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は
じ
め
に

　
狐
が
賢
治
童
話
で
は
お
馴
染
の
動
物
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
古

来
、
狐
は
稲
荷
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
霊
獣
で
あ
る
と
同
時
に
、「
狐
憑
き
」

を
惹
き
起
こ
し
た
り
し
て
人
間
を
誑
か
す
怪
獣
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
狐
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
た
と
え
ば
「
狡
猾
」
と

い
っ
た
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
に
だ
け
固
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
き
わ
め

て
両
義
的
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
、
悪
役
か
ど
う
か
と
い
っ
た
狐
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定
の
差
異

を
超
え
て
、
狐
を
主
人
公
と
す
る
賢
治
童
話
に
お
け
る
極
め
て
重
要
な
共
通

点
つ
い
て
に
最
初
に
言
及
し
た
の
は
、
賢
治
学
者
・
小
沢
俊
郎
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
小
沢
に
よ
れ
ば
、〈
と
つ
こ
べ
と
ら
子
〉〈
茨
海
小
学
校
〉〈
雪
渡

り
〉
の
三
作
品
は
、「
狐
が
人
を
化
か
す
と
い
う
素
朴
な
民
話
に
愛
着
を
感

じ
つ
ゝ
、
そ
れ
を
狐
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
人
の
方
が
自
分
で
化
か
さ
れ
て
い

る
の
だ
と
、物
の
見
方
の
座
標
軸
を
く
る
り
と
変
え
て
見
せ
た
様
な
例
」（
１
）

と
し
て
捉
え
ら
れ
う
る
。
し
か
し
、
小
沢
は
「
賢
治
は
通
説
を
ひ
つ
く
り
返

し
て
裏
か
ら
見
る
新
し
い
観
点
の
発
見
に
知
的
な
興
味
を
も
つ
て
そ
ん
な
こ

と
を
や
つ
た
の
で
は
な
い
」（
２
）
と
断
じ
な
が
ら
、
そ
の
論
証
は
な
さ
れ
な

い
ま
ま
で
あ
る
。

　
ま
た
、
日
本
文
学
研
究
者
・
黄
英
は
、
小
沢
の
「
視
点
の
転
換
」
と
い
う

指
摘
を
ふ
ま
え
、
こ
れ
ら
三
作
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
共
通
点

を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
黄
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
三
作
品
で
は
、「
狐

が
人
を
騙
す
」
と
い
う
人
間
中
心
の
視
点
が
狐
の
側
か
ら
の
視
点
へ
と
轉
倒

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
八
〇
度
の
価
値
轉
倒
が
生
じ
、
そ
れ
が
「
現

実
世
界
へ
の
批
判
」
に
繋
が
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
黄
は
、
こ
の

「
現
実
世
界
へ
の
批
判
」
に
つ
い
て
、「
醜
い
現
実
を
改
変
し
よ
う
と
す
る
積

極
的
な
面
を
有
す
る
と
同
時
に
、
単
純
に
現
実
を
裏
返
せ
ば
い
い
と
い
う
短

絡
的
な
性
格
も
内
包
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
」（
３
）
と
主
張
す

る
。

　
で
は
、
実
は
賢
治
作
品
中
最
も
狐
が
活
躍
す
る
童
話
で
あ
る
〈
土
神
と
き

つ
ね
〉（４
）に
は
、こ
う
し
た「
視
点
の
転
換
」は
見
出
せ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
な
ぜ
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
、〈
土
神
と
き
つ
ね
〉
を
、
狐
を

主
人
公
と
す
る
「
視
点
の
転
換
」
童
話
群
の
考
察
の
対
象
に
加
え
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
風
貌
は
冴
え
な
い
が
神
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
は
高
い
「
正

岩
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あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
一
　
視
座
転
換
に
よ
る
「
二
項
対
立
」
の
相
対
化

　
〈
土
神
と
き
つ
ね
〉
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ

の
作
品
は
、
田
舎
対
都
会
と
い
っ
た
よ
う
な
「
二
項
対
立
」
を
基
本
と
す
る

と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
殆
ど
で
あ
る
。
代
表
的
な
例
と
し
て
は
、
日
本
近
代

文
学
者
・
小
森
陽
一
に
よ
る
論
考
（
５
）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
小
森
が
措
く
二

項
対
立
図
式
に
よ
れ
ば
、
い
か
に
も
不
衛
生
な
様
に
描
写
さ
れ
た
土
神
は
、

「
日
清
戦
争
前
後
を
ピ
ー
ク
に
し
て
国
民
的
な
規
模
に
お
い
て
成
立
す
る
、

『
衛
生
学
』
的
言
説
に
よ
っ
て
」「
近
代
日
本
か
ら
の
逸
脱
者
と
し
て
徴
づ
け

ら
れ
」
た
存
在
で
あ
り
、
一
方
、
狐
は
（
西
洋
的
）「
近
代
を
表
象
す
る
存

在
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
外
見
の
描
写
だ
け
で
も
、
狐
と
土
神
に
は
「
文

明
と
未
開
、
文
明
と
野
蛮
、
近
代
と
前
近
代
、
合
理
と
非
合
理
と
い
っ
た

社
会
進
化
論
的
な
表
象
」
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

こ
う
し
た
「
近
代
化
」
を
め
ぐ
る
二
項
対
立
図
式
は
、
中
国
由
来
の
陰
陽
五

行
思
想
と
日
本
古
来
の
稲
荷
信
仰
と
い
う
外
来
と
在
来
の
宗
教
を
め
ぐ
る

対
立
、
あ
る
い
は
例
え
ば
「
天
文
（
台
）」
と
い
う
語
を
例
に
し
た
近
代
自

然
科
学
の
翻
訳
語
と
伝
統
的
漢
字
熟
語
と
の
軋
轢
に
ま
で
敷
延
さ
れ
る
。

　

ま
た
、〈
土
神
と
き
つ
ね
〉
研
究
で
よ
く
参
照
さ
れ
る
、
賢
治
学
者
・
大

沢
正
善
（
６
）
と
山
根
知
子
（
７
）
の
二
つ
の
論
考
で
も
、土
神
が
黒
、狐
が
赤
と
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
二
項
対
立
的
に
前
提
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
他
の
文
献
で

も
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
前
者
が
、
こ
う
し

た
「
二
項
対
立
」
に
留
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
解
釈
を
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
沢
に
よ
れ
ば
、
土
神
と
狐
の
二
項
対
立
関
係

が
相
反
性
と
相
補
性
を
同
時
に
胚
胎
し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
あ
る
本
来
的
に

調
和
し
た
精
神
の
分
裂
」（
８
）
に
由
来
す
る
。
実
は
、
こ
う
し
た
二
項
対
立

直
な
」
土
神
は
、
女
の
樺
の
木
に
好
意
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
恋
の
ラ

イ
ヴ
ァ
ル
と
し
て
外
見
は
お
洒
落
だ
が
内
実
は
「
不
正
直
」
な
狐
が
登
場

し
、
衒
学
的
に
知
識
を
ひ
け
ら
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
樺
の
木
の
気
を
引
く
。

そ
れ
に
嫉
妬
し
た
土
神
は
、
最
終
的
に
、
樺
の
木
の
と
こ
ろ
で
鉢
合
わ
せ
た

狐
に
激
怒
し
、
慌
て
て
逃
げ
る
狐
を
追
い
か
け
、
捩
り
殺
す
。
し
か
し
、
そ

の
直
後
、
土
神
は
、
狐
の
巣
穴
に
飛
び
込
ん
で
み
て
初
め
て
実
は
狐
が
語
っ

て
い
た
こ
と
が
虚
構
だ
っ
た
こ
と
を
悟
り
、
号
泣
す
る
。
こ
う
し
た
ス
ト
ー

リ
ー
は
、一
見
、土
神
が
主
人
公
で
あ
り
、狐
は
悪
役
的
サ
ブ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
思
え
る
。

　
で
は
、こ
う
し
た
〈
土
神
と
き
つ
ね
〉
に
、本
当
に
〈
土
神
と
き
つ
ね
〉
に
、

本
当
に
「
視
点
の
転
換
」
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え

ば
、
否
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
掲
・
黄
の
主
張
に
お
い
て
は
、「
現
実
を

裏
返
す
」
と
い
う
一
方
通
行
の
「
轉
倒
」
に
し
か
光
が
当
て
ら
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、こ
こ
に
は「
両
義
性
」に
根
差
し
た
複
眼
的
思
考
が
、換
言
す
れ
ば
、

同
じ
現
実
を
別
の
視
座
か
ら
視
る
と
見
え
方
が
変
わ
る
と
い
う
メ
タ
レ
ベ

ル
で
の
可
変
的・往
還
的
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
。
実
は
、〈
土
神
と
き
つ
ね
〉

に
は
、
こ
う
し
た
、「
両
義
性
に
根
差
し
た
、
あ
る
い
は
共
通
項
を
介
し
た
、

視
点
の
転
換
」（
以
下
「
視
座
転
換
」
と
表
記
）
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
用
意

周
到
に
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
先
行
研
究
で
、
狐
と
「
視
点
の
転
換
」
の
関
連
に
つ
い
て
明
確
に
言
及
し

た
の
は
前
掲
の
二
論
考
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
で
、〈
土
神
と
き
つ
ね
〉
に
つ

い
て
の
先
行
研
究
で
、
明
確
に
こ
う
し
た
「
視
点
の
転
換
」
あ
る
い
は
「
視

座
転
換
」
を
指
摘
し
た
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
小
論
で
は
、

こ
の〈
土
神
と
き
つ
ね
〉に
配
さ
れ
た
、多
く
の「
視
座
転
換
」の
メ
ル
ク
マ
ー

ル
の
中
か
ら
、
特
に
従
来
ま
っ
た
く
重
要
視
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
「
美
学
」

と
い
う
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
取
り
上
げ
、
こ
の
作
品
が
狐
を
主
人
公
と

す
る
「
視
点
の
転
換
」
童
話
群
の
筆
頭
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
作
品
で
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が
本
来
同
一
の
「
精
神
」
に
由
来
す
る
と
い
う
解
釈
は
、
賢
治
研
究
の
第
一

人
者
で
あ
る
詩
人
・
天
沢
退
二
郎
に
よ
っ
て
す
で
に
提
出
さ
れ
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、天
沢
（
９
）
は
、こ
の
作
品
に
、も
は
や
「
正
直
な
善
人
で
あ
る
土
神
」

と
「
不
正
直
な
偽
善
者
と
し
て
の
狐
」
と
い
っ
た
単
純
な
「
寓
話
的
な
構
図
」

で
は
な
く
、
土
神
と
狐
両
者
に
通
底
す
る
「
自
己
を
対
象
化
し
え
て
い
な
が

ら
自
己
抑
制
で
き
な
い
」
と
い
う
共
通
点
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
土
神
に

「『
春
と
修
羅
』
の
詩
人
の
憂
悶
そ
の
も
の
の
顕
現
」
を
、
そ
し
て
、
狐
に
も

同
様
に「
貧
な
る
詩
人
」の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
た
。
つ
ま
り
、土
神
の
憂
悶
は
、

詩
人・賢
治
に
お
け
る
憂
悶
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
未
完
成
な
「
分
裂
相
」

の
表
現
で
あ
り
、
詩
集
『
春
と
修
羅
』
前
半
部
に
対
応
す
る
。
一
方
、
不
正

直
で
嘘
つ
き
の
狐
は
「
抽
出
さ
れ
た
詩
人
の
悪
」
と
さ
れ
る
。
作
者
の
「
精

神
」
が
作
品
に
反
映
さ
れ
る
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
特
に
賢
治

が
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
に
拘
っ
た
こ
と
は
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
賢
治
学
者
・
大
塚
常
樹
は
、
作
品
冒
頭
（
一
）
で
形
容
さ
れ
た
土

神
の
眼
の
色
が
赤
か
ら
黒
、
そ
し
て
ま
た
赤
へ
と
「
交
替
」
す
る
こ
と
に
注

目
し
、
さ
ら
に
明
確
に
賢
治
の
作
品
解
釈
一
般
に
通
ず
る
重
要
な
視
点
を
提

示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
塚
は
、
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
一
般
に
み
ら
れ
る

最
も
重
要
な
戦
略
を
、「
固
定
し
た
思
考
の
枠
組
み
の
相
対
化
」

  

で
あ
る

と
喝
破
し
、〈
土
神
と
き
つ
ね
〉
の
結
論
も
、「
我
々
は
絶
え
ず
さ
ま
ざ
ま
な

レ
ベ
ル
の
意
識
に
と
ら
わ
れ
る
存
在
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
。（
中
略
）
眼
の

色
の
変
化
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
意
識
の
交
替
が
、
我
々
に
常
に
起
こ
り
得
る

こ
と
、
換
言
す
れ
ば
我
々
が
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
告

げ
て
い
る
の
で
あ
る
」

 

と
す
る
。
こ
こ
で
は
、「
視
点
の
転
換
」
に
類
す

る
表
現
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
固
定
し
た
思
考
の
枠
組
み
の
相
対
化
」

に
は
、
メ
タ
認
知
、
あ
る
い
は
、
視
座
転
換
に
よ
る
複
眼
的
思
考
が
不
可
欠

で
あ
る
の
は
言
を
俟
た
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
二
項
対
立
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
対
立
項
が
実
は
同
根

で
あ
り
、
そ
の
対
立
、
換
言
す
れ
ば
「
現
象
の
仕
方
の
差
異
」
が
、
同
一
物

へ
の
視
座
の
設
定
の
仕
方
に
由
来
す
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。「
視
点
の

転
換
」
を
主
題
と
す
る
一
連
の
賢
治
童
話
が
、
他
の
動
物
で
は
な
く
、「
神

性
」
と
「
獣
性
」
と
い
う
両
義
性
を
も
っ
た
「
狐
」
を
主
人
公
に
据
え
て
い

る
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
同
じ
「
狐
」
と
い
う
存
在
が
、
そ
れ
へ
の

視
座
を
転
換
す
れ
ば
別
の
意
味
合
い
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
立
ち
現
わ
れ

う
る
。
そ
も
そ
も
、動
物
の
中
に
は
、天
と
地
、地
上
と
地
下
、水
上
と
水
中
、

あ
る
い
は
渡
り
や
冬
眠
と
い
っ
た
象
徴
的
時
空
間
を
往
還
で
き
る
能
力
を

も
っ
た
存
在
と
し
て
み
な
さ
れ
る
動
物
・
生
物
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
、

人
間
に
と
っ
て
自
ら
の
力
が
と
う
て
い
及
ば
な
い
霊
的
存
在
と
し
て
畏
怖

や
信
仰
の
対
象
に
な
る
と
と
も
に
、現
実
の
人
間
生
活
に
必
要
な
益
（
食
料
、

毛
皮
等
）
を
与
え
て
く
れ
る
有
り
難
い
存
在
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
両
義

性
は
、
同
一
物
に
つ
い
て
の
視
座
転
換
を
可
能
に
す
る
。
賢
治
童
話
で
は
、

こ
の
よ
う
な
シ
ャ
ー
マ
ン
的
な
両
義
性
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
動
物
が
表

象
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、〈
よ
だ
か
の
星
〉
で
、
天
地
を
往
還

