悲
さ
の
情
念
に
、
身
も
心
も
二
つ
な
が
ら
置
所
も
な
い
や
う
に
咽
つ
こ
と

が
多
い
ゃ
う
で
あ
る
。
し
か
も
さ
う
し
た
場
合
に
も
絶
対
に
自
暴
自
棄
に
陥
っ
て

了
ふ
こ
と
は
な
く
、

じ
め
じ
め
し
た
気
分
を
抱
い
て
い
や
/
¥
な
が
ら
生
に
執
着

す
る
消
極
的
な
態
度
に
出
る
の
で
あ
る
。
き
れ
ば
氏
の
作
物
は
情
緒
的
に
し
て
ま

た
同
時
に
内
省
的
。
而
か
も
こ
の
二
つ
の
エ
レ
メ
ン
ト
が
巧
妙
に
揮
化
層
と
な
っ

て
、
あ
の
だ
ら
/
¥
と
長
い
、
く
ど
い
や
う
な
一
句
一
句
に
表
は
れ
て
ゐ
る
。
も

し
二
つ
の
エ
レ
メ
ン
ト
が
併
存
し
て
融
合
せ
ず
、
は
な
れ
ん
¥
に
な
っ
て
ゐ
る
な

(
一
一
十
七
)

ら
新
浪
漫
主
義
の
作
品
と
は
云
は
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

「
三
重
吉
氏
の
描
き
出
す
人
事
な
り
自
然
な
り
凡
て
が
情
緒
的
で
あ
る
。
」
そ
し

て
、
「
さ
う
し
て
氏
の
人
物
は
何
時
も
か
う
い
ふ
デ
リ
カ
ッ
ト
な
情
緒
を
客
観
の

事
象
に
触
れ
る
度
毎
に
、
刻
々
に
微
細
に
分
析
し
解
剖
し
、
自
分
の
住
ん
で
ゐ
る

世
界
の
味
気
な
い
、

つ
ま
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ク
ラ
ア
ゲ
ン
し
て
ゐ
る
。
」

と
述
べ
な
が
ら
三
重
吉
の
文
学
が
自
分
の
住
ん
で
い
る
世
界
の
味
気
な
い
、

つ
ま



鈴
木
三
重
士
口
研
究
(
問
屋
昭
雄
)

ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
赤
木
忠

孝
も
次
の
よ
う
に
三
重
吉
の
文
学
世
界
に
つ
い
て
述
べ
る
。

津
身
憧
憶
の
人
で
あ
る
だ
け
に
、
氏
が
空
想
の
力
の
遅
し
さ
は
、
淘
に
驚
く

べ
き
も
の
が
あ
る
。
「
千
鳥
」
「
山
彦
」
「
赤
い
鳥
」
「
女
」
こ
れ
ら
の
諸
篇
は
、

何
と
云
っ
て
も
全
然
空
想
の
産
物
で
あ
る
。
あ
れ
だ
け
の
自
由
な
空
想
の
恋

ま
、
に
し
な
が
ら
、
氏
は
静
か
に
自
然
の
懐
に
抱
か
れ
て
追
憶
の
情
調
の
な
か

に
自
己
の
反
影
を
見
出
さ
ん
と
し
て
ゐ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
素
直

い
つ
も
型
の
知
く
氏
の
作
品
に
表
れ
て
来
る
小
鳥

ゃ
、
雛
回
答
粟
や
、
千
代
紙
の
趣
を
偲
ば
せ
る
。
氏
は
永
久
に
幼
い
人
で
あ
る
。

永
久
に
稚
き
心
に
生
き
る
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
民
子
」
「
黒
血
」
「
女
帯
」
な

ど
の
や
う
な
氏
の
中
年
生
活
を
描
か
れ
た
作
品
に
も
、
あ
り
あ
り
と
見
え
透
い

て
ゐ
る
。
あ
の
我
偉
な
、
反
省
の
乏
し
い
、
気
が
弱
く
て
、
そ
し
て
し
つ
こ
い

楠
性
な
点
は
、
何
処
ま
で
も
子
供
ら
し
い
氏
の
性
格
を
表
し
て
ゐ
る
。
従
っ

て
、
読
者
が
氏
の
作
品
に
接
す
る
時
に
は
、
い
つ
も
駄
々
ツ
子
の
苦
情
を
聞
い

(
二
十
八
)

て
ゐ
る
や
う
な
無
邪
気
さ
と
、
快
さ
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

