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Ⅰ

は

じ

め

に

雪

太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

次
郎
を
眠
ら
せ
、
次
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

右
に
示
し
た
三
好
達
治
の
「
雪
」
は
、
彼
の
作
品
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
人

口
に
膳
灸
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

旧
制
三
高
出
身
者
の
東
大
生
を
母
胎
と
し
て
、
梶
井
基
次
郎
等
に
よ
っ
て
創

刊
（
一
九
二
四
年
一
月
）
さ
れ
た
同
人
誌
『
青
空
』
に
達
治
が
初
め
て
作
品
を

発
表
し
た
の
は
、
第
十
六
号
（
一
九
二
五
年
六
月
）
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
、

冒
頭
に
示
し
た
「
雪
」
は
、
そ
の
『
青
空
』
の
第
二
十
五
号
（
一
九
二
七
年
三

月
）
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
後
に
、
彼
の
処
女
詩
集
『
測
量
船
』
（
第
一
書
房
、

一
九
三
〇
年
十
二
月
）
に
収
載
さ
れ
た
。
表
記
等
の
異
同
は
、
初
出
以
来
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
が
人
口
に
脾
灸
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
冒
頭

に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
達
治
作
品
に
言
及
す
る
多
く
の
人
々
が
こ
の
作
品
に

言
及
し
て
い
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
今
に
至
る
も
「
雪
」
解
釈
の
全
貌
は
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
が
筆
者
の
判
断
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
状
に
鑑
み
て
、

「
雪
」
解
釈
の
鳥
撤
図
を
、
問
題
点
別
に
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
そ
う
と

す
る
の
が
本
稿
に
お
け
る
筆
者
の
意
図
で
あ
る
。
更
に
具
体
的
に
言
え
ば
、
次

章
（
Ⅱ
章
）
に
お
い
て
（
原
則
的
に
は
）
逐
語
的
検
討
を
通
し
て
、
作
品
解
釈

に
伴
う
問
題
点
を
創
出
し
、
第
Ⅲ
章
に
お
い
て
は
第
Ⅱ
章
で
立
て
た
問
題
点
に

沿
い
な
が
ら
、
そ
の
問
題
点
に
関
す
る
諸
説
を
、
主
と
し
て
適
時
的
に
整
理
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
と
な
ろ
う
。

尚
、
達
治
研
究
そ
の
も
の
か
ら
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
作
品
論
的
研
究

の
一
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
本
稿
は
、
筆
者
自
身
に
と
っ
て
は
、
同

時
に
、
次
に
示
す
様
な
三
重
の
意
味
に
お
い
て
の
基
礎
作
業
と
も
な
っ
て
い
る

こ
と
を
附
言
し
た
い
。
即
ち
、
（
主
と
し
て
小
中
学
校
を
中
心
と
す
る
）
国
語
科

授
業
研
究
、
「
読
み
（
R
e
a
d
i
n
g
）
」
の
レ
ベ
ル
設
定
研
究
、
（
筆
者
の
勤
務
場

所
で
あ
る
大
学
に
お
け
る
）
授
業
実
践
・
報
告
研
究
の
基
礎
作
業
的
役
割
を
も

本
稿
に
負
わ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
以
上
三
つ
の
そ
れ

ぞ
れ
の
点
に
つ
い
て
、
既
に
論
文
・
口
頭
発
表
等
に
よ
っ
て
、
そ
の
第
一
次
発

ヘ
ー

表
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
鏑
、
本
稿
を
基
礎
作
業
と
し
て
、

こ
れ
ら
三
点
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
第
二
次
作
業
に
着
手
し
た
い
と
考
え
て
い
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直
接
の
言
 
 

那
銅
鍼
机
㍍
再
㈹
㍑
結
い
㍑
吊
㍑
㍍
…
㍍
㍑
 
 

Ⅱ
 
逐
語
的
検
討
に
よ
る
閉
篭
点
の
創
出
 
 

本
章
に
お
い
て
は
、
「
雪
」
を
逐
語
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
解
釈
上
 
 

の
問
題
点
を
割
出
す
る
。
別
出
さ
れ
た
問
題
点
ほ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
回
）
 
の
ご
と
 
 