す
る
よ
だ
か
は
、
自
己
と
い
う
同
一
物
を
そ
の
視
座
転
換
の
対
象
と
し
、
日

本
思
想
史
学
者
・
中
村
生
雄
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「〝
食
う
〟
自
分
と
〝
食

わ
れ
る
〟
自
分
の
反
転
可
能
性
」

 

に
悩
み
、
煩
悶
す
る
。
重
要
な
の
は
、

二
項
対
立
で
は
「
～
す
る
も
の
」
と
「
～
さ
れ
る
も
の
」
と
い
う
立
項
も
可

能
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
交
替
＝
往
還
可
能
で
あ
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
発
想
は
決
し
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

わ
か
り
や
す
い
例
と
し
て
西
洋
に
お
け
る
「
ロ
バ
」
を
め
ぐ
る
ト
ポ
ス
に
つ

い
て
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
を
代
表
す
る
哲
学
者

ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
（
一
五
四
八
～
一
六
〇
〇
）
の
研
究
者
で
あ
る

ヌ
ッ
チ
ョ・オ
ル
デ
ィ
ネ
は
、ブ
ル
ー
ノ
が「
ロ
バ
性
」に
言
及
し
た
書
物『
傲

れ
る
野
獣
の
追
放Spaccio de la bestina trionfante

』（
一
五
八
四
年
）
や

そ
の
続
編
『
天
馬
の
カ
バ
ラC

abala del cavallo pegaseo

』（
一
五
八
五
年
）
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ノ
は
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
（
一
四
七
三
～
一
五
四
三
）
の
地
動

説
を
支
持
し
最
期
は
火
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
地
球
が
自

転
し
て
い
る
た
め
、
地
球
上
か
ら
は
天
球
が
回
転
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
と
い
う
彼
の
主
張
は
、
ま
さ
に
近
代
哲
学
の
祖
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト

（
一
七
二
四
～
一
八
〇
四
）
の
言
う
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
に
通
ず
る

「
視
座
転
換
」
を
前
提
と
し
て
い
た
。
賢
治
が
ブ
ル
ー
ノ
に
つ
い
て
ど
れ
だ

け
の
知
識
を
も
っ
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
、「
生
徒
諸

君
に
寄
せ
る
」（〈
詩
ノ
ー
ト
付
録
〉
所
収
の
下
書
稿
）
断
章
六
に

新
ら
し
い
時
代
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
よ

余
り
に
重
苦
し
い
重
力
の
法
則
か
ら

こ
の
銀
河
系
統
を
解
き
放
て

と
あ
る
よ
う
に
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
地
動
説
に
つ
い
て
は
当
然
知
っ
て
い

た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
余
り
に
重
苦
し
い
重
力
の
法
則
」

と
は
、
前
掲
・
大
塚
の
「
固
定
し
た
思
考
」、
あ
る
い
は
ブ
ル
ー
ノ
の
い
う

「
字
義
通
り
の
解
釈
」
と
も
解
釈
さ
れ
う
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、天
動
説
か
ら
地
動
説
へ
と
い
う
一
方
的
な
「
転
回
」

で
終
わ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
賢
治
の
意
図

は
、
人
間
中
心
、
あ
る
い
は
地
球
か
ら
み
た
視
点
だ
け
で
な
く
、
別
の
視
点
、

た
と
え
ば
狐
中
心
、
あ
る
い
は
天
体
や
太
陽
か
ら
み
た
視
点
の
両
方
が
取

ら
れ
得
る
と
い
う
発
想
、
す
な
わ
ち
、
単
一
の
固
定
さ
れ
た
思
考
で
は
な

く
、
複
眼
的
思
考
に
よ
る
多
様
で
自
由
な
解
釈
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、
次
章
で
は
〈
土
神
と
き
つ
ね
〉
に
お
い
て
、
ど
の
よ

う
に
「
視
座
転
換
」
が
テ
ー
マ
と
し
て
配
さ
れ
て
い
る
か
を
、
テ
ク
ス
ト
中

の
い
く
つ
か
の
「
し
る
し
＝
徴
候
」
に
着
目
し
な
が
ら
、
具
体
的
に
論
じ
る

に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、「
神
聖
で
あ
り
、
崇
拝
さ
れ
、
善
事
を
な

す
と
同
時
に
、
悪
魔
的
で
あ
り
、
邪
悪
で
あ
り
、
悪
事
を
な
す
」

 

存
在
で

あ
る
ロ
バ
に
付
与
さ
れ
た
両
義
性
に
つ
い
て
注
目
し
た
。
両
義
的
存
在
と

し
て
の
ロ
バ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典
古
代
だ
け
で
な
く
イ
ン
ド
の
ヴ
ェ
ー

ダ
や
エ
ジ
プ
ト
古
代
に
お
け
る
書
物
に
も
み
ら
れ
西
洋
で
は
中
世
を
経
て

ル
ネ
サ
ン
ス
に
到
っ
て
い
る
ト
ポ
ス
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
有
益
な
」対「
悪

霊
的
な
」、「
強
力
な
」
対
「
卑
し
い
」、「
知
恵
の
あ
る
」
対
「
無
知
な
」
と
い
っ

た
二
項
対
立
図
式
が
当
て
は
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
二
項
対
立
は
、
ブ

ル
ー
ノ
の
著
作
に
お
い
て
は
「
労
苦
、
謙
遜
、
忍
耐
」
に
象
徴
さ
れ
る
「
肯

定
的
ロ
バ
性
」
と
、「
閑
暇
、
傲
慢
、
一
面
性
」
に
象
徴
さ
れ
る
「
否
定
的

ロ
バ
性
」
に
括
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ロ
バ
が
「
そ
の
象
徴
的
イ
メ
ー
ジ
に

よ
っ
て
両
義
性
の
広
大
な
領
域
を
対
極
化
し
て
お
り
、そ
の
結
果
、ロ
バ
は
、

特
定
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、『
対
立
物
の
一
致
』（
中
略
）
の
完
璧
な
象
徴

に
な
る
」

 

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
オ
ル
デ
ィ
ネ
は
、
ブ
ル
ー

ノ
の
哲
学
の
考
察
に
あ
た
っ
て
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
「
多
様
性
」
と
「
不

断
の
有
為
転
変
」の
二
つ
を
措
定
し
、こ
の「
多
様
性
」と「
対
立
物
の
一
致
」

が
共
通
の
空
間
で
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る 

 

。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た

二
項
対
立
を
考
察
す
る
場
合
、
肯
定
的
意
味
と
否
定
的
意
味
の
両
極
ど
ち

ら
か
に
偏
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
に
は
通
底
す
る
要
素
が
あ
る
た
め
、

「
ロ
バ
性
の
空
間
は
、
単
一
の
し
か
た
で
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
」 
。
そ
れ

ゆ
え
、両
極
間
で
の
「
ロ
バ
性
の
動
揺
」
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、

テ
ク
ス
ト
中
の
他
の
「
し
る
し
＝
徴
候
」
を
集
め
る
必
要
が
あ
り
、
ブ
ル
ー

ノ
自
身
も
「
字
義
通
り
の
解
釈
」
し
か
で
き
な
い
者
は
自
ら
の
作
品
を
示
す

相
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
て
い
た
と
さ
れ
る
。

 

　
こ
う
し
た
二
項
対
立
に
お
け
る
「
対
立
物
の
一
致
」
や
「
多
様
性
」
と
い

う
考
え
方
は
、
前
掲・大
塚
の
言
う
「
固
定
し
た
思
考
の
枠
組
み
の
相
対
化
」

に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
賢
治
文
学
に
も
援
用
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
ブ
ル
ー

85

四



宮澤賢治〈土神ときつね〉管見

こ
と
に
す
る
。

　
　
二
　
視
座
転
換
へ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
布
置
と
連
関
　

　
　
　
　
　
　
―
「
み
（
見
・
観
・
視
）
る
」
こ
と
を
め
ぐ
っ
て 

―

　

狐
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
と
し
て
作
品
内
に
配
さ
れ
た
、「
仕
立
て
お
ろ
し

の
紺
の
背
広
」「
赤
革
の
靴
」「
レ
ー
ン
コ
ー
ト
」「
夏
帽
子
」「
ハ
イ
ネ
の
詩
集
」

「
美
学
の
本
」「
顕
微
鏡
」「
ロ
ン
ド
ン
タ
イ
ム
ス
」「
大
理
石
の
シ
イ
ザ
ア
」

「
望
遠
鏡
」
と
い
っ
た
語
群
を
、
前
出
・
小
森
陽
一
は
、
西
洋
由
来
で
日
本

が
近
代
化
す
る
過
程
で
受
容
し
た
物
と
し
て
一
括
し
た
。
狐
に
よ
る「
惑
星
」

と
「
恒
星
」
の
違
い
や
星
雲
に
つ
い
て
の
説
明
も
同
様
で
、
そ
れ
は
西
洋

近
代
の
天
文
学
・
物
理
学
へ
の
依
拠
例
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
解
釈
に
異
論
は
な
い
が
、
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
西
洋
受
容
・
近
代
化
を

象
徴
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
テ
ム
の
布
置
に
も
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
関
連

す
る
隠
さ
れ
た
意
味
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
作
品
の

流
れ
に
沿
っ
て
、
い
か
に
そ
れ
ら
の
ア
イ
テ
ム
が
、「
視
座
転
換
」
に
関
し

て
戦
略
的
に
配
置
さ
れ
た
重
要
な
「
し
る
し
」
＝
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、

相
互
連
関
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
概
要
を
み
て
ゆ
こ
う
。

　
ま
ず
、最
初
の
重
要
な
「
視
座
転
換
」
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、狐
に
よ
る
「
星
」

を
め
ぐ
る
語
り
に
あ
る
。

「
蝎
ぼ
し
が
向
ふ
を
這
っ
て
ゐ
ま
す
ね
。
あ
の
赤
い
大
き
な
や
つ
を
昔
は
支

那
で
は
火く
わ
と
云
っ
た
ん
で
す
よ
。」

こ
こ
で
は
、
賢
治
が
好
ん
だ
蠍
座
の
一
等
星
、
赤
く
輝
く
ア
ン
タ
レ
ス
を
、

日
本
で
は
「
蝎
ぼ
し
」、
古
代
中
国
で
は
「
火
」
と
呼
ぶ
と
説
明
さ
れ
る
。

つ
ま
り
同
一
対
象
を
異
な
る
視
座
か
ら
み
る
と
、
表
現
が
変
わ
る
こ
と
を
暗

示
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
ア
ン
タ
レ
ス
が
「
火
星
に
対
抗
す
る
も
の
」
と
い
う
意
味
を
も

つ
こ
と
を
伏
線
に
し
て
、
賢
治
は
、
火
星
へ
と
話
題
を
つ
な
ぎ
、
こ
の
視
座

転
換
と
い
う
主
題
を
強
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
火
星
と
は
ち
が
ひ
ま
す
よ
。
火
星
は
惑
星
で
す
ね
、
と
こ
ろ
が
あ
い
つ
は

立
派
な
恒
星
な
ん
で
す
。」

こ
の
狐
の
説
明
で
提
示
さ
れ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
一
般
的
に
同
じ
「
星
」

と
し
て
見
て
い
る
も
の
に
も
、「
恒
星
」
と
「
惑
星
」
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
、

や
は
り
「
星
」
と
い
う
同
じ
土
俵
に
載
っ
た
対
比
で
あ
る
。
こ
れ
が
視
座
転

換
と
関
連
す
る
こ
と
は
、
次
の
狐
の
補
足
説
明
で
決
定
的
に
な
る
。

「
惑
星
と
い
ふ
の
は
で
す
ね
、
自
分
で
光
ら
な
い
や
つ
で
す
。
つ
ま
り
ほ
か

か
ら
光
を
受
け
て
や
っ
と
光
る
や
う
に
見
え
る
ん
で
す
。
恒
星
の
方
は
自
分

で
光
る
や
つ
な
ん
で
す
。
お
日
さ
ま
な
ん
か
は
勿
論
恒
星
で
す
ね
。
あ
ん
な

に
大
き
く
て
ま
ぶ
し
い
ん
で
す
が
も
し
途
方
も
な
い
遠
く
か
ら
見
た
ら
や
っ

ぱ
り
小
さ
な
星
に
見
え
る
ん
で
せ
う
ね
。」

同
じ
お
日
さ
ま
で
も
、
遠
く
か
ら
見
た
場
合
と
近
く
か
ら
見
た
場
合
と
で
は

大
き
さ
が
異
な
る
と
い
う
、
ま
さ
に
「
視
座
転
換
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
狐

は
語
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
「
光
」
と
い
う
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
を
浮
か
び

あ
が
ら
せ
る
。
す
な
わ
ち
「
光
を
発
す
る
も
の
」
と
「
光
を
受
け
る
も
の
」

と
い
う
視
座
転
換
で
あ
る
。

　
さ
て
、こ
こ
で
、賢
治
は
、光
と
色
だ
け
で
な
く
「
見
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、

極
め
て
入
念
な
主
題
動
機
労
作
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
続
く

会
話
を
詳
し
く
見
て
ゆ
こ
う
。
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あ
っ
た
よ
う
に
、
太
陽
も
視
座
転
換
に
よ
っ
て
、
大
き
く
も
小
さ
く
も
「
見

え
る
」
と
い
う
提
示
は
、
こ
の
後
の
会
話
に
出
て
く
る
「
望
遠
鏡
」
と
「
顕

微
鏡
」
と
い
う
ア
イ
テ
ム
と
明
確
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
。
望
遠
鏡
は
ま

さ
に
上
を
向
い
て
、
星
す
な
わ
ち
天
体
を
「
見
る
」
た
め
の
も
の
で
あ
り
、

一
方
、
顕
微
鏡
は
、
ま
さ
に
下
を
向
い
て
微
小
な
も
の
に
光
を
当
て
て
「
見

る
」
道
具
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
間
に
は
、
両
者
と
も
に
曖
昧
な
「
ぼ
ん
や
り

し
た
」見
え
に
く
い
も
の
を
拡
大
し
て
見
え
や
す
く
す
る
機
能
を
も
つ「
鏡
」

で
あ
る
と
い
う
共
通
点
と
、
上
向
ヴ
ェ
ク
ト
ル
と
下
向
ヴ
ェ
ク
ト
ル
と
い
う

対
比
が
存
し
て
い
る
。

　
こ
の
上
向
ヴ
ェ
ク
ト
ル
と
下
向
ヴ
ェ
ク
ト
ル
は
、
色
を
介
し
て
、
明
確
に

土
神
と
き
つ
ね
に
対
応
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
樺
の
木
と
狐
の
間
で
星

の
色
を
め
ぐ
る
会
話
が
配
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
あ
と
、
土
神
が
登
場
す
る

と
、
や
は
り
同
じ
く
色
に
つ
い
て
の
会
話
が
配
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
た
と
へ
ば
だ
ね
、
草
と
い
ふ
も
の
は
黒
い
土
か
ら
出
る
の
だ
が
な
ぜ
か
う

青
い
も
ん
だ
ら
う
。黄
や
白
の
花
さ
へ
咲
く
ん
だ
。ど
う
も
わ
か
ら
ん
ね
え
。」

「
そ
れ
は
草
の
種
子
が
青
や
白
を
も
っ
て
ゐ
る
た
め
で
は
な
い
で
ご
ざ
い
ま

せ
う
か
。」

「
さ
う
だ
。
ま
あ
さ
う
云
へ
ば
さ
う
だ
が
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
わ
か
ら
ん
な
。