な
あ
ど
け
な
い
態
度
は
、

つ
ま
り
、
赤
木
は
、

三
重
吉
の
丈
学
の
も
つ
若
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
氏
は
永
久
に
幼
い
人
で
あ
る
。
」
に
凝
縮
し
て
い
る
言
葉
の
背
後
に
あ
る
の

は
、
幼
年
の
日
へ
の
限
り
な
い
追
憶
の
念
で
あ
る
、
と
も
い
う
の
で
あ
る
。
赤
木

は
前
掲
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

氏
は
淘
に
幼
年
の
日
の
限
り
な
き
追
憶
に
生
き
る
人
で
あ
る
。
「
返
ら
ぬ
日
」

「
小
鳥
の
巣
」
の
如
き
は
、
二
葉
亭
の
「
平
凡
」
の
前
半
、
及
び
水
上
瀧
太
郎

氏
の
「
山
の
手
の
子
」
な
ど
と
共
に
、
わ
が
明
治
文
壇
に
於
け
る
追
憶
文
学
の

逸
品
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
あ
の
あ
ど
け
な
い
う
ぶ
う
ぶ
し
い
幼
年
の
日
の
追
憶

1m 

が
氏
一
流
の
潤
い
の
豊
か
な
し
っ
ぽ
り
と
し
た
筆
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
時

に
は
、
そ
の
甘
さ
に
酔
う
に
し
ろ
、
そ
の
痛
ま
し
さ
に
泣
く
に
し
ろ
、
読
者
は

全
く
、
著
者
と
同
一
な
心
境
に
誘
は
れ
て
、
あ
の
暗
い
淋
し
い
家
の
祖
母
さ
ん

や
、
土
蔵
の
裏
の
雛
器
粟
の
花
や
、
三
千
代
が
飼
っ
て
ゐ
た
カ
ナ
リ
ヤ
の
こ
と

な
ど
を
、
氏
に
等
し
い
感
情
を
以
て
、
追
憶
し
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
の
で
あ

る
。
聞
け
ば
氏
は
九
歳
に
し
て
既
に
母
を
失
ひ
、
そ
れ
か
ら
は
ず
っ
と
祖
母
さ

ん
の
手
に
よ
っ
て
随
分
我
置
な
生
ひ
立
ち
を
せ
ら
れ
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

(
一
十
九
)

筆
者
)

そ
の
事
実
は
は
っ
き
り
と
氏
の
作
品
に
表
は
れ
て
ゐ
る
。
(
傍
線

つ
ま
り
、

三
一
重
吉
は
、
「
淘
に
幼
年
の
日
の
限
り
な
き
追
憶
に
生
き
る
人
で
あ
」

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
っ
て
来
る
所
は
、
九
哉
の
時
仁
母
親
を
失
っ
た
こ
と
に
あ
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
家
に
は
女
性
と
し
て
は
、
祖
母
し
か
い
な
か
っ
た
こ
と
、

そ

の
た
め
に
我
佳
一
杯
に
育
て
ら
れ
た
こ
と
が
文
学
作
品
に
も
反
映
し
て
い
る
、
と

の
立
場
を
と
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
重
吉
の
作
品
は
、
女
性
の
人
関
心

理
の
描
き
方
が
貧
弱
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
若
い
女
性
に
強
い
憧
慢
の
み
が

突
出
し
て
い
る
、
と
の
批
判
が
出
さ
れ
る
の
も
当
然
と
受
け
止
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
「
げ
に
氏
の
憧
憶
は
小
鳥
の
や
う
に
愛
ら
し
い
。
雛
唇
粟
の
や
う
に
真
っ
赤

(て干)

な
、
千
代
紙
の
や
う
に
華
や
か
な
も
の
で
あ
る
。
」
と
、
赤
木
が
述
べ
る
よ
う

に
、
ま
た
、
「
お
の
が
憧
慢
の
幸
福
を
盛
る
女
を
ば
、
全
然
幻
影
と
見
た
の
は
三

(
三
十
二

重
吉
氏
で
あ
る
。
氏
は
常
に
幻
の
女
に
憧
れ
て
ゐ
る
。
」
と
の
指
摘
も
鋭
い
も
の

が
あ
り
、
三
重
吉
文
学
を
紐
解
く
重
要
な
鍵
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

大
正
二
年
の
七
月
か
ら
十
月
ま
で
、
国
民
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
「
桑
の
実
」
は