く
記
号
を
附
す
こ
と
と
し
、
第
Ⅲ
章
に
お
い
て
逐
一
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
な
 
 

ろ
う
。
 
 
 

最
初
に
、
も
う
一
度
作
品
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
 
 

雪
 
 

太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。
 
 
 

次
郎
を
眠
ら
せ
、
次
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。
 
 

と
こ
ろ
で
、
作
品
を
読
み
始
め
る
や
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
読
者
は
ま
ず
 
 

本
作
品
の
題
名
で
あ
る
＜
雪
＞
を
限
に
す
る
。
（
何
）
 
 
 

つ
い
で
、
題
名
＜
雪
＞
に
続
く
最
初
の
行
の
冒
頭
に
、
読
者
は
＜
太
郎
＞
な
 
 

人
男
子
の
名
で
あ
る
こ
の
＜
太
郎
＞
ほ
、
特
定
の
個
人
を
示
す
か
否
か
の
問
題
 
 

細
 
る
人
名
ら
し
き
も
の
を
眼
に
す
る
。
人
名
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
典
型
的
な
日
本
 
 
 

が
脳
裏
を
過
ぎ
る
。
（
㈲
）
 
 
 

＜
太
郎
剖
＞
（
傍
線
引
用
老
）
1
＜
太
郎
＞
は
客
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
 
 

い
る
可
能
性
が
強
い
と
い
う
予
測
を
立
て
る
。
こ
の
予
測
は
＜
限
ら
せ
＞
に
よ
 
 

っ
て
完
結
す
る
。
＜
太
郎
＞
が
客
語
で
あ
る
な
ら
ば
、
主
語
は
誰
（
何
）
で
あ
 
 

ろ
う
か
。
（
M
）
 
 
 

つ
い
で
、
＜
眠
ら
せ
＞
の
次
に
あ
る
読
点
に
着
目
す
る
。
句
読
点
の
用
い
ら
 
 

れ
ぬ
こ
と
も
多
い
詩
作
品
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
は
留
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
 
 

点
で
あ
る
。
（
囲
）
 
 
 

句
点
の
存
在
に
よ
り
、
こ
の
一
「
文
」
の
完
結
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
 
 

そ
こ
で
、
改
め
て
こ
の
「
文
」
を
辿
り
返
し
て
み
る
と
ま
ず
リ
ズ
ム
と
し
て
 
 

は
＜
太
郎
を
眠
ら
せ
＞
＜
太
郎
の
眞
根
に
＞
＜
雪
ふ
り
つ
む
＞
と
8
・
7
・
6
 
 

の
音
数
律
の
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
（
川
）
 
こ
の
8
・
7
・
6
 
 

の
音
数
律
は
、
「
雪
」
と
、
短
歌
や
俳
句
の
伝
統
詩
型
と
の
関
わ
り
の
問
題
を
 
 

誘
引
す
る
。
（
用
）
 
い
っ
た
ん
リ
ズ
ム
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
す
る
と
、
 
 

そ
こ
か
ら
、
（
母
）
音
構
造
の
問
題
も
き
わ
め
て
近
い
。
（
㈲
）
。
ま
た
、
＜
太
 
 

郎
＞
↓
＜
太
郎
の
屋
根
＞
1
＜
雪
＞
と
い
う
叙
述
塀
序
も
、
こ
の
詩
を
考
え
て
 
 

行
く
上
で
、
除
外
で
き
ぬ
点
で
あ
ろ
う
。
（
〓
）
 
 
 

＜
次
郎
を
眠
ら
せ
、
＞
 
－
 
＜
次
郎
＞
が
出
現
す
る
＜
太
郎
＞
と
い
う
典
型
 
 

的
な
日
本
人
名
に
伴
う
問
題
は
（
㈲
）
、
こ
の
＜
次
郎
＞
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
 
 

表
現
さ
れ
る
時
に
、
明
ら
か
に
一
定
の
方
向
を
も
つ
。
 
 
 

＜
次
郎
を
眠
ら
せ
＞
は
＜
太
郎
を
眠
ら
せ
＞
と
＜
次
郎
＞
＜
太
郎
＞
の
一
語
 
 