た
と
へ
ば
秋
の
き
の
こ
の
や
う
な
も
の
は
種
子
も
な
し
全
く
土
の
中
か
ら
ば

か
り
出
て
行
く
も
ん
だ
、
そ
れ
に
も
や
っ
ぱ
り
赤
や
黄
い
ろ
や
い
ろ
い
ろ
あ

る
、
わ
か
ら
ん
ね
え
。」

「
狐
さ
ん
に
で
も
聞
い
て
見
ま
し
た
ら
い
か
ゞ
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。」

狐
は
、ツ
ァ
イ
ス
の
望
遠
鏡
を
め
ぐ
る
会
話
の
「
後
」
で
、「
あ
ゝ
僕
は
た
っ

た
一
人
の
お
友
達
に
ま
た
つ
い
偽
を
云
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
反
省
す
る
が
、

土
神
は
会
話
の
「
始
ま
り
」
に
「
わ
し
は
ね
、
ど
う
も
考
へ
て
見
る
と
わ

「
お
星
さ
ま
に
は
ど
う
し
て
あ
ゝ
赤
い
の
や
黄
の
や
緑
の
や
あ
る
ん
で
せ
う

ね
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
狐
は
、

「
星
に
橙
や
青
や
い
ろ
い
ろ
あ
る
訳
で
す
か
。
そ
れ
は
斯
う
で
す
。
全
体

星
と
い
ふ
も
の
は
は
じ
め
は
ぼ
ん
や
り
し
た
雲
の
や
う
な
も
ん
だ
っ
た
ん

で
す
。
い
ま
の
空
に
も
沢
山
あ
り
ま
す
。
た
と
へ
ば
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
に
も

オ
リ
オ
ン
に
も
猟
犬
座
に
も
み
ん
な
あ
り
ま
す
。
猟
犬
座
の
は
渦
巻
き
で

す
。
そ
れ
か
ら
環リ
ン
グ
ネ
ビ
ュ
ラ

状
星
雲
と
い
ふ
の
も
あ
り
ま
す
。
魚
の
口
の
形
で
す
か
ら

魚フ
ィ
ッ
シ
ュ
マ
ウ
ス
ネ
ビ
ュ
ラ

口
星
雲
と
も
云
ひ
ま
す
ね
。
そ
ん
な
の
が
今
の
空
に
も
沢
山
あ
る
ん

で
す
。」

と
か
た
（
語・騙
）
り
、ま
さ
に
「
ぼ
ん
や
り
し
た
雲
」
の
よ
う
に
煙
に
捲
く
。

そ
れ
が
、
そ
の
前
の
狐
の
「
応
揚
に
笑
」
う
と
い
う
動
作
や
、
詩
集
が
ぶ
ら

ぶ
ら
揺
れ
る
と
い
う
不
安
定
さ
・
曖
昧
さ
を
象
徴
す
る
形
容
と
呼
応
し
て
い

る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
続
い
て
賢
治
は
「
見
る
」
と
い
う
動
詞
を
畳
み

か
け
る
。
す
な
わ
ち
、

「
ま
あ
、
あ
た
し
い
つ
か
見
た
い
わ
。
魚
の
口
の
形
の
星
だ
な
ん
て
ま
あ
ど

ん
な
に
立
派
で
せ
う
。」

「
そ
れ
は
立
派
で
す
よ
。
僕
水
沢
の
天
文
台
で
見
ま
し
た
が
ね
、」

「
ま
あ
、
あ
た
し
も
見
た
い
わ
。」

「
見
せ
て
あ
げ
ま
せ
う
。
僕
実
は
望
遠
鏡
を
独
乙
の
ツ
ァ
イ
ス
に
注
文
し
て

あ
る
ん
で
す
。
来
年
の
春
ま
で
に
は
来
ま
す
か
ら
来
た
ら
す
ぐ
見
せ
て
あ
げ

ま
せ
う
。」

こ
の
よ
う
に
執
拗
な
ま
で
に
配
さ
れ
た
「
見
る
」
と
い
う
動
詞
は
、「
望
遠

鏡
」
と
い
う
「
見
る
」
道
具
へ
の
伏
線
を
張
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の
会
話
に
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か
ら
ん
こ
と
が
沢
山
あ
る
、
な
か
な
か
わ
か
ら
ん
こ
と
が
多
い
も
ん
だ
ね
」

と
自
分
が
無
知
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
切
り
出
す
。
こ
の
対
比
は
そ
の
ま
ま
、

（
一
）
の
最
後
の
文
「
た
ゞ
も
し
よ
く
よ
く
こ
の
二
人
を
く
ら
べ
て
見
た
ら

土
神
の
方
は
正
直
で
狐
は
少
し
不
正
直
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う

対
比
表
現
と
呼
応
す
る
。
こ
こ
で
の
狐
は
「
あ
ゝ
僕
は
ほ
ん
た
う
に
だ
め

な
や
つ
だ
。
け
れ
ど
も
決
し
て
悪
い
気
で
云
っ
た
ん
ぢ
ゃ
な
い
。
よ
ろ
こ

ば
せ
や
う
と
思
っ
て
云
っ
た
ん
だ
。
あ
と
で
す
っ
か
り
本
統
の
こ
と
を
云
っ

て
し
ま
は
う
」
と
反
省
し
て
い
る
よ
う
に
、
狡
猾
と
い
う
典
型
的
な
「
否
定

的
狐
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
に
は
属
し
て
い
な
い
。
ま
た
、「
神
の
分
際
」
で
あ

る
土
神
が
木
樵
へ
の
い
じ
め
に
つ
い
て
同
じ
く
反
省
す
る
こ
と
、
そ
し
て

一
見
知
識
が
あ
り
そ
う
な
「
畜
生
の
分
際
」
で
あ
る
狐
に
嫉
妬
す
る
こ
と
、

同
じ
く
狐
も
土
神
に
対
し
て
「
嫉
ま
し
さ
」
を
感
じ
顔
色
を
変
え
る
こ
と
に

も
注
意
し
て
お
こ
う
。

　

両
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
樺
の
木
を
相
手
に
「
色
」
を
め
ぐ
る
会
話
を
す
る
。

そ
の
際
、
狐
は
天
体
、
土
神
は
土
を
話
題
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
そ

の
ま
ま
、
天

↔

地
の
対
比
、
そ
し
て
天
動
説

↔

地
動
説
の
よ
う
な
視
座
転
換

可
能
な
対
立
項
で
あ
る
と
同
時
に
、
両
者
が
同
じ
心
性
を
共
有
す
る
存
在
で

も
あ
る
こ
と
も
暗
示
し
て
い
る
。
土
神
の
眼
の
色
が
赤

↔

黒
と
土
神
の
気
持

ち
の
変
化
に
応
じ
て
交
替
す
る
こ
と
は
前
掲
の
通
り
だ
が
、
土
神
の
眼
の
色

で
あ
る
「
赤
」
は
、
土
神
の
住
ん
で
い
る
湿
地
の
鉄
の
渋
の
色
で
も
あ
る
と

同
時
に
、
天
の
「
赤
眼
の
さ
そ
り
」
の
色
で
も
あ
り
、
狐
の
靴
や
穴
の
土
の

色
で
も
あ
る
。
一
方
、
土
神
の
痩
せ
た
脚
や
爪
の
色
で
あ
り
、
威
嚇
的
な
そ

の
影
の
色
で
あ
る
「
黒
」
は
、心
穏
や
か
な
時
の
眼
の
色
で
あ
る
と
同
時
に
、

肩
を
い
か
ら
せ
て
歩
く
狐
を
見
て
「
む
ら
む
ら
っ
と
怒
り
」
を
覚
え
た
と
き

に
変
わ
る
顔
の
色
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
な
る
「
赤
」
対
「
黒
」
と
い
う

二
項
対
立
だ
け
で
な
く
、「
赤
」「
黒
」
そ
れ
ぞ
れ
に
、
視
座
転
換
が
可
能
で

あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
朝
日
の
光
を
受
け
て

土
神
が
初
め
て
登
場
す
る
「
溶
け
た
銅
の
汁
を
か
ら
だ
中
に
被
っ
た
や
う
」

と
い
う
形
容
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
銅
」
は
、
狐
が
初
め
て
登
場
す
る

時
形
容
さ
れ
た
（
つ
ま
り
毛
皮
の
）
色
、狐
が
死
ん
だ
時
に
着
て
い
る
「
レ
ー

ン
コ
ー
ト
」の
色
、そ
し
て
か
も
が
や
の
穂
の
色
で
あ
る「
茶
色
」に
通
ず
る
。

つ
ま
り
土
神
と
狐
の
間
の
諍
い
が
ま
だ
生
起
し
て
い
な
い
最
初
の
段
階
で

は
。
茶
色
・
銅
と
い
っ
た
色
を
め
ぐ
る
形
容
は
、
そ
の
赤
黒
さ
が
象
徴
す
る

よ
う
に
、
土
神
と
狐
が
同
根
で
あ
る
こ
と
も
暗
示
し
て
い
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、星
（
恒
星
・惑
星
）、鏡
（
顕
微
鏡
、望
遠
鏡
）、色
（
赤
、

黒
ほ
か
）、
等
々
が
、
基
本
的
に
「
み
る
（
見
る
・
観
る
・
視
る
）」
こ
と
を

中
心
に
、
意
図
的
に
布
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
（
念
の
た

め
確
認
し
て
お
け
ば
、「
光
」
が
な
け
れ
ば
観
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

事
実
も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
）。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
連
関
は
こ
こ
に

留
ま
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
、
さ
ら
に
別
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル
の
布
置
と
ど
の
よ
う
に
関
連
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
次
章

で
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
三
　「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
的
視
座
転
換

　
　
　
　
　
　
― 

古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
か
ら
近
代
美
学
へ 

―

　
〈
土
神
と
き
つ
ね
〉
の
テ
ク
ス
ト
中
、
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
文
に
以

下
の
文
が
あ
る
。

　
土
神
は
ま
る
で
そ
こ
ら
中
の
草
が
ま
っ
白
な
火
に
な
っ
て
燃
え
て
ゐ
る
や

う
に
思
ひ
ま
し
た
。
青
く
光
っ
て
ゐ
た
そ
ら
さ
へ
俄
か
に
ガ
ラ
ン
と
ま
っ
暗

な
穴
に
な
っ
て
そ
の
底
で
は
赤
い
焔
が
ど
う
ど
う
音
を
立
て
ゝ
燃
え
る
と

思
っ
た
の
で
す
。

82

七



 木　村　直　弘

語
で
書
か
れ
て
い
る
と
し
て
、「
観
察
～
仮
説
～
数
式
化
～
実
験
～
法
則
化
」

と
い
っ
た
自
然
科
学
的
探
求
方
法
を
創
始
し
た
人
物
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
経
験
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
世
界
と
し
て
の
イ
デ

ア
界
の
否
定
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
実
は
、
前
章
で
分
析
し
た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
群
は
、
こ
う
し
た
イ
デ
ア
論
を

含
む「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
」と
暗
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
作
品
中
、
狐
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
た
「（
近
代
）
美
学
」
へ
の
対
立
項

と
し
て
置
か
れ
た
「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
」
へ
の
連
想
装
置
が
暗
示
的
に
作

用
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
成
立
す
る
二
項
対
立
図
式
は
、
こ
の
作
品
を
底

流
す
る
「
視
座
転
換
」
の
最
も
大
き
な
を
流
れ
を
形
成
し
て
い
る
。
以
下
、

そ
の
流
れ
を
検
証
し
て
い
こ
う
。

　（
一
）
イ
デ
ア
論
と
の
関
連

　
賢
治
の
初
期
童
話
〈
床
屋
〉
の
最
後
の
部
分
に

「
イ
デ
ア
界
だ
。
き
っ
と
こ
っ
ち
へ
も
だ
ん
だ
ん
来
る
よ
。」

「
イ
デ
ア
界
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
界
で
す
か
。
い
や
。
ア
ッ
ハ
ッ
ハ
。」

と
い
う
箇
所
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
短
編
の
タ
イ
ト
ル
が
最
初
は
〈
床
屋
の
弟

子
と
イ
デ
ア
界
〉
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
賢
治
が
プ
ラ

ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
知
っ
て
い
た
の
は
確
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
設
定
は
、

床
屋
の
鏡
の
前
に
座
り
、
床
屋
の
弟
子
に
散
髪
を
し
て
も
ら
う
客
の
対
話

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
書
物
の
ほ
と
ん
ど
が
対
話
篇
で
あ
る

こ
と
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
新
し
い
髭
の
型
は
ど
こ

で
流
行
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
床
屋
の
弟
子
の
問
い
に
対
し
て
、
客
が
「
イ

デ
ア
界
だ
」
と
答
え
る
と
、そ
こ
に
「
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
界
で
す
か
」
と
、

本
来
は
そ
う
し
た
学
問
的
知
識
な
ど
と
は
無
縁
そ
う
に
見
え
る
床
屋
の
弟

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
天
に
あ
る
「
そ
ら
」
か
ら
地
に
あ
る
「
穴
」
へ
の

転
換
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
用
意
周
到
に
、
青
が
媒
介
項
と
な
っ
て
空
と
結

ば
れ
る
草
が
「
火
」
に
な
っ
て
燃
え
、
ま
た
土
の
穴
の
底
で
も
「
赤
い
焔
」

が
燃
え
て
い
る
と
い
う
共
通
項
の
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
天
地
の

逆
転
を
も
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
文
の
少
し
前
に
は
、「
心
持
ち
が
軽
く
な
っ

た
」
土
神
が

「
天
道
と
い
ふ
も
の
は
あ
り
が
た
い
も
ん
だ
。
春
は
赤
く
夏
は
白
く
秋
は
黄

い
ろ
く
、
秋
が
黄
い
ろ
に
な
る
と
葡
萄
は
紫
に
な
る
。
実
に
あ
り
が
た
い
も

ん
だ
。」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
太
陽
す
な
わ
ち
昼
と
関
連
付
け
ら
れ
て

い
た
そ
の
立
場
が
怒
り
を
き
っ
か
け
に
、
星
す
な
わ
ち
夜
と
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
た
狐
の
立
場
へ
と
逆
転
さ
せ
ら
れ
る
。
実
は
、
こ
う
し
た
大
胆
な

視
座
転
換
は
、「
美
学
の
本
だ
の
望
遠
鏡
だ
の
」
と
偶
然
列
挙
さ
れ
た
か
の

よ
う
に
み
え
る
「
美
学
（
の
本
）」
と
「
望
遠
鏡
」
と
密
接
に
関
係
し
て
い

る
。「
望
遠
鏡
」
と
は
、
鏡
に
よ
る
光
の
反
射
を
利
用
し
て
天
体
観
測
な
ど

「
見
る
」
た
め
に
覗
く
も
の
で
あ
り
、
上
向
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
有
す
る
。
前
出・

ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
の
同
時
代
人
で
、「
天
文
学
の
父
」
と
さ
れ
る

ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
（
一
五
六
四
～
一
六
四
二
）
は
、
一
六
〇
九
年
自