三
重
吉
文
学
の
後
期
作
品
と
し
て
一
評
価
す
べ
き
点
が
あ
る
。
三
重
吉
自
身
は
、



「
〔
文
庫
版
初
版
〕
解
説
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

も
と
も
と
、
た
だ
、
私
の
好
き
な
女
と
し
て
、

ぼ
ん
や
り
空
想
し
て
い
た
、

或
る
種
の
型
の
女
を
、
具
象
的
に
作
り
上
げ
て
見
ょ
う
と
い
う
だ
け
の
考
え

で
、
全
過
程
的
に
も
、

と
こ
ろ
が
そ
の
お
く
み
へ
は
、
あ
く
ま
で
も
純
感
を
保
つ
た
め
に
、
異
性
と

一
々
空
想
で
か
い
た
も
の
で
あ
る
。

と
の
対
人
的
交
渉
に
も
滅
多
な
展
開
も
つ
け
ら
れ
ず
、
ま
た
、
最
も
素
直
な
写

実
感
を
つ
け
る
た
め
に

お
く
み
の
動
き
も
、
自
然
と
同
じ
家
の
中
な
ぞ
で

の
、
日
常
平
凡
な
事
象
の
中
を
く
ぐ
ら
す
の
み
に
局
限
し
た
の
で
、
普
通
の
新

聞
連
載
作
が
よ
び
か
け
る
よ
う
な
筋
や
事
件
の
上
の
興
味
が
ち
っ
と
も
伴
わ
な

ぃ
。
た
だ
感
じ
の
み
で
興
味
を
つ
な
い
だ
の
だ
か
ら
、
製
作
と
し
て
は
と
て
も

苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
所
詮
は
、
た
だ
単
に
一
人
の
平
俗
な
女
を

平
面
的
に
叙
出
し
た
と
い
う
ま
で
の
浅
い
も
の
と
し
て
終
わ
り
、
当
時
の
自
分

三
一
一
十
)

に
も
、
少
し
、
く
す
ぐ
っ
た
く
思
っ
た
の
が
オ
チ
で
あ
っ
た
。
と
「
桑
の
実
」

の
登
場
人
物
と
し
て
の
お
く
み
を
ど
の
よ
う
に
造
型
し
よ
う
か
と
苦
悩
し
た
こ

と
を
一
不
す
。
ま
た
、
コ
一
重
吉
は
、
「
私
の
作
篇
等
に
つ
い
て
」
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

但
し
製
作
的
に
は
、
か
う
い
ふ
構
造
に
よ
っ
て
、
か
う
し
た
純
気
分
的
な
も

の
は
私
自
身
に
も
中
々
苦
し
い
試
練
で
あ
っ
た
。
第
一
お
く
み
を
ど
こ
ま
で
も

純
潔
に
お
し
通
さ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
、
青
木
さ
ん
と
の
交
渉
そ
の
も
の
に

も
、
少
し
も
聞
展
的
な
興
味
を
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
換
言
せ
ば
二

人
の
関
係
は
は
じ
め
か
ら
し
ま
ひ
ま
で
、
平
凡
な
同
平
面
の
上
を
同
じ
程
度
の

感
情
を
も
っ
て
、
平
行
線
的
に
続
く
だ
け
だ
か
ら
、
筋
が
引
っ
ぱ
る
加
速
度
的

な
面
白
み
が
少
し
も
な
い
。
そ
れ
で
ゐ
て
、
し
ま
ひ
ま
で
一
つ
の
作
篇
と
し
て

教
育
学
部
論
集

第
十
号
二
九
九
九
年
三
月
)

の
或
興
味
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
つ
け
よ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
苦
し
い
の
は
当

然
で
あ
る
。
し
か
も
人
物
の
行
動
す
る
背
景
が
、
同
じ
一
つ
の
家
の
中
に
限
ら

れ
て
を
り
、
部
分
的
事
件
と
言
へ
ば
変
化
の
な
い
一
家
の
中
で
の
平
俗
な
日
常

的
出
来
ご
と
の
ほ
か
に
、
何
も
の
を
も
取
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
た
め
に
、

例
へ
ば
お
く
み
の
動
き
に
お
い
て
も
、
た
ず
着
物
を
た
、
む
と
か
蚊
帳
を
つ
る

と
か
、
子
供
を
お
ぶ
っ
て
門
外
に
た
、
ず
む
と
か
、

い
ふ
だ
け
に
限
ら
れ
て
ゐ

る
。
そ
ん
な
わ
け
で
後
に
は
お
く
み
の
仕
草
の
種
に
も
尽
き
て
困
っ
た
。
結
果

(
三
十
三
)