作
の
望
遠
鏡
で
天
体
観
測
を
開
始
、
木
星
の
衛
星
や
、
天
の
川
＝
銀
河
が

無
数
の
恒
星
の
集
合
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
そ
の
観
察
結
果
に
基
づ
き
、

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
地
動
説
支
持
を
公
言
す
る
よ
う
に
な
る
。
宇
宙
が
完
全
不

変
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
よ
り
中
世
ま
で
受
け
継
が
れ

た
宇
宙
観
で
あ
る
天
動
説
か
ら
地
動
説
へ
の
視
座
転
換
を
媒
介
し
た
の
が
、

こ
の「
望
遠
鏡
」に
よ
る
天
体
観
察
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た「
近
代
科
学
の
父
」

と
も
目
さ
れ
る
ガ
リ
レ
オ
は
、
宇
宙
と
い
う
偉
大
な
書
物
は
数
学
と
い
う
言
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子
か
ら
返
事
が
来
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
対
話
は
、
人
は
見
か
け
（「
疲
れ
と

睡
気
」）
や
社
会
的
ス
テ
イ
タ
ス
（「
床
屋
の
弟
子
」）
に
よ
ら
な
い
こ
と
を

暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、そ
の
意
味
は
、最
後
の
文
「
ア
ツ
ハ
ッ
ハ
。
君
。

ど
う
せ
顔
な
ん
か
大
体
で
い
ゝ
よ
」
で
強
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
僕
の
ひ
げ

は
物
に
な
る
だ
ら
う
か
」
と
見
か
け
に
拘
っ
て
い
た
客
が
、
こ
の
床
屋
の
弟

子
の
返
答
を
聞
い
て
、
見
か
け
な
ど
ど
う
で
も
い
い
と
考
え
を
変
え
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
イ
デ
ア
」
が
「
見
る
」
を
意
味
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ャ

語
の
動
詞
「idein
」
に
由
来
し
「
見
ら
れ
る
も
の
」
と
い
う
意
味
を
も
つ

語
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
こ
う
。

　

さ
ら
に
、
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、「
九
時
過
ぎ
た
の
で
、
床
屋

の
弟
子
の
微
か
な
疲
れ
と
睡
気
が
ふ
っ
と
青
白
く
鏡
に
か
ゝ
り
、
室
は
な
ん

だ
か
が
ら
ん
と
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
冒
頭
文
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
客
は
鏡
に

向
か
っ
て
座
り
、
床
屋
の
弟
子
は
そ
の
背
後
に
い
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が

床
屋
に
行
け
ば
自
明
の
設
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
一
つ
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
客
も
床
屋
の
弟
子
も
同
一
方
向
、
す
な
わ
ち
鏡
へ
視

線
を
向
け
て
い
て
振
り
返
る
こ
と
は
な
く
、
が
ら
ん
と
し
た
「
室
」
に
い
る

と
い
う
描
写
は
、
ま
さ
に
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
『
国
家 Politeia

』
第
七
巻

に
あ
る
、
有
名
な
「
洞
窟
の
比
喩
」
を
想
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
そ
も

そ
も
床
屋
の
空
間
に
「
室
」
と
い
う
語
を
（
敢
え
て
「
へ
や
」
と
読
ま
せ
て
）

用
い
た
の
も
賢
治
の
戦
略
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
室
」
は
、
山
腹
な
ど
に

掘
っ
て
作
っ
た
岩
屋
な
ど「
洞
窟
」に
通
ず
る
意
味
も
持
つ
。
そ
し
て
、「
鏡
」

と
は
、「
反
転
し
た
像
」
を
表
示
す
る
装
置
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
視
座
転
換
」

を
示
唆
す
る
重
要
な
意
味
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、「
洞
窟
の
比
喩
」
に
よ
っ
て
プ
ラ
ト
ン
が
示
そ
う
と
し
た
の
は
、「
視

覚
を
通
し
て
現
わ
れ
る
領
域
と
い
う
の
は
、
囚
人
の
住
い
に
比
す
べ
き
も
の

で
あ
り
、
そ
の
住
い
の
な
か
に
あ
る
火
の
光
は
、
太
陽
の
機
能
に
比
す
べ
き

も
の
で
あ
る
」
こ
と
、
そ
し
て
「
上
へ
登
っ
て
行
っ
て
上
方
の
事
物
を
観
る

こ
と
は
、
魂
が
〈
思
惟
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
世
界
〉
へ
と
上
昇
し
て
行
く

こ
と
で
あ
る
」（517b

）

 

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
地
下

に
あ
る
洞
窟
状
の
住
い
の
中
で
洞
窟
の
壁
に
向
か
っ
て
縛
ら
れ
た
存
在
で
、

前
以
外
の
方
向
を
向
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
の
は
る
か
上
方
に
あ
る
洞

窟
の
入
り
口
の
ほ
う
で
は
、
火
が
燃
え
て
い
て
、
そ
の
光
が
人
間
を
後
ろ

か
ら
照
ら
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
人
間
が
常
に
見
て
い
る
も
の
は
「
自
分

た
ち
の
正
面
に
あ
る
洞
窟
の
一
部
に
火
の
光
で
投
影
さ
れ
る
影0

」（515a

）

の
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
在
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
火
に
よ
っ
て
投

影
さ
れ
た
影
は
当
然
ゆ
ら
め
く
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
は
そ
れ
を

真
実
と
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
、そ
う
し
た
人
間
に
「
上
方
の
世
界
の
事
物
」

を
見
さ
せ
る
た
め
に
は
、
換
言
す
れ
ば
、
人
間
を
「
こ
う
し
た
束
縛
か
ら
解

放
さ
れ
、
無
知
を
癒
さ
れ
る
」（515c

）
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
強
制
的

に
背
後
、
す
な
わ
ち
上
方
の
光
り
の
あ
る
方
へ
向
き
を
変
え
さ
せ
、
最
終
的

に
洞
窟
の
外
の
太
陽
光
の
降
り
そ
そ
ぐ
世
界
へ
と
引
き
ず
り
出
さ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
際
、当
然
明
る
さ
に
慣
れ
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、

最
初
に
影
、
次
に
、
水
に
映
る
映
像
、
そ
れ
か
ら
映
っ
て
い
る
実
物
、
次
に
、

天
空
に
あ
る
も
の
、
ま
ず
夜
に
星
や
月
の
光
を
見
、
最
終
的
に
昼
間
に
太
陽

と
そ
の
光
を
見
る
と
い
う
段
階
を
ふ
む
。
そ
し
て
最
終
的
に
、「
こ
の
太
陽

こ
そ
は
、
四
季
と
年
々
の
移
り
行
き
を
も
た
ら
す
も
の
、
目
に
見
え
る
い
っ

さ
い
を
管
轄
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
自
分
た
ち
が
地
下
で
見
て
い
た
す
べ

て
の
も
の
に
対
し
て
も
、
あ
る
仕
方
で
そ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
な
の

だ
」（516b-c

）
と
い
う
こ
と
を
人
間
は
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
、プ
ラ
ト
ン
は『
国
家
』第
六
巻
で
記
さ
れ
た「
太
陽
の
比
喩
」で
、

「
見
る
も
の
」
と
「
見
ら
れ
る
も
の
」、
す
な
わ
ち
視
覚
の
主
体
と
そ
の
対
象

が
あ
っ
た
だ
け
で
は
「
見
え
」
ず
、そ
こ
に
は
「
第
三
の
種
族
」
で
あ
る
「
光
」

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
世
に
は
、
多
く
の
美
し
い
も
の
、

善
い
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
の
「
単
一
の
相
に
応
じ
て
た
だ
一
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つ
だ
け
実
相
（
イ
デ
ア
）
が
あ
る
」
と
定
め
ら
れ
、「
一
方
の
も
の
は
見
ら

れ
る
け
れ
ど
も
、
思
惟
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
他
方
、
実
相
（
イ

デ
ア
）
は
思
惟
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
見
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」

（507b
）。
こ
こ
で
は
、
光
＝
太
陽
が
善
の
イ
デ
ア
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
イ
デ
ア
論
と
〈
土
神
と
き
つ
ね
〉
は
ど
の
よ
う
に
重
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
賢
治
の
複
眼
的
＝
両
義
的
思
考
を
め
ぐ
る
主

題
動
機
労
作
は
徹
底
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
晩
に
星
を
語
る
狐
、
太

陽
光
を
浴
び
て
登
場
す
る
土
神
と
い
う
二
項
対
立
的
設
定
は
、「
洞
窟
の
比

喩
」
的
に
み
れ
ば
、（
望
遠
鏡
を
用
い
て
天
体
を
観
測
す
る
存
在
で
あ
る
と

言
う
意
味
含
め
て
）
ま
だ
太
陽
光
を
直
接
見
ら
れ
な
い
、
換
言
す
れ
ば
真
実

在
を
知
ら
な
い
存
在
と
し
て
の
狐
と
、
も
は
や
「
朝
日
を
い
っ
ぱ
い
に
浴
び

て
」
登
場
し
、
陽
光
も
ま
ぶ
し
く
な
い
土
神
と
い
う
対
比
に
も
通
ず
る
。
ま

さ
に
「
た
ゞ
も
し
よ
く
よ
く
こ
の
二
人
を
く
ら
べ
て
見
た
ら
土
神
の
方
は
正

直
で
狐
は
少
し
不
正
直
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
文
は
、両
者
の
、

善
の
イ
デ
ア
に
比
せ
ら
れ
る
太
陽
へ
の
距
離
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

衒
学
的
で
あ
る
狐
に
対
し
て
、「
わ
か
ら
ん
こ
と
が
多
い
」
と
自
ら
の
無
知

を
正
直
に
告
白
す
る
土
神
と
い
う
対
比
と
も
呼
応
す
る
。
ガ
リ
レ
オ
に
通
ず

る
「
望
遠
鏡
」
を
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
と
し
て
も
つ
狐
は
、
科
学
的
に
真
実
を

探
求
し
よ
う
と
す
る
、
上
向
ヴ
ェ
ク
ト
ル
的
存
在
で
あ
り
、
一
方
、「
神
の

分
際
」
で
あ
る
自
分
に
対
し
て
「
畜
生
の
分
際
」
で
あ
る
狐
を
蔑
も
う
と
す

る
上
か
ら
目
線
の
土
神
は
、
下
向
ヴ
ェ
ク
ト
ル
的
存
在
で
あ
る
。
イ
デ
ア
界

の
存
在
を
否
定
し
か
ね
な
い
狐
に
つ
い
て
は
、
望
遠
鏡
だ
け
で
な
く
、
ハ
イ

ネ
の
詩
集
、
美
学
の
本
、
顕
微
鏡
、
ロ
ン
ド
ン
タ
イ
ム
ス
、
大
理
石
の
シ
ィ

ザ
ア
と
い
っ
た
ア
イ
テ
ム
が
配
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
現
実
の
観
察

か
ら
帰
納
的
に
法
則
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
思
考
の
象
徴
で
あ
る
。
一
方
、

中
世
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
神
の
中
に
イ
デ
ア
を
取
り
込
ん
だ
よ
う
に
、
神
＝

イ
デ
ア
と
い
う
ス
テ
イ
タ
ス
の
み
に
頼
る
し
か
な
い
土
神
は
、
ま
さ
に
演
繹

的
思
考
の
象
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
両
者
に
は
共
通
点
も

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
土
神
は
陽
光
を
浴
び
る
存
在
＝
「
惑
星
」
で
あ
っ
て
、

発
す
る
存
在
＝
「
恒
星
」
で
は
な
い
。
ま
た
、
草
花
の
色
に
つ
い
て
知
的
に

考
え
よ
う
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
知
的
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
狐
へ
の
羨
望
も

感
じ
て
し
ま
う
土
神
の
描
写
は
、知
的
好
奇
心
と
い
う
意
味
で
は
「
愛
知
者
」

＝
哲
学
者
と
し
て
、
天
上
の
イ
デ
ア
を
希
求
す
る
存
在
と
い
う
意
味
で
上
向

ヴ
ェ
ク
ト
ル
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
「
洞
窟
の
比
喩
」
と
の
関
連
で
決
定
的
な
の
が
、
最
後
の
場
面
で

あ
る
。
土
神
が
、狐
を
踏
み
つ
け
て
殺
し
た
後
、飛
び
こ
ん
で
い
く
の
は
、「
狐

の
穴
」
で
あ
り
、
そ
の
「
中
は
が
ら
ん
と
し
て
暗
く
た
ゞ
赤
土
が
奇
麗
に
堅

め
ら
れ
て
ゐ
る
ば
か
り
」
で
あ
る
。
こ
の
「
穴
」
と
は
ま
さ
に
プ
ラ
ト
ン
が

記
し
た
、
人
間
が
束
縛
さ
れ
て
一
方
向
し
か
見
ら
れ
な
い
、
換
言
す
れ
ば
前

出
の
「
固
定
し
た
思
考
の
枠
組
み
」
し
か
存
在
し
な
い
「
洞
窟
」
の
謂
で
あ

る
。
そ
れ
は
火
に
よ
っ
て
薄
暗
く
照
ら
さ
れ
た
洞
窟
を
象
徴
す
る
「
赤
土
」

と
い
う
語
、そ
し
て
、前
出
〈
床
屋
〉
で
の
「
な
ん
だ
か
が
ら
ん
と
し
て
ゐ
る
」

と
い
う
「
室
」
の
描
写
と
直
接
対
応
す
る
「
中
は
が
ら
ん
と
し
て
」
と
い
う

表
現
に
よ
っ
て
、ま
さ
に
「
洞
窟
の
比
喩
」
と
の
連
関
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
「
が
ら
ん
」
は
、先
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
文
と
し
て
引
用
し
た
、

「
青
く
光
っ
て
ゐ
た
そ
ら
さ
へ
俄
か
に
ガ
ラ
ン
と
ま
っ
暗
な
穴
に
な
っ
て
そ

の
底
で
は
赤
い
焔
が
ど
う
ど
う
音
を
立
て
ゝ
燃
え
る
と
思
っ
た
の
で
す
」
と

い
う
文
中
に
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
配
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
こ
の
〈
底
に

火
が
燃
え
て
い
る
ま
っ
暗
な
穴
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
相
俟
っ
て
、
こ
の

連
関
を
補
強
す
る
。
研
究
室
兼
書
斎
で
あ
る
は
ず
の
狐
の
住
ま
い
に
、
前
掲

の
ア
イ
テ
ム
群
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
幻
影
」
で
あ

り
、狐
が
説
明
し
た
「
蝎
ぼ
し
」
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、照
ら
す
べ
き
「
火
」

が
な
け
れ
ば
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
土
神
は
、「
大
き
く
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口
を
ま
げ
て
あ
け
な
が
ら
少
し
変
な
気
が
し
て
外
へ
出
て
来
」
る
が
、「
狐

の
穴
の
中
」
と
呼
応
す
る
「
レ
ー
ン
コ
ー
ト
の
か
く
し
の
中
」
を
再
び
探
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
「
茶
い
ろ
な
か
も
が
や
の
穂
二
本
」
を
見
出
す
。

こ
の
二
本
と
は
、
ま
さ
に
狐
の
「
影
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
ら
も
背
後
の

火
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
前
し
か
向
い
て
い
な
い
土
神
自
身
の「
影
」で
あ
る
。