の
つ
ま
ら
な
い
割
合
に
ど
れ
だ
け
気
骨
が
を
れ
た
か
分
か
ら
な
い
。

つ
ま
り
、

お
く
み
を
書
く
苦
労
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
青
木

の
描
き
方
は
不
足
し
て
い
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

吉
田
精
一
は
、
次
の
よ
う
に
三
重
吉
の
文
学
的
立
場
を
述
べ
る
。

い
わ
ゆ
る
人
生
に
於
け
る
意
義
如
何
は
さ
し
た
る
問
題
で
は
な
く
、
表
面
外

形
に
興
味
の
重
点
を
置
く
。
こ
う
い
う
写
生
文
家
の
対
人
生
体
度
は
や
は
り
三

重
吉
本
来
の
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
場
合
に
は
更
に
特
有
の
鋭
い
感
覚
と
、
特

殊
な
気
分
に
よ
っ
て
、
客
観
を
情
緒
化
し
よ
う
と
す
る
。
即
ち
現
実
に
夢
を
対

(
二
十
同
)

比
さ
せ
、
そ
の
夢
の
中
に
現
実
を
溶
か
し
こ
も
う
と
す
る
。

つ
ま
り
、
「
特
有
の
鋭
い
感
覚
と
、
特
殊
な
気
分
に
よ
っ
て
、
客
観
を
情
緒
化
し

よ
う
と
す
る
。
即
ち
現
実
に
夢
を
対
比
さ
せ
、
そ
の
夢
の
中
に
現
実
を
溶
か
し
こ

も
う
と
す
る
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
「
こ
の
よ
う
な
態
度
で
は
厳
粛

(
一
一
一
十
五
)

な
人
生
の
写
実
は
で
き
な
い
。
」
と
述
べ
る
吉
田
の
意
見
は
首
肯
で
き
る
で
あ
ろ

ぅ
。
ま
た
中
野
好
夫
も
次
の
よ
う
に
三
重
吉
の
文
学
の
弱
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。

三
一
重
吉
文
学
の
弱
点
は
、

一
に
も
二
に
も
こ
の
人
間
、
な
い
し
は
人
生
を
見

つ
め
る
目
の
弱
さ
に
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

豆王



鈴
木
三
重
吉
研
究
(
問
屋
昭
雄
)

つ
ま
り
、
コ
一
重
吉
文
学
は
、
人
生
を
見
つ
め
る
目
の
弱
さ
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
原
因
は
、
二
一
重
吉
が
幼
い
頃
に
母
親
を
失
い
、
精
神
的
に
深
刻
な
生

活
を
し
た
が
故
に
、
逆
に
人
生
を
、
あ
る
い
は
人
間
相
互
の
乳
蝶
・
葛
藤
を
描
く

こ
と
に
遺
巡
し
た
と
も
把
握
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
重
吉
の
文
学
的
背
景
に
つ
い
て
論
究
し
た
。

以
上
、お

わ
り
に

鈴
木
三
重
吉
の
よ
っ
て
た
つ
文
学
的
基
盤
は
、
写
生
文
で
あ
る
こ
と
は
今
更
言

及
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
吉
田
精
一
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

川
客
観
の
自
然
を
主
と
し
、
人
生
の
事
象
を
も
自
然
の
一
部
と
し
て
眺
め
る

傾
向
が
あ
り
、
傍
観
的
、
間
接
的
態
度
を
以
て
、
現
実
を
離
脱
し
て
別
個
の
一

境
に
遊
ぶ
お
も
む
き
が
あ
る
。

ω従
っ
て
当
然
人
事
に
対
す
る
興
味
を
ふ
か
く

は
含
ま
ず
、
特
に
複
雑
な
る
内
面
や
葛
藤
に
は
立
ち
入
ろ
う
と
は
し
な
い
。
即

ち
人
生
に
批
判
的
で
な
い
。
同
だ
か
ら
対
象
は
必
ず
し
も
人
生
の
一
事
象
と
し

て
意
義
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
い
わ
ゆ
る
人
生
に
於
け
る
意
義
知
何
は
さ
し

(三

i
七
)