狐
の
穴
は
土
神
の
「
大
き
な
口
」
に
、そ
し
て
「
大
き
な
口
」
は
「
大
泣
き
」

へ
と
リ
ン
ク
さ
れ
る
。
な
ぜ
土
神
は
大
泣
き
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、「
神
の

分
際
」
と
し
て
太
陽
の
よ
う
に
背
後
か
ら
照
ら
し
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い

存
在
が
、
狐
同
様
照
ら
さ
れ
る
存
在
へ
と
堕
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
逆
に
、
穴

の
外
の
狐
の
骸
か
ら
笑
わ
れ
る
視
線
に
照
ら
さ
れ
る
存
在
へ
と
転
化
し
た

こ
と
を
自
覚
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
結
末
は
、
す
で

に
（
四
）
最
後
で
、
土
神
が
「
泣
い
て
泣
い
て
」
疲
れ
て
ぼ
ん
や
り
し
な
が

ら
戻
る
自
分
の
住
ま
い「
祠
」が
、ま
さ
に「
穴
」状
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、

狐
の
住
ま
い
と
通
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
到
に
準
備
さ
れ
て
い
た
。

　（
二
）
ハ
ル
モ
ニ
ア
論
と
の
関
連

　

賢
治
が
配
し
た
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
を
連
想
さ
せ
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル

は
、
イ
デ
ア
論
だ
け
で
は
な
い
。〈
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
〉
の
終
り
近

く
に
、
以
下
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

『
波
が
や
ん
だ
せ
い
で
せ
う
か
し
ら
。
何
か
音
が
し
て
ゐ
ま
す
わ
。』

『
ど
ん
な
音
。』

『
そ
ら
、
夢
の
水
車
の
軋
り
の
や
う
な
音
。』

『
あ
ゝ
さ
う
だ
。
あ
の
音
だ
。
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
天
球
運
行
の
諧
音
で
す
。』

『
あ
ら
、
な
ん
だ
か
ま
わ
り
が
ぼ
ん
や
り
青
白
く
な
つ
て
来
ま
し
た
わ
。』

『
夜
が
明
け
る
の
で
せ
う
か
。
い
や
は
て
な
。
お
ゝ
立
派
だ
。
あ
な
た
の
顔

が
は
つ
き
り
見
え
る
。』

『
あ
な
た
も
よ
。』

『
え
ゝ
、
た
う
た
う
、
僕
た
ち
二
人
き
り
で
す
ね
。』

『
ま
あ
、
青
じ
ろ
い
火
が
燃
え
て
ま
す
わ
。
ま
あ
地
面
も
海
も
。
け
ど
熱
く

な
い
わ
。』

『
こ
ゝ
は
空
で
す
よ
。
こ
れ
は
星
の
中
の
霧
の
火
で
す
よ
。
僕
た
ち
の
ね
が

ひ
が
叶
つ
た
ん
で
す
。
あ
ゝ
、
さ
ん
た
ま
り
や
。』

『
あ
ゝ
。』

『
地
球
は
遠
い
で
す
ね
。』

『
え
ゝ
。』

『
地
球
は
ど
つ
ち
の
方
で
せ
う
。
あ
た
り
い
ち
め
ん
の
星
ど
こ
が
ど
こ
か
も

う
わ
か
ら
な
い
。
あ
の
僕
の
ブ
ツ
キ
リ
コ
は
ど
う
し
た
ら
う
。
あ
い
つ
は
本

た
う
は
か
あ
い
さ
う
で
す
ね
。』

鉄
道
本
線
の
シ
グ
ナ
ル
柱
で
あ
る
シ
グ
ナ
ル
と
軽
便
鉄
道
の
シ
グ
ナ
ル
柱

で
あ
る
シ
グ
ナ
レ
ス
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
と
も
に
天
へ
と
向
か
っ
て
伸

び
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
上
向
ヴ
ェ
ク
ト
ル
と
し
て
運
動
の
方
向
が
垂
直

に
固
定
さ
れ
て
お
り
、
円
柱
状
で
あ
る
と
い
う
点
で
望
遠
鏡
と
も
繋
が
る
。

両
者
は
天
上
に
あ
る「
青
い
小
さ
な
小
さ
な
火
」「
青
い
霧
の
火
」で
あ
る「
赤

眼
の
さ
そ
り
」
の
星
を
見
て
、
そ
れ
と
一
緒
に
座
り
た
い
と
サ
ン
タ
マ
リ
ア

に
祈
る
。
そ
の
後
、
霧
が
深
い
晩
に
倉
庫
の
屋
根
か
ら
響
い
て
き
た
「
声
」

に
導
か
れ
た
と
お
り
に
呪
文
を
唱
え
る
と
、
両
者
は
立
ち
あ
が
り
、
空
中
に

浮
き
、
宇
宙
へ
飛
び
出
し
、「
星
の
霧
」
か
ら
地
球
を
眺
め
る
（
下
向
ヴ
ェ

ク
ト
ル
）。
ま
た
、「
星
の
中
の
霧
の
火
」
は
、
地
面
や
海
で
の
青
白
い
火
に

対
比
的
に
喩
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
こ
れ
は
明
確
に
ヴ
ェ
ク
ト
ル
転
換
が
視
座

変
換
と
シ
ン
ク
ロ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
描
写
で
あ
る
。〈
土
神
と
き
つ
ね
〉
で

狐
が
語
る
「
火
」
＝
「
蝎
ぼ
し
」
や
「
星
雲
」
が
、そ
れ
ぞ
れ
こ
こ
で
の
「
赤

眼
の
さ
そ
り
」
や
「
星
の
霧
」
と
呼
応
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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さ
て
、
そ
う
し
た
照
応
関
係
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

土
神
の
「
歯
ぎ
し
り
」
に
通
ず
る
「
夢
の
水
車
の
軋
り
の
や
う
な
音
」
が
「
ピ

タ
ゴ
ラ
ス
派
の
天
球
運
行
の
諧
音
」
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る

。「
ピ
タ

ゴ
ラ
ス
」（
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
）
は
数
学
の
三
平
方
の
定
理
で
有
名
だ
が
、
半

ば
伝
説
上
の
人
物
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
思
想
を
受
け
継
い
だ
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ

ス
派
（
学
派
・
教
団
）
は
、
い
か
な
る
も
の
も
「
数
」
な
し
に
は
知
り
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
数
を
万
物
の
根
源
的
原
理
（
ア
ル
ケ
ー
）
に
措

定
し
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
現
象
に
数
比
関
係
を
探
っ
た
。
そ
の
出
発
点
は
音
楽

で
あ
り
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
に
よ
る
、
音
程
に
お
け
る
数
比
の
発
見
が
嚆
矢
と

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、耳
で
聴
い
て
心
地
よ
く
聞
こ
え
る
完
全
協
和
音
程
、

す
な
わ
ち
、
完
全
一
度
（
同
じ
音
）
は
、
例
え
ば
弦
長
比
で
は
一
対
一
、
完

全
八
度
（
オ
ク
タ
ー
ヴ
）
は
二
対
一
、
完
全
五
度
は
三
対
二
、
完
全
四
度
は

四
対
三
と
い
っ
た
よ
う
に
シ
ン
プ
ル
な
整
数
比
で
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
数

比
は
、
最
初
の
四
つ
の
整
数
で
あ
る
、
一
、二
、三
、四
の
内
に
あ
り
、
一
＋

二
＋
三
＋
四
＝
一
〇
は
完
全
数
と
し
て
テ
ト
ラ
ク
テ
ュ
ス
、
す
な
わ
ち
上
か

ら
下
へ
一
、二
、三
、四
の
点
が
配
置
さ
れ
た
、
一
辺
が
四
の
完
結
し
た
正
三

角
形
を
構
成
す
る
。
こ
れ
ら
基
本
と
な
る
音
程
の
中
で
も
、
特
に
完
全
五
度

の
十
二
回
の
反
復
の
結
果
、
一
オ
ク
タ
ー
ヴ
の
音
階
を
構
成
す
る
十
二
音
が

導
き
出
さ
れ
る
（
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
音
律
）。
こ
う
し
た
協
和
音
程
比
に
由
来

す
る
数
的
秩
序
は
ハ
ル
モ
ニ
ア
（
調
和
）
と
呼
ば
れ
、
た
と
え
ば
宇
宙
の
中

心
で
あ
る
地
球
と
太
陽
間
の
音
程
は
完
全
五
度
（
三
対
二
）、
地
球
と
、
太

陽
系
外
に
あ
る
恒
星
と
の
間
は
完
全
八
度
（
二
対
一
）、
太
陽
と
恒
星
間
は

完
全
四
度
（
四
対
三
）
の
よ
う
に
、
天
体
の
運
行
間
に
も
こ
う
し
た
音
階
＝

数
的
秩
序
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。

　
「
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
天
球
運
行
の
諧
音
」
と
は
こ
う
し
た
所
謂
「
天
体
の

ハ
ル
モ
ニ
ア
」
論
を
ふ
ま
え
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
な
ぜ
「
夢
の
水

車
の
軋
り
の
や
う
な
音
」
と
形
容
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
諧
音
」
と
は

音
階
の
構
成
音
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
音
階
自
体
、
た
と
え
ば
一
オ
ク
タ
ー

ヴ
上
の
音
が
振
動
数
が
異
な
る
も
の
の
基
本
的
に
同
じ
音
に
な
る
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
極
め
て
循
環
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
根
本
に
あ
る
思
想
は
、
ソ
ー
マ
＝
セ
ー
マ

説
、す
な
わ
ち
肉
体
（
ソ
ー
マ
）
は
魂
（
プ
シ
ュ
ケ
ー
）
の
墓
場
（
セ
ー
マ
）

で
あ
り
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
す
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
い
わ
ば
解

脱
す
る
た
め
に
、
禁
欲
的
生
活
を
お
く
り
、
数
学
、
音
楽
、
天
文
学
を
修
め

る
こ
と
が
称
揚
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
ま
さ
に
「
水
車
」
は
そ
う
し
た
循
環
的

イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
語
で
あ
る
が
、
で
は
そ
れ
は
な
ぜ

「
軋
り
の
や
う
な
音
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。「
諧
音
」
に
は
当
然
完

全
協
和
音
程
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
一
オ
ク
タ
ー
ヴ
が
十
二
の
半
音
か

ら
成
る
よ
う
に
、
不
協
和
音
程
も
形
成
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
月
と
水
星
、

水
星
と
金
星
、火
星
と
木
星
、木
星
と
土
星
、土
星
と
恒
星
の
間
は
半
音
（
短

二
度
）
と
設
定
さ
れ
た
。
そ
の
数
比
は
二
五
六
対
二
四
三
で
、
不
協
和
に
響

く
音
程
は
、
こ
の
よ
う
に
シ
ン
プ
ル
な
整
数
比
で
は
示
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
音
律
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
五
度

圏
」
が
、
実
は
閉
じ
な
い
環
で
あ
る
こ
と
も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た

と
え
ば
、Ｃ
→
Ｇ
→
ｄ
…
と
、一
二
回
完
全
五
度
（
三
対
二
）
を
反
復
し
て
、

す
な
わ
ち
振
動
数
の
３
／
２
倍
を
十
二
乗
し
て
到
達
す
る
音
と
、
Ｃ
→
ｃ

→ 

…
と
七
回
完
全
八
度
（
二
対
一
）
を
反
復
し
て
、
す
な
わ
ち
振
動
数
の

２
／
１
倍
を
七
乗
し
て
到
達
す
る
音
は
、
一
致
せ
ず
、
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る

「
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス・コ
ン
マ
」
と
称
さ
れ
る
誤
差
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
ピ
ュ

タ
ゴ
ラ
ス
的
な
完
全
五
度
の
反
復
で
は
本
来
そ
の
環
は
完
結
し
な
い
の
で

あ
り
、
閉
じ
る
た
め
に
は
、
ど
こ
か
の
音
程
に
こ
の
誤
差
を
組
み
入
れ
る
必

要
が
あ
る
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
誤
差
は
「
軋
り
」
に
通
じ
る
が
、
本
来
調
和

し
て
い
る
べ
き
で
あ
る
「
天
球
運
行
」
に
不
協
和
な
イ
メ
ー
ジ
が
持
ち
込
ま

れ
た
の
は
、
前
出
〈
よ
だ
か
の
星
〉
で
明
確
に
提
出
さ
れ
た
「
輪
廻
転
生
」
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す
る
こ
と
へ
の
苦
悩
に
由
来
す
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。〈
よ
だ
か
の
星
〉

の
最
後
で
、よ
だ
か
が
地
か
ら
天
へ
昇
る
途
中
「
そ
ら
の
な
か
ほ
ど
へ
来
て
」

か
ら
「
キ
シ
キ
シ
キ
シ
キ
シ
キ
シ
ッ
」
と
高
く
叫
ぶ
の
は
決
し
て
偶
然
で
は

な
い
。
軋
り
は
間
で
起
こ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
の
「
ま
る
で
鷹
」
と
形

容
さ
れ
た
こ
の
叫
び
声
は
、
よ
だ
か
の
シ
ャ
ー
マ
ン
的
両
義
性
と
そ
れ
に
由

来
す
る
苦
悩
を
強
烈
に
印
象
づ
け
て
い
る
。

　

実
は
、〈
土
神
と
き
つ
ね
〉
に
お
い
て
も
、
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
す
存
在

の
象
徴
と
し
て
、
人
間
で
あ
る
木
樵
が
配
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

～
す
る
と
木
樵
は
だ
ん
だ
ん
ぐ
る
っ
と
円
く
ま
は
っ
て
歩
い
て
ゐ
ま
し
た
が
い

よ
い
よ
ひ
ど
く
周
章
て
だ
し
て
ま
る
で
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ
し
な
が
ら
何
べ
ん

も
同
じ
所
を
ま
は
り
出
し
ま
し
た
。
何
で
も
早
く
谷
地
か
ら
遁
げ
て
出
や
う
と

す
る
ら
し
い
の
で
し
た
が
あ
せ
っ
て
も
あ
せ
っ
て
も
同
じ
処
を
廻
っ
て
ゐ
る
ば

か
り
な
の
で
す
。
た
う
た
う
木
樵
は
お
ろ
お
ろ
泣
き
出
し
ま
し
た
。
～

で
は
、「
円
く
」「
同
じ
所
を
ま
は
り
」「
同
じ
処
を
廻
っ
て
」
と
い
う
円
環

運
動
的
表
現
が
直
接
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
あ
わ
て
」
る
様
の
描
写

の
た
め
に
敢
え
て
ま
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
周
」
を
含
ん
だ
「
周
章
て
」

を
用
い
、
さ
ら
に
「
同
じ
所
を
ま
は
り
」「
同
じ
処
を
廻
っ
て
」
と
同
じ
表

現
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
輪
廻
的
イ
メ
ー
ジ
が
強
化
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、「
泣
き
」
出
す
木
樵
は
、「
泣
き
」
と
い
う
媒
介
項
に
よ
っ

て
最
後
の
場
面
で
狐
を
殺
し
大
泣
き
す
る
土
神
と
重
ね
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
、
罪
を
犯
し
た
霊
魂
は
墓
場
と
し
て
の
肉
体
（
そ
れ
は

「
洞
窟
の
比
喩
」
に
繋
が
る
、
狐
の
「
穴
」
で
象
徴
さ
れ
る
）
に
閉
じ
こ
め

ら
れ
る
と
い
う
前
掲
ソ
ー
マ
＝
セ
ー
マ
説
を
ふ
ま
え
て
、
土
神
が
神
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
修
羅
と
し
て
の
自
分
か
ら
解
脱
で
き
な
い
存
在
で
あ
る

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
へ
の
参
照
・
伏
線
が
、
な
ぜ
近
代

美
学
と
の
二
項
対
立
図
式
に
援
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　（
三
）
近
代
美
学
と
の
関
連

　

狐
は
、
日
・
英
・
ド
イ
ツ
語
の
美
学
の
本
は
大
抵
も
っ
て
お
り
、
イ
タ

リ
ア
語
の
美
学
の
本
を
注
文
中
と
、
賢
治
は
設
定
し
た
。
賢
治
自
身
の
蔵

書
に
も
、
感
情
移
入
美
学
者
テ
ー
オ
ド
ー
ル
・
リ
ッ
プ
ス
（
一
八
五
一

～
一
九
一
四
）
の
『
美
学 Aesthetik

』
全
二
巻
（
一
九
〇
一
／
〇
二
年
）

や
、
イ
ポ
リ
ッ
ト
・
テ
ー
ヌ
（
一
八
二
八
～
一
八
九
三
）
の
『
芸
術
哲
学 

Philosophie de l'art

』（
一
八
八
二
年
）、
レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
芸
術

と
は
何
か W

hat is Art?

』（
一
八
九
七
～
九
八
年
）
の
訳
書
が
あ
り
、
ま

た
、
全
巻
を
揃
え
て
い
た
春
秋
社
刊
「
世
界
大
思
想
全
集
」
第
四
六
巻

に
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
（
一
八
六
六
～
一
九
五
二
）
の
主
著
『
表

現
の
科
学
お
よ
び
一
般
言
語
学
と
し
て
の
美
学 L'Estetica com

e scienza 
dell'espressione e linguistica generale

』（
一
九
〇
二
年
）
の
邦
訳
も
そ
れ

に
含
ま
れ
て
い
た 

 

。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
発
注
中
の
イ
タ
リ
ア
語
の
美
学

の
本
と
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
主
著
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ

う
。
狐
は
美
学
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
～
器
械
的
に
対シ

イ
ン
メ
ト
リ
ー称

の
法
則
に
ば
か
り
叶
っ
て
ゐ
る
か
ら
っ
て
そ
れ
で
美
し

い
と
い
ふ
わ
け
に
は
い
か
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
は
死
ん
だ
美
で
す
。」

　
　
（
中
略
）

「
ほ
ん
た
う
の
美
は
そ
ん
な
固
定
し
た
化
石
し
た
模
型
の
や
う
な
も
ん
ぢ
ゃ

な
い
ん
で
す
。
対
称
の
法
則
に
叶
ふ
っ
て
云
っ
た
っ
て
実
は
対
称
の
精
神
を

有
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
ぐ
ら
ゐ
の
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
す
。」

　
　
（
中
略
）

「
で
す
か
ら
、
ど
の
美
学
の
本
に
も
こ
れ
く
ら
ゐ
の
こ
と
は
論
じ
て
あ
る
ん
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で
す
。」

狐
に
よ
っ
て
「
死
ん
だ
美
」
と
さ
れ
た
の
は
、「
器
械
的
に
対
称
の
法
則
」

に
叶
っ
て
は
い
る
も
の
の
「
固
定
し
た
化
石
し
た
模
型
」
の
よ
う
な
静
態
的

美
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
要
請
さ
れ
る
の
が
、「
対
称
の
精
神
を
有
つ
て

ゐ
る
と
い
う
ぐ
ら
ひ
の
」、
当
然
固
定
化
さ
れ
て
い
な
い
美
＝
動
態
的
美
で

あ
る
。
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、「
二
項
対
立
」
に
も
通
ず
る
「
対
称
の
法

則
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
前
述
の
ハ
ル
モ
ニ
ア
論
で
は
シ
ン
メ
ト
リ
ー
（
左

右
対
称
）
を
示
す
一
対
一
が
完
全
な
数
比
と
さ
れ
た
よ
う
に
、こ
の
表
現
は
、

黄
金
比
等
、
古
代
を
直
接
連
想
さ
せ
る
機
能
を
も
つ
。
そ
れ
を
否
定
す
る

こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
古
代
お
よ
び
中
世
に
お
け
る
絶
対
的
な
美
の

イ
デ
ア
か
ら
演
繹
さ
れ
た
美
の
客
観
的
秩
序
へ
の
依
拠
を
否
定
す
る
こ
と

に
繋
が
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
死
す
べ
き
存
在
と
し
て
日
々
を
生
き
る

人
間
の
主
体
的
「
精
神
」
＝
「
思
考
」
の
中
で
捉
え
ら
れ
た
可
変
的
な
美
の

秩
序
（
そ
れ
は
「
心
象
」
と
呼
ん
で
も
あ
な
が
ち
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
）

を
重
視
す
る
態
度
へ
の
「
転
回
」
＝
視
座
転
換
は
、「
ど
の
美
学
の
本
に
も

こ
れ
く
ら
ゐ
の
こ
と
は
論
じ
て
あ
る
」
と
狐
が
語
る
よ
う
に
、
実
は
美
学
史

的
根
拠
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
賢
治
が
大
き
な
影
響
を
受
け
た
前
掲
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
芸
術

と
は
何
か
』
の
第
三
章
は
、
十
八
世
紀
半
ば
の
ア
レ
ク
ザ
ン
ダ
ー
・
バ
ウ
ム

ガ
ル
テ
ン
（
一
七
一
四
～
一
七
六
二
）
に
よ
る
「
感
性
認
識
の
学
」
と
し

て
の
「
美
学
」
の
創
始
以
降
十
九
世
紀
末
ま
で
の
美
学
史
の
概
説
に
当
て

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
直
前
、
す
な
わ
ち
第
二
章
の
終
り
で
ト
ル
ス
ト
イ
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
プ
ロ
チ
ノ
ス
ま
で
の
古

代
の
思
想
家
た
ち
の
美
の
定
義
を
引
用
し
な
い
と
明
言
す
る
。
そ
の
理
由

は
、「
じ
つ
は
古
代
人
の
あ
い
だ
に
は
、
現
代
の
美
学
の
基
礎
と
も
目
的
と

も
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
善
と
は
区
別
さ
れ
た
美
の
観
念
な
る
も
の
は
存

在
し
な
か
っ
た
か
ら
」
で
あ
り
「
古
代
人
の
美
の
見
解
を
現
代
の
観
念

−

普

通
に
美
学
で
行
な
わ
れ
て
い
る
美
の
観
念

−

に
あ
て
は
め
る
と
、
そ
れ
は
古

代
人
の
言
葉
に
、
彼
ら
が
持
た
な
か
っ
た
意
味
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
」
と
さ
れ
た 

 

。
美
学
に
つ
い
て
の
通
史
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
か

ら
始
ま
る
の
が
通
例
だ
が
、
実
は
前
掲
の
狐
の
発
言
に
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ

哲
学
か
ら
近
代
美
学
へ
の
転
換
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
再
度
思
い
出
そ
う
。『
国
家
』
第
五
巻
で
の
説

明
を
引
け
ば
、た
と
え
ば
、〈
美
〉
と
〈
醜
〉（
あ
る
い
は
〈
正
〉
と
〈
不
正
〉、

〈
善
〉
と
〈
悪
〉
等
）
そ
れ
ぞ
れ
は
「
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
一
つ

0

0

の
も
の

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
の
行
為
と
結
び
つ
き
、
物
体
と
結
び
つ
き
、

相
互
に
結
び
つ
き
合
っ
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
そ
の
姿
を
現
わ
す
た
め
に
、

そ
れ
ぞ
れ
が
多0

（
多
く
の
も
の
）
と
し
て
現
わ
れ
る
」（476a

）
と
さ
れ

る
。
こ
こ
で
の
「
一
つ

0

0

の
も
の
」
と
は
、「
恒
常
不
変
に
同
一
の
あ
り
方
を

保
つ
〈
美
〉
の
実
相
（
イ
デ
ア
）」、換
言
す
れ
ば
「〈
美
〉
そ
の
も
の
」「〈
美
〉

そ
れ
自
体
」
で
あ
る
、
天
上
の
真
の
〈
美
〉
の
実
在
＝
〈
美
〉
の
原
型
で
あ

る
。
全
て
の
地
上
の
〈
美
〉
し
い
も
の
は
こ
の
〈
美
〉
の
イ
デ
ア
が
反
映
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
〈
美
〉
の
イ
デ
ア
ま
で
到
達
し
、
そ
れ
を
〈
美
〉

自
体
と
し
て
観
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
知
的
に
思
考
す
る
の
が
愛

知
者
た
る
哲
学
者
の
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、地
上
の
「
多0

」

に
お
け
る
美
は
、
天
上
に
あ
る
美
の
イ
デ
ア
か
ら
の
下
向
ヴ
ェ
ク
ト
ル
と
し

て
投
影
さ
れ
た
美
の
分
有
で
あ
る
と
い
う
前
提
条
件
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
、
一
七
三
五
年
に
「
美
学 

aesthetica

」
を
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
感
覚
・感
性
」
を
意
味
す
る
「aisthesis

」

か
ら
造
語
し
た
よ
う
に
、
客
観
的
存
在
と
し
て
あ
る
美
の
イ
デ
ア
で
は
な

く
、
主
体
の
内
な
る
感
性
的
認
識
へ
と
、
近
代
に
お
い
て
は
、
美
の
判
断
基

準
が
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
古
代
以
来
の

「
視
覚
」
や
「
聴
覚
」
と
い
う
高
級
感
覚
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
曖
昧
で
微
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妙
な
低
級
感
覚
「
味
覚
」
＝
「
趣
味
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
ま
さ
に
、カ
ン
ト
が
、近
代
美
学
の
幕
開
け
と
な
っ
た
そ
の
著
作
『
判

断
力
批
判 K

ritik der U
rteilskraft

』（
一
七
九
〇
年
）
で
、
感
性
的
判
断
と

し
て
の
美
的
判
断
と
は
趣
味
判
断
で
あ
る
と
し
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
微
妙

で
曖
昧
な
も
の
に
つ
い
て
美
的
判
断
を
す
る
力
を
も
っ
た
人
間
こ
そ
が
「
趣

味
」
の
あ
る
人
間
と
さ
れ
た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
認
識
す
る
の

は
対
象
の
本
質
で
は
な
く
現
象
の
み
で
あ
っ
て
、
表
象
の
彼
方
に
あ
る
「
物

自
体
」
と
は
関
わ
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
対
象
の
概
念
で
は
な
く

対
象
の
表
象
に
の
み
関
わ
る
、
す
ぐ
れ
て
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
美
学
上
の
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
は
、
そ
の
後
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
。
た
と
え
ば
、
前
出
の
、
賢
治
が
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
、
ク
ロ
ー
チ
ェ

は
美
学
を
「
直
観
的
＝
表
現
的
認
識
の
美
学
」
と
し
て
捉
え
た
。
同
じ
く
、

（
日
本
で
も
、
の
ち
に
東
北
帝
国
大
学
の
美
学
講
座
初
代
教
授
と
な
る
阿
部

次
郎
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
紹
介
さ
れ
た
）
リ
ッ
プ
ス
の
感
情
移
入
美
学
も
、

対
象
の
美
的
価
値
は
、
観
照
す
る
主
体
が
対
象
に
感
情
移
入
す
る
際
、
自
ら

の
中
に
喚
起
さ
れ
る
と
し
た
心
理
主
義
的
美
学
で
あ
り
、
と
も
に
カ
ン
ト
美

学
の
影
響
下
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た 

 

。

　
つ
ま
り
、
狐
の
「
美
学
」
に
つ
い
て
の
か
た
（
語
・
騙
）
り
が
意
味
す
る

と
こ
ろ
と
は
、
美
は
、
た
と
え
ば
前
述
の
ハ
ル
モ
ニ
ア
論
的
な
「
対
称
の
法

則
」
の
よ
う
に
事
物
に
属
す
る
、
あ
る
い
は
天
上
の
よ
う
な
遥
か
彼
方
の

別
世
界
の
イ
デ
ア
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
美
は
「
対
称
の
精
神
を
有
っ

て
ゐ
る
」、
す
な
わ
ち
「
対
称
の
法
則
」
を
感
得
す
る
主
観
の
内
に
あ
る
と

い
う
主
観
主
義
へ
の
、ま
さ
に
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
的
「
視
座
転
換
」

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

実
は
、
こ
う
し
た
カ
ン
ト
（
の
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」）
へ
の
伏
線

は
、
す
で
に
狐
が
「
美
学
」
を
か
た
（
語
・
騙
）
る
前
に
、
天
体
と
関
連
さ

せ
て
置
か
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、狐
が
衒
学
的
に
か
た
（
語・騙
）
る
「
渦

巻
き
」
星
雲
や
「
環
状
星
雲
」「
魚
口
星
雲
」
と
い
っ
た
「
星
雲
」
は
、
ま

さ
に
カ
ン
ト
が
一
七
五
五
年
『
天
界
の
一
般
的
自
然
史
と
理
論 Allgem

eine 
N

aturgeschichte und Theorie des H
im

m
els

』
で
提
唱
し
た
所
謂
「
カ
ン

ト
＝
ラ
プ
ラ
ス
の
星
雲
説
」
を
想
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

　
た
だ
し
、
実
は
、
こ
の
視
座
転
換
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
は
、
決
し
て
一
方
向
で

は
な
い
。
数
学
者
・
哲
学
者
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ノ
ー
ス
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

（
一
八
六
一
～
一
九
四
七
）
の
有
名
な
言
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
の
伝
統
に

つ
い
て
の
最
も
確
か
な
一
般
的
な
特
性
描
写
は
、
そ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い

て
の
一
連
の
脚
注
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
」

 

が
示
す
よ
う
に
、あ
る
い
は
、

今
日
、
音
楽
で
も
美
術
で
も
相
変
わ
ら
ず
数
比
が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
思
想
は
、
現
代
に
お
い
て
も
決
し
て
超
克
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
こ
こ
で
も
両
義
性
は
担
保
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
こ
に
は
「
大
理
石
の
シ
ィ
ザ
ア
」
も
関
連
し
て
く
る
。
ジ
ョ

ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
や
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
ら
を
輩
出
し
た
イ
タ
リ

ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
は
、
西
洋
美
術
史
に
と
っ
て
も
一
大
転
換
期
で

あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
古
代
か
ら
中
世
ま
で
手
技

に
よ
る
機
械
的
技
術
（artes m

echanichae

）
に
分
類
さ
れ
て
い
た
絵
画

や
彫
刻
と
い
っ
た
分
野
が
、
芸
術
的
分
野
と
し
て
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
獲
得

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
時
代
で
あ
っ
た
。
前
出
・
ト
ル

ス
ト
イ
が
「
美
と
い
う
言
葉
は
、
ロ
シ
ア
語
で
は
眼
を
よ
ろ
こ
ば
す
も
の

だ
け
を
意
味
す
る
」

 