た
る
問
題
で
な
く
、
表
面
外
形
に
興
味
の
重
点
を
置
く
。

つ
ま
り
、
写
生
文
を
手
本
と
し
て
そ
の
文
学
的
な
出
発
を
し
た
鈴
木
三
重
吉
が
や

が
て
児
童
文
化
運
動
へ
と
そ
の
進
路
を
変
え
る
の
も
当
然
で
あ
る
と
把
握
で
き
る

の
で
あ
る
。
有
り
の
僅
に
対
象
に
か
か
わ
っ
て
そ
の
対
象
を
書
く
と
い
う
営
為
は

今
日
に
お
い
て
は
必
要
で
あ
り
、

わ
け
で
も
対
象
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
現
実
を
有
り
の
俸
の
こ
と
ば
で
見
た
ま
ま
、
聞
い
た
ま
ま
、
思
っ
た
ま
ま
、

感
じ
た
ま
ま
に
描
く
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
は
ど
の
時
代
に
も
ま
し
て
求
め
ら
れ

フ可

る
こ
と
で
あ
る
。
鈴
木
三
重
吉
の
文
革
的
活
動
の
期
間
は
短
か
っ
た
。
そ
れ
を
助

走
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
以
後
の
児
童
文
化
運
動
と
し
て
の
雑
誌
「
赤
い
鳥
」

に
お
け
る
譲
り
方
、
児
童
自
由
詩
の
指
導
は
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
で

き
る
の
で
あ
る
。

今
後
、
三
重
吉
の
文
学
活
動
、
児
童
文
化
活
動
の
内
実
を
検
討
し
つ
つ
そ
の
実

績
を
-
評
価
す
る
作
業
が
待
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
こ
の
稿
を
終
わ
る
。

こ
の
研
究
が
悌
教
大
学
平
成
十
年
度
特
別
研
究
基
金
に
よ
る
研
究
で
あ
る
こ
と

を
報
告
し
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

i主

『
鈴
木
三
重
吉
全
集

第
五
巻
』
(
岩
波
書
庖

一
九
八
二
年
五
月
)
「
上
京
当

時
の
回
想
|
|
処
女
作
当
時
」
二
十
一
了
二
十
三
一
頁

前
掲
書

二
十
五
l
二
十
六
頁

前
掲
書

二
十
六
l
二
十
七
頁

(
四
)

前
掲
書

二
十
六
頁

(五)

前
掲
書

二
十
六
頁

六
)

前
掲
書

二
十
七
i
二
十
八
頁

(七)

『
激
石
全
集

書
簡
集
一
』
(
岩
波
書
庖

一
九
八
十
年
一
月
)

第
二
十
七
巻

二
百
七
十
五
l
二
百
七
十
六
頁

(
八
)

二
百
五
十
九
頁

そ
の
手
紙
に
激
石
は
、
「
あ
れ
丈
長
く
僕
の
事
を
書

前
掲
書

い
て
居
り
又
あ
れ
丈
僕
の
事
を
ほ
め
て
居
る
が
少
し
も
御
世
辞
ら
し
い
所
が
な

ぃ
。
昔
の
文
章
家
の
様
に
ウ
ソ
ら
し
い
文
句
が
な
い
。
誇
張
も
何
も
な
い
。
ど
う



し
で
も
真
撃
な
感
じ
と
し
か
受
取
れ
ん
。
是
が
僕
の
三
重
吉
君
に
尤
も
深
く
謝
す

る
所
で
あ
る
。
/
あ
の
手
紙
は
僕
が
こ
の
手
紙
と
同
じ
く
な
ぐ
り
が
き
に
か
き
放

し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
が
頗
る
達
筆
で
写
生
的
で
ウ
ソ
が
な
く
て
文
学
的
で
あ

る
。
=
一
重
士
口
も
文
章
を
か
い
て
文
学
界
へ
で
も
出
席
し
た
ら
面
白
い
と
思
ふ
。
」
と

述
べ
な
が
ら
、
三
重
吉
の
ウ
ソ
の
な
い
正
直
き
と
写
生
的
な
手
紙
で
あ
っ
た
こ
と

を
評
価
し
、
丈
章
を
か
い
て
丈
章
会
へ
出
席
し
た
ら
面
白
い
、
と
ま
で
褒
め
る
。

(九)

雑
誌
「
ホ
ト
ト
ギ
ス

四
百
号
」
(
一
九
二
九
年
十
二
月
)

(
十
)

『
鈴
木
三
重
吉
全
集

第
五
巻
』
(
岩
波
書
庖

一
九
八
二
年
五
月
)
「
上
京
当

時
の
回
想
!
|
|
処
女
作
当
時
」
三
十
l
一
二
十
一
頁

十

前
掲
書

十

頁

(
十
一
一
)

前
掲
書

一
一
百
六
十
七
頁

(
十
二
一
)

「
激
石
全
集

一
九
八
十
年
一

書
簡
集
一
』
(
岩
波
書
店

第
二
十
七
巻

月
)
二
百
六
十
七
頁

(
十
四
)

『
日
本
文
学
全
集
団

鈴
木
三
重
吉

森
田
草
平
集
』
(
集
英
社

九
七

年
九
月
)
十
六
l
十
七
頁

(
十
五
)

『
日
本
文
学
全
集
日

鈴
木
三
重
吉

森
田
草
平
集
』
(
集
英
社

九
七

年
九
月
)
四
百
九
頁

中
野
好
夫
が
、
「
作
家
と
作
品
」
の
解
説
と
し
て
執
筆
し
た

も
の
。

(
十
六
)

前
掲
害

四
百
十
ゴ
一
頁

(
十
七
)

前
掲
書

四
百
二
十
八
頁

(
十
八
)

前
掲
害

四
百
二
十
七
頁

(
十
九
)

根
本
正
義
『
鈴
木
三
重
士
口
の
研
究
』
(
明
治
書
院

一
九
七
八
年
十
一
月
)
四

十
九
頁

『
千
鳥
』
論

「
花
魁
憂
い
式
の
小
説
に
つ
い
て
」
に
書
か
れ
て
い

教
育
学
部
論
集

第
十
号
(
一
九
九
九
年
=
一
月
)

(
二
十
)

(
二
十
二

(
二
十
二
)

(
二
十
一
一
一
)

(
二
十
四
)

る

前
掲
書

福
田
清
人
『
写
生
文
派
の
研
究
』
(
明
治
書
院

五
十
頁

一
九
七
二
年
四
月
)
二
百

五
十
二
頁前

掲
童
百

前
掲
書

二
百
五
十
二
頁

本
間
久
雄
「
早
稲
田
丈
学
」
(
一
九
一
二
年
五
月
発
行
)

二
百
五
十
l
二
百
五
十
二
貝

論
〉
と
し
て
書
か
れ
る
。
三
十
九
頁

四
十
l
四
十
一
頁

(
二
十
五
)

二
十
六
)

(
二
十
七
)

前
掲
論
文

前
掲
論
文

石
坂
養
平

四
十
頁

二
重
吉
論
〉
と
し
て
纏
め
ら
れ
て
い
る
。

「
帝
国
文
学
」
(
明
治
四
十
五
年
五
月
)
五
十
三
頁

(
一
一
十
八
)

赤
木
忠
孝

〈
鈴
木
三
重
吉

〈
鈴
木

雑
誌
「
新
潮
」
(
大
正
元
年
八
月
号
)
〈
鈴
木
三
重
吉
論
〉
と

題
さ
れ
た
二
十
l
二
十
一
頁

二
十
頁

(
二
十
九
)

(
三
十
)

(
三
十
一
)

(
三
十
二
)

(
三
十
一
二
)

前
掲
論
文

前
掲
論
文

前
掲
論
文

二
十
頁

鈴
木
一
二
重
吉
『
桑
の
実
』
(
岩
波
文
庫

十
九
頁

一
九
九
七
年
六
月
)
百
九
十
一

l

百
九
十
二
頁

鈴
木
三
重
吉
『
鈴
木
三
重
士
口
全
集

第
五
巻
』
(
岩
波
書
庖

五
月
)
五
十
八
l
五
十
九
頁

(
三
十
四
)

日
本
児
童
文
学
学
会
編
『
鈴
木
三
重
士
口
研
究
』
(
小
峰
書
庖

四
月
)
五
十
八
l
五
十
九
頁

一
九
八
二
年

一
九
六
五
年

4コ



鈴
木
三
重
吉
研
究
(
岡
屋
昭
雄
)

ノ、

(
三
十
五
)

蔚
掲
書

五
十
九
頁

一
十
六
)

日
本
文
学
全
集
『
鈴
木
三
重
士
口

森
田
草
平
集
』
(
集
英
社

一
九
六
九
年

九
月
)
四
百
八
頁

〈
作
家
と
作
品
〉
に
書
か
れ
て
い
る
。

(
コ
干
七
)
日
本
児
童
文
学
学
会
編
『
鈴
木
三
重
吉
研
究
』
(
小
峰
害
庖

一
九
六
五
年
四

月
)
五
十
九
頁

(
お
か
や

教
育
学
科
)

(
一
九
九
八
年
十
月
十
四
日
受
理
)

あ
き
お