と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
後
、「
美
」
は
こ
の
ル

ネ
サ
ン
ス
以
降
の
視
覚
中
心
主
義
の
流
れ
に
乗
っ
て
、
現
代
ま
で
美
術
作

品
と
密
接
に
関
連
さ
せ
ら
れ
て
現
在
に
至
る
。
こ
こ
で
の
「
大
理
石
の
シ
ィ

ザ
ア
」
は
、当
然
の
こ
と
な
が
ら
、彫
刻
＝
芸
術
作
品
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。

で
は
な
ぜ
、
狐
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
と
し
て
「
近
代
」
を
象
徴
す
る
ア
イ

テ
ム
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
、
古
代
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
ア
イ
テ
ム
が
配
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
の
理
由
と
し
て
は
、「
シ
ィ
ザ
ア
」
と
い
う
語

74

一
五



 木　村　直　弘

で
、
敢
え
て
古
代
ロ
ー
マ
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
で
は
な

ぜ
古
代
ロ
ー
マ
か
。
そ
も
そ
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
で
今
日
残
っ
て
い
る

も
の
の
多
く
が
古
代
ロ
ー
マ
時
代
の
模
刻
（
所
謂
「
ロ
ー
マ
ン
・
コ
ピ
ー
」）

で
あ
り
、
ま
し
て
や
狐
の
書
斎
に
あ
る
よ
う
な
も
の
は
、
さ
ら
に
そ
の
（
近

代
の
象
徴
で
あ
る
）
大
量
生
産
の
「
複
製
品
」
＝
「
偽
物
」
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
「
偽
物
」
と
し
て
の
シ
ィ
ザ
ア
像
は
、「
ロ
ン
ド
ン
タ
イ
ム
ス
」、

す
な
わ
ち
世
界
最
古
の
日
刊
新
聞
で
あ
る
高
級
紙
『
タ
イ
ム
ズ The Tim

es

』

と
も
相
俟
っ
て
、
狐
が
「
衒
学
的
」
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
メ
ル
ク
マ
ー

ル
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
複
製
品
」
と
い
う
含
意
は
、

視
覚
で
捉
え
る
美
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア

論
へ
の
連
想
を
許
す
と
い
う
意
味
で
両
義
的
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
大
理
石

の
彫
刻
と
い
う
意
味
で
は
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
美
学 Aesthetica

』
第

一
巻
の
五
年
後
、
カ
ン
ト
の
前
掲
『
天
界
の
一
般
自
然
史
と
理
論
』
と
同
年

に
上
梓
さ
れ
、
後
の
新
古
典
主
義
の
嚆
矢
と
な
っ
た
、
美
術
史
家
ヨ
ハ
ン
・

ヨ
ア
ヒ
ム
・
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
（
一
七
一
七
～
一
七
六
八
）
の
『
ギ
リ
シ
ャ

芸
術
模
倣
論 G

edanken über die N
achahm

ung der G
riechischen W

erke 
in der M

alerei und Bildhauerkunst

』（
一
七
五
五
年
）
へ
の
連
想
さ
え
喚

起
す
る
。
近
代
人
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
、
彫
像
（
最
も
有
名
な
の
は
「
ラ
オ

コ
オ
ン
像
」）
を
例
に
古
代
美
術
を
賛
美
し
た
が
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
視

座
転
換
」
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
〈
土
神
と
き
つ
ね
〉
に
お
け
る
「
美
学
」
と
い
う

語
は
、
他
の
も
ろ
も
ろ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
連
関
し
あ
い
、
重
層
的
両
義
性

を
孕
む
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
こ
う
し
た
幾
重
に
も
仕
掛
け
ら
れ
た
メ
ル
ク

マ
ー
ル
か
ら
の
連
想
作
用
に
よ
っ
て
、こ
の
作
品
は
す
ぐ
れ
て
「
視
座
転
換
」

を
意
識
さ
せ
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
結
　
語

　
実
は
、
こ
う
し
た
「
視
座
転
換
」
は
、
生
前
未
発
表
だ
っ
た
こ
の
賢
治
童

話
の
現
存
草
稿
・
表
紙
に
あ
る

土
神
…
退
職
教
授

き
つ
ね
…
貧
な
る
詩
人

樺
の
木
…
村
娘

と
い
う
赤
イ
ン
ク
の
書
き
込
み

に
も
関
連
す
る
。
ま
さ
に
前
章
で
明
ら

か
に
な
っ
た
、〈
美
〉
に
関
す
る
思
想
の
「
転
換
」
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
が
、

な
ぜ
土
神
が「
退
職
教
授
」な
の
か
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
を
も
示
唆
す
る
。

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
以
降
の
近
代
的
学
問
と
し
て
の
「
美
学
」
を
主
張
す
る
立

場
に
あ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
狐
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
土
神

は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
的
な
旧
来
の
哲
学
的
美
学
を
奉
じ
、
時
代
遅
れ
と
な
っ

た
学
問
に
固
執
す
る
「
退
職
教
授
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
事
実
、「
狐
な
ん
ぞ
に
神
が
物
を
教
は
る
と
は
一
体
何
た
る
こ
と
だ
」「
土

神
は
繰
り
返
し
て
自
分
で
自
分
に
教
へ
ま
し
た
」「
い
や
し
く
も
神
で
は
な

い
か
と
今
ま
で
自
分
で
自
分
に
教
へ
て
ゐ
た
の
が
今
度
は
で
き
な
く
な
っ

た
の
で
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
教
え
る
」
と
い
う
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い

る
の
は
も
っ
ぱ
ら
土
神
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
う
し
た
描
写
に
は
、
以
前
は

い
わ
ば
神
と
し
て
学
生
に
上
意
下
達
（
下
向
ヴ
ェ
ク
ト
ル
）
的
に
教
え
る
立

場
に
あ
っ
た
「
教
授
」
が
、
今
や
「
退
職
」
し
時
代
遅
れ
と
な
り
、
狐
と
の

立
場
が
逆
転
し
て
し
ま
っ
た
自
分
に
苦
悶
す
る
様
子
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。

土
神
＝
「
退
職
教
授
」
の
専
門
分
野
が
近
代
「
美
学
」
で
は
な
く
、（「
美
」

の
イ
デ
ア
を
め
ぐ
る
）
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
自
明
で

あ
ろ
う
。
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宮
沢
賢
治
関
連
の
ど
の
事
典
に
も
「
美
学
」
と
い
う
語
が
立
項
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
賢
治
作
品
中
に
表
わ
れ
た
「
美
学
」

と
い
う
語
の
用
例
は
僅
か
で
あ
る

。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
の
〈
土

神
と
き
つ
ね
〉
に
お
い
て
は
、
こ
の
語
は
、
狐
が
天
体
の
次
に
か
た
（
語
・

騙
）
る
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
配
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
局
的
に
「
視
座
転

換
」
を
暗
示
す
る
装
置
の
一
部
と
し
て
作
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、賢
治
は
、

ま
ず
狐
に
「
星
」
に
つ
い
て
、
視
座
を
変
え
れ
ば
、
同
じ
星
で
も
多
様
な
名

称
や
種
類
が
あ
る
こ
と
を
語
ら
せ
る
。
こ
こ
で
の
「
星
」
は
望
遠
鏡
等
の
メ

ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
、地
動
説
的
＝
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
転
回
」
を
示
唆
し
、

天
体
に
関
す
る
ト
ピ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
思
想
へ
の
連
想
作
用

を
準
備
す
る
。
さ
ら
に
、
狐
が
「
美
学
」
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伏
線
と

し
て
置
か
れ
た
天
体
へ
の
言
及
は
、
単
な
る
視
座
転
換
の
例
示
に
留
ま
る
こ

と
な
く
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
天
体
の
ハ
ル
モ
ニ
ア
論
や
イ
デ
ア
論
へ
の
連
想

を
も
含
意
す
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
こ
こ
に
、
狐
が
依
拠
す
る
近
代
の
美

学
に
対
置
す
る
も
の
と
し
て
の
古
代
の
美
学
と
い
う
二
項
対
立
図
式
が
立

ち
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
美
学
史
に
お
け
る
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
へ

の
連
想
を
、
こ
の
童
話
の
主
題
で
あ
る
「
視
座
転
換
」
に
も
重
層
的
に
援
用

す
る
と
い
う
極
め
て
高
度
な
主
題
動
機
労
作
の
結
果
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、

こ
う
し
た
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
根
本
に
あ
る
の
は
、「
み
（
見
・
観
・
視
）
る

こ
と
」
＝
「
視
座
」
の
転
換
に
よ
っ
て
、
大
塚
の
い
う
「
固
定
し
た
思
考
の

枠
組
み
の
相
対
化
」
の
重
要
性
を
主
張
す
る
と
い
う
大
主
題
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
、
こ
の
〈
土
神
と
き
つ
ね
〉
は
、
前
出
・
小
沢
俊
郎
が
指
摘
し
た
、

狐
を
主
人
公
と
す
る
「
視
点
の
転
換
」
童
話
群
に
入
れ
ら
れ
る
に
相
応
し
い

作
品
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

賢
治
は
、
画
家
・
高
橋
忠
彌
宛
て
書
簡
・
四
七
六
（
一
九
三
三
年
六
月

二
三
日
付
け
）
で
、
高
橋
が
発
行
し
て
い
た
同
人
誌
『
木
曜
文
学
暦
』
へ
寄

稿
依
頼
の
あ
っ
た
「
童
話
の
理
論
書
」
執
筆
に
つ
い
て
病
気
を
理
由
に
断
り

を
入
れ
て
い
る
の
だ
が
、
続
け
て
書
か
れ
た
以
下
の
理
由
が
注
目
に
値
す

る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
に
理
論
は
ど
う
も
そ
の
時
き
り
の
も
の
で
、
強
ひ
て
、
書
け
ば
し
ば
ら

く
そ
れ
に
縛
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
や
う
な
気
が
し
ま
す
の
で
、
今
の
所

は
な
は
だ
自
信
あ
り
ま
せ
ん
。

と
い
う
こ
の
一
文
か
ら
は
、
賢
治
の
、
何
か
に
「
縛
ら
れ
」
る
こ
と
、
換
言

す
れ
ば
、
固
定
化
へ
の
忌
避
が
明
確
に
見
て
と
れ
よ
う
。
そ
れ
は
賢
治
が
童

話
等
の
構
成
に
つ
い
て
留
意
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
と
イ
コ
ー
ル

で
は
な
い
。
賢
治
が
推
敲
を
繰
り
返
し
た
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
校
本

全
集
編
集
者
の
一
人
で
あ
る
前
出
・
天
沢
退
二
郎
の
言
を
引
け
ば 

 

、「
は

じ
め
と
終
り
と
を
も
っ
た
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
『
作
品
』
概
念
は
、
宮
澤
賢
治

の
ケ
ー
ス
の
照
射
に
よ
っ
て
、
全
く
通
用
し
え
な
い
も
の
と
な
る
」。
賢
治

の
場
合
、
作
品
の
存
在
が
「
静
止
し
た
一
点
」
と
し
て
で
は
な
く
、「
時
間

の
中
を
生
と
死
と
を
く
り
か
え
し
て
変
身
・
転
生
し
な
が
ら
、
そ
れ
自
ら
の

時
間
を
つ
く
り
出
し
、
そ
れ
に
な
り
変
っ
て
い
く
」
と
い
う
天
沢
の
指
摘
は

正
鵠
を
射
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

賢
治
の
こ
う
し
た
志
向
は
、「
童
話
の
實
作
に
つ
い
て
意
見
と
感
想
を
述

べ
て
ゐ
る
點
、
稀
有
の
書
簡
」

 

と
さ
れ
た
詩
人
・
母
木
光
（
註
21
参
照
）

宛
て
書
簡
・
四
二
一
（
一
九
三
二
年
六
月
十
九
日
付
）
か
ら
も
看
取
さ
れ
う

る
。
そ
こ
で
賢
治
は
、
作
品
を
「
一
つ
の
図
案
或
ひ
は
建
築
」
に
喩
え
る
。

す
な
わ
ち
、
母
木
の
童
話
〈
ワ
ラ
ス
と
風
魔
〉（『
近
代
教
育
』
昭
和
七
年
八

月
号・四
二
～
四
六
頁
）
の
構
成
に
関
し
て
「
ガ
ラ
ス
製
の
パ
ン
テ
オ
ン
（
希

臘
神
話
で
す
が
）
の
模
型
」
に
喩
え
、「
あ
ん
ま
り
対
称
的
な
完
成
し
た
図

案
こ
そ
む
し
ろ
却
く
べ
き
で
あ
り
ま
せ
う
」
と
書
い
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
前

述
の
「
美
学
」
に
つ
い
て
の
狐
の
か
た
（
語
・
騙
）
り
に
共
鳴
し
、
と
り
も
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（
６
）　
大
沢
正
善
「「
土
神
と
狐
」
と
そ
の
周
辺　
―
「
修
羅
」
の
克
服
―
」（『
宮

沢
賢
治
研
究A

nnual

』
第
一
号
、
一
九
九
一
年
）
一
一
一
～
一
二
五
頁
。

（
７
）　
山
根
知
子「『
土
神
と
狐
』の
修
羅
性　
―
土
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
宮

沢
賢
治
研
究A

nnual

』
第
四
号
、
一
九
九
四
年
）
一
七
二
～
一
八
五
頁
。

（
８
）　
大
沢
、
前
掲
論
文
、
一
一
五
頁
。

（
９
）　

天
沢
退
二
郎
「
後
記
（
解
説
）」（『
新
修
宮
沢
賢
治
全
集
』、
筑
摩
書
房
、

一
九
七
九
年
）
三
六
一
頁
。
お
よ
び
、
同
『
宮
沢
賢
治
の
彼
方
へ　

新
増
補

改
訂
版
』（
思
潮
社
、
一
九
八
七
年
）
一
九
頁
。

（
10
）　

大
塚
常
樹
『
宮
澤
賢
治　

心
象
の
記
号
論
』（
朝
文
社
、
一
九
九
九
年
）

一
七
八
頁

（
11
）　
同
前
、
一
八
〇
～
一
八
一
頁
。

（
12
）　
中
村
生
雄
『
日
本
人
の
宗
教
と
動
物
観　
―
殺
生
と
肉
食
―
』（
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
〇
年
）
四
二
頁
。
ち
な
み
に
、〈
よ
だ
か
の
星
〉、
そ
し
て
、
狡

猾
な
狐
が
登
場
す
る
〈
貝
の
火
〉
に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ
ン
的
両
義
性
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
拙
稿
で
論
じ
た
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
木
村
直

弘
「「
よ
だ
か
」
は
な
ぜ
星
に
な
っ
た
の
か　
―
宮
澤
賢
治
『
よ
だ
か
の
星
』

に
お
け
る
神
話
的
景
観
を
め
ぐ
っ
て
― 

」（『
岩
手
大
学
教
育
学
部
附
属
教
育

実
践
総
合
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』第
六
号
、二
〇
〇
七
年
ｂ
）五
三
～
八
三
頁
。

お
よ
び
、
木
村
直
弘
「
ホ
モ
イ
は
な
ぜ
盲
い
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か　
―

宮
澤
賢
治
『
貝
の
火
』
に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ
ン
召
命
の
景
観
と
神
話
論
理
―
」

（『
岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
』
第
六
六
号
、
二
〇
〇
七
年
ａ
）
五
一
～

七
〇
頁
。

（
13
）　
ヌ
ッ
チ
ョ
・
オ
ル
デ
ィ
ネ
『
ロ
バ
の
カ
バ
ラ　

 

ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー

ノ
に
お
け
る
文
学
と
哲
学
』（
加
藤
守
通
訳
、東
信
堂
、二
〇
〇
二
年
）二
五
頁
。

（
14
）　
同
前
、
一
二
頁
。

（
15
）　

オ
ル
デ
ィ
ネ
は
、
ブ
ル
ー
ノ
の
『
傲
れ
る
野
獣
の
追
放
』
か
ら
以
下
の
文

言
を
引
用
し
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
見
る
も
の
す
べ
て
の
始
ま
り
、
中
間
、

な
お
さ
ず
、
狐
＝
「
貧
な
る
詩
人
」
＝
賢
治
自
身
と
い
う
等
式
を
補
強
す
る

も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
に
通
底
す
る
の
は
、固
定
さ
れ
た
視
座
で
は
な
く
、

固
定
さ
れ
ず
に
転
換
可
能
な
、
両
義
的
・
多
義
的
視
座
へ
の
志
向
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
固
定
的
な
静
態
的
美
で
は
な
く
可
変
的
な
動
態
的
美
へ
の
志

向
で
あ
り

、
そ
れ
は
、
賢
治
の
作
品
全
て
に
底
流
す
る
根
本
思
想
で
あ

る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
賢
治
の
創
作
モ
ッ
ト
ー
の
表
明
と
も
言
え

る
〈
農
民
芸
術
概
論
綱
要
〉
の
結
論
に
あ
る
「
永
久
の
未
完
成
こ
れ
完
成
で

あ
る
」
と
い
う
一
文
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
解
釈
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
紙
数
の
都
合
上
、「
美
学
」
お
よ
び
「
貧
な
る
詩
人
」
と
し

て
の
狐
に
関
連
す
る
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
「
ハ
イ
ネ
の
詩
集
」
や
、「
鏡
」

と
し
て
の「
樺
の
木
」等
に
つ
い
て
の
考
察
を
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

別
稿
に
譲
る
。

註
　
　
（
文
中
の
賢
治
作
品
の
引
用
は
す
べ
て
筑
摩
書
房
刊
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全

集
』
に
拠
っ
た
。）

（
１
）　
小
沢
俊
郎
「
狐
考
」（『
四
次
元
』
第
二
八
号
、
一
九
五
二
年
）
四
頁
。

（
２
）　
同
前
、
二
頁
。

（
３
）　

黄
英
「
宮
沢
賢
治
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
批
判
の
様
相
」（『Com

paratio
』

第
六
号
、
二
〇
〇
二
年
）
二
五
～
二
六
頁
。

（
４
）　

賢
治
学
者
・
原
子
朗
に
よ
れ
ば
、
狐
が
賢
治
作
品
に
登
場
す
る
頻
度
は

二
九
一
回
で
、
こ
の
う
ち
最
も
狐
の
活
躍
す
る
の
が
〈
土
神
と
き
つ
ね
〉
で

四
八
回
と
の
こ
と
で
あ
る
。
原
子
朗『
新
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典　
第
二
版
』（
東

京
書
籍
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
八
三
頁
。

（
５
）　

小
森
陽
一
『
最
新
宮
沢
賢
治
講
義
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
）

一
〇
〇
～
一
二
八
頁
。
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終
り
、
ま
た
誕
生
、
生
成
、
完
成
は
、
対
立
物
か
ら
、
対
立
物
を
通
じ
て
、

対
立
物
の
中
で
、
対
立
物
に
よ
っ
て
、
存
在
し
ま
す
。
対
立
が
あ
る
と
こ
ろ

に
は
、作
用
と
反
作
用
が
あ
り
、運
動
が
あ
り
、差
異
が
あ
り
、多
数
が
あ
り
、

秩
序
が
あ
り
、
等
級
が
あ
り
、
継
起
が
あ
り
、
有
為
転
変
が
あ
る
の
で
す
。」

同
前
、
三
五
頁
。

（
16
）　
同
前
、
三
九
～
四
一
頁
。

（
17
）　

前
出
・
山
根
（
前
掲
論
文
、
一
八
三
頁
）
は
、
こ
の
物
語
の
大
団
円
で
、

土
神
の
流
し
た
泪
に
よ
っ
て
「
無
機
質
の
赤
土
の
領
域
に
有
機
質
の
黒
土
が

入
り
、
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
狐
の
赤
土
の
壁
を
溶
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
赤
土

と
黒
土
の
融
合
が
行
な
わ
れ
た
と
言
え
る
」
と
す
る
が
、
あ
く
ま
で
も
雨
の

よ
う
な
土
神
の
泪
は
狐
に
降
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
の

融
合
は
、
土
で
は
な
く
、
泪
が
降
り
そ
そ
ぐ
狐
が
着
て
い
た
「
レ
ー
ン
コ
ー

ト
」
の
色
（
そ
し
て
そ
の
「
か
く
し
」
に
入
っ
て
い
た
か
も
が
や
の
穂
の
色
）

で
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
レ
イ
ン
コ
ー
ト
が
雨
（
レ
イ
ン
）

を
は
じ
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
土
神
と
狐
の
乖
離
を
も
含
意
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

（
18
）　
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
十
一
巻
（
藤
沢
令
夫
訳
、岩
波
書
店
、一
九
七
六
年
）

四
九
八
頁
。
以
下
、『
国
家
』
か
ら
の
引
用
は
、す
べ
て
こ
の
本
か
ら
で
あ
る
。

（
19
）　

こ
こ
で
の
「
軋
り
」
や
土
神
の
歯
ぎ
し
り
は
、
賢
治
作
品
に
お
け
る
一
つ

の
重
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
「
摩
擦
」
に
関
連
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
以

下
の
拙
稿
を
参
照
の
こ
と
。
木
村
直
弘
「〈
摩
擦
〉〈
震
動
〉〈
感
染
〉　

―
宮

澤
賢
治
『
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
』
に
お
け
る
ト
ル
ス
ト
イ
の
芸
術
論
と
石

川
三
四
郎
の
動
態
社
会
美
学
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
―
」（『
岩
手
大
学
教
育

学
部
附
属
教
育
実
践
総
合
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
一
〇
号
、
二
〇
一
一
年

ｃ
）
五
五
～
八
四
頁
。
土
神
の
「
歯
ぎ
し
り
」
と
〈
摩
擦
〉
と
の
関
連
に
つ

い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
。

（
20
）　
詳
し
く
は
前
掲
の
拙
稿
（
二
〇
〇
七
年
ｂ
）
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、ピ
ュ

タ
ゴ
ラ
ス
は
ヴ
ェ
ジ
タ
リ
ア
ン
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
賢
治
も
一
時
期

ヴ
ェ
ジ
タ
リ
ア
ン
を
試
み
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。〈
ビ
ヂ
テ
リ
ア

ン
大
祭
〉
で
様
々
な
菜
食
主
義
の
百
家
争
鳴
が
描
写
さ
れ
た
後
に
、
ニ
ュ
ウ

ヨ
ウ
ク
座
の
ヒ
ル
ガ
ー
ド
が
こ
れ
は
「
大
し
ば
い
」
だ
っ
た
と
告
白
し
、
語

り
手
も
「
ご
勝
手
に
ご
完
成
を
」
と
述
べ
る
、
大
団
円
で
の
大
ど
ん
で
ん
返

し
は
、
単
な
る
菜
食
主
義
へ
の
連
想
だ
け
で
は
な
く
、「
視
座
転
換
」
に
も

通
ず
る
賢
治
の
複
眼
的
思
考
へ
の
志
向
を
示
し
て
い
る
。

（
21
）　

奥
田
弘
「
賢
治
の
読
ん
だ
本　

―
所
蔵
図
書
目
録
補
訂
―
」（
栗
原
敦

編
『
日
本
文
学
研
究
資
料
新
集
26　

宮
沢
賢
治
・
童
話
の
宇
宙
』
有
精
堂
、

一
九
九
〇
年
）、
な
ら
び
に
、
ベ
ネ
ヂ
ツ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
エ
『
美
学
』（
長
谷

川
誠
也
・
大
槻
憲
二
訳
、
春
秋
社
、
一
九
三
〇
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、

一
九
三
二
年
五
月
十
四
日
午
後
、『
岩
手
詩
集
』
を
携
え
て
病
床
の
賢
治
を
見

舞
っ
た
詩
人
・
母
木
光
（
本
名
：
藤
本
光
孝
）
は
、
夕
方
辞
す
際
に
、
賢
治

か
ら
『
美
学
原
論
』、『
芸
術
哲
学
』（
テ
ー
ヌ
）、『
仏
語
初
歩
独
修
』（
内
藤
濯
）

を
進
呈
さ
れ
て
い
る
。『
宮
澤
賢
治
年
譜
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
年
）
を

編
ん
だ
堀
尾
青
史
は
、
こ
の
『
美
学
原
論
』
に
つ
い
て
リ
ッ
プ
ス
の
も
の
か

と
推
測
し
て
い
る
が
（
同
書
二
九
一
頁
）、
当
時
、『
美
学
原
論
』
と
い
う
タ

イ
ト
ル
で
公
刊
さ
れ
て
い
た
の
は
、
大
西
克
禮
（
不
老
閣
書
房
、 

一
九
一
七

年
）、
オ
ズ
ヴ
ァ
ル
ト
・
キ
ュ
ル
ペ
（
藤
井
昭
訳
、
東
京
堂
書
店
、 

一
九
二
五

年
）、
そ
れ
に
ク
ロ
ー
チ
ェ
（
馬
場
睦
夫
訳
、
大
村
書
店
、 

一
九
二
七
年
）
の

三
冊
で
あ
り
、
こ
こ
で
進
呈
さ
れ
た
の
が
ク
ロ
ー
チ
ェ
本
（
原
著
は
春
秋
社

本
と
同
じ
主
著
）
で
あ
っ
た
可
能
性
の
方
が
高
い
と
言
え
よ
う
。

（
22
）　
『
ト
ル
ス
ト
イ
全
集
17　
芸
術
論・教
育
論
』（
中
村
融
訳
、河
出
書
房
新
社
、

一
九
七
三
年
）
一
八
頁
。

（
23
）　

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
三
太
郎
の
日
紀
』
の
三
年
後
公
刊
さ
れ
た
阿
部
次
郎

の
『
美
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
一
七
年
）
は
、
冒
頭
、
単
な
る
リ
ッ
プ
ス

の
美
学
説
の
紹
介
で
は
な
い
と
こ
と
わ
り
つ
つ
も
、
そ
の
感
情
移
入
説
の
立
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の
生
物
学
的
一
元
論
の
影
響
下
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
者Energetiker

と

し
て
知
ら
れ
て
い
た
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
オ
ス
ト
ヴ
ァ
ル
ト
（
一
八
五
三
～

一
九
三
二
）
の
『
不
死 U

nsterblichkeit

』『
真
理
と
は
何
か
？ W

as ist 

W
ahrheit?

』（
と
も
に
南
江
堂
か
ら
一
九
一
八
年
に
出
版
さ
れ
たN

ankodos 
Schulausgabe neuerer Schriftsteller

の
う
ち
の
一
冊
）
が
賢
治
の
蔵

書
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
（『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
第
十
六
巻
・
下
・
補
遺
・

電
気
資
料
篇
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
二
五
三
頁
参
照
）
を
考
え
る
と
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
論
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
稿
を
改
め

論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

[

付
記]

　
本
稿
は
、
平
成
二
二
～
二
四
年
度
岩
手
大
学
研
究
拠
点
形
成
・
重
点
研
究
支
援

経
費
「
岩
手
豊
穣
学　
―
宮
沢
賢
治
を
中
心
と
し
た
岩
手
の
研
究
―
」
に
よ
る
研

究
成
果
の
一
部
で
す
。

*

岩
手
大
学
教
育
学
部
音
楽
学
研
究
室

場
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
い
る
。
賢
治
学
者
・
押
野
武
志
に
よ
れ
ば
、
賢

治
は
蔵
書
で
あ
る
リ
ッ
プ
ス
の
訳
書
『
美
学
大
系
』（
稲
垣
末
松
訳
、
同
文

館
、
一
九
二
六
年
）
中
、「
感
情
移
入
作
用
の
み
が
物
を
美
に
見
え
し
む
る
」

（
二
一
七
頁
）
他
に
傍
線
を
引
い
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
同
『
宮
沢
賢

治
の
美
学
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
二
頁
参
照
。

（
24
）　

Ａ
・
Ｎ
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド 

『
過
程
と
実
在　

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
へ
の
試
論

　
１
』（
グ
リ
フ
ィ
ン
／
シ
ャ
ー
バ
ー
ン
校
訂
、平
林
康
之
訳
、み
す
ず
書
房
、

一
九
八
一
年
）
五
八
頁
。

（
25
）　
前
掲
『
ト
ル
ス
ト
イ
全
集
17
』
一
六
頁
。

（
26
）　
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
第
九
巻
・
童
話
Ⅱ
・
校
異
篇
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
九
五
年
）
一
一
九
～
一
二
〇
頁
参
照
。

（
27
）　

賢
治
に
よ
る
他
の
「
美
学
」
と
い
う
語
の
用
例
は
、〈
ペ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ

ン
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム
の
伝
記
〉
中
に
み
ら
れ
る
（「
す
る
と
お
前
の
処
ぢ
ゃ
し

ん
こ
細
工
の
興
業
は
や
ら
ん
な
。」
／
「
勿
論
さ
。
お
れ
の
と
こ
の
は
み
ん

な
美
学
に
か
な
っ
て
ゐ
る
。」）。
こ
こ
は
、
裁
判
長
ネ
ネ
ム
に
よ
る
問
責
に
、

奇
術
師
テ
ジ
マ
ア
が
自
在
に
加
工
で
き
る
糝
粉
細
工
に
例
え
ら
れ
た
自
ら
の

変
身
術
に
つ
い
て
「
野
蛮
の
遺
風
」
だ
と
苦
し
紛
れ
に
認
め
る
場
面
で
あ
り
、

こ
こ
で
の
「
美
学
」
は
、
ハ
ル
モ
ニ
ア
論
に
依
拠
し
た
「
固
定
し
た
化
石
し

た
模
型
の
よ
う
な
」
美
の
法
則
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
28
）　
天
沢
退
二
郎
『《
宮
沢
賢
治
》
論
』（
筑
摩
書
房
、一
九
七
六
年
）
一
五
五
頁
。

（
29
）　
森
惣
一「
全
集
第
六
巻
並
に
別
巻
解
説
」（『
宮
澤
賢
治
全
集
別
巻（
書
簡
）』、

十
字
屋
書
店
、
一
九
四
三
年
）
六
八
頁
。

（
30
）　

こ
う
し
た
活
き
活
き
と
し
た
美
へ
の
志
向
は
〈
農
民
芸
術
概
論
綱
要
〉
に

も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
が
、「
動
態
社
会
美
学
」
を
論
じ
た
石
川
三
四
郎
か

ら
の
影
響
も
看
過
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
詳
し
く
は
、
前
掲
の
拙
稿

（
二
〇
一
一
年
ｃ
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
受
賞
者
で
、

当
時
哲
学
の
分
野
で
も
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヘ
ッ
ケ
ル
（
一
八
三
四
～
一
九
一
九
）
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