を
除
い
て
全
く
同
一
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
前
行
に
お
い
て
、
「
太
郎
 
 

を
 
ー
、
太
郎
の
 
－
 
」
と
同
一
行
内
に
お
い
て
感
じ
た
或
る
繰
り
返
し
の
感
 
 

覚
（
何
）
は
、
横
へ
も
拡
大
さ
れ
る
の
を
予
感
す
る
。
（
帥
）
 
 
 

＜
次
郎
の
産
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。
＞
！
両
行
に
ま
た
が
る
繰
り
返
し
は
、
 
 

＜
太
郎
＞
＜
次
郎
＞
の
部
分
を
除
い
て
、
全
く
同
一
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
 
 

＜
太
郎
（
の
屋
根
に
）
＞
 
－
 
再
度
＜
太
郎
∨
が
出
現
す
る
。
こ
の
再
出
或
 
 

は
意
味
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
（
何
）
＜
太
郎
の
屋
根
＞
Ⅰ
こ
の
表
現
は
、
 
 

日
常
的
言
語
使
用
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
ど
う
も
飛
躍
が
感
じ
ら
れ
る
。
（
椚
）
 
 
 

＜
雪
ふ
り
つ
む
。
＞
 
－
 
「
ふ
り
つ
む
」
の
主
語
は
、
＜
雪
＞
で
あ
る
こ
と
 
 

を
確
認
す
る
。
と
す
る
と
こ
の
＜
雪
＞
は
、
＜
太
郎
を
眠
ら
せ
＞
に
ま
で
潮
及
 
 

し
う
る
か
の
問
題
が
起
り
（
㈹
）
と
対
応
す
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
＜
ふ
り
つ
む
＞
ほ
、
ど
う
し
て
「
降
り
揖
む
」
で
な
く
、
＜
ふ
 
 

り
つ
む
＞
と
平
仮
名
の
み
の
表
記
な
の
か
。
（
㈲
）
ま
た
∧
ふ
り
可
紬
＞
（
傍
 
 

線
引
用
者
）
は
、
ど
う
し
て
＜
ふ
り
つ
も
る
＞
で
な
く
＜
ふ
り
司
瑚
＞
と
文
語
 
 

表
現
を
用
い
て
い
る
の
か
。
（
㈲
）
 
 

2   
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る
。
（
何
）
。
し
か
も
、
詩
ほ
こ
こ
で
終
結
す
る
。
 
 
 

5  

読
み
了
え
た
と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
、
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
問
題
 
 

の
い
く
つ
か
を
列
挙
す
る
こ
と
と
す
る
。
∧
太
郎
＞
と
∧
次
郎
＞
と
の
間
柄
は
 
 

何
か
、
（
何
）
＜
雪
＞
の
降
っ
て
い
る
場
所
は
ど
こ
か
、
（
M
）
「
話
者
（
s
p
e
a
k
e
r
）
」
 
 

の
位
置
は
ど
こ
か
、
（
囲
）
な
ど
で
あ
り
、
更
に
は
、
こ
の
作
品
へ
の
影
響
へ
㈹
）
 
 

や
、
「
雪
」
と
達
治
の
他
の
作
品
と
の
関
連
（
M
）
を
も
あ
げ
う
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

以
上
、
逐
語
読
み
と
い
う
形
態
を
用
い
な
が
ら
、
「
雪
」
解
釈
の
問
題
点
を
と
 
 

り
上
げ
て
み
た
が
、
こ
う
し
た
形
態
を
用
い
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
右
に
列
挙
し
 
 

た
問
題
点
の
中
に
包
含
さ
れ
難
い
そ
の
他
の
問
題
点
も
存
す
る
で
あ
ろ
う
（
M
）
。
 
 

が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
読
者
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、
以
上
の
問
題
点
を
 
 

踏
ま
え
た
上
で
の
本
作
品
へ
の
評
価
で
あ
ろ
う
。
（
M
）
 
 

皿
 
問
題
点
別
の
具
体
的
検
討
 
 

本
章
に
お
い
て
は
、
前
章
で
列
挙
し
た
問
題
点
（
何
～
M
）
 
の
そ
れ
ぞ
れ
に
 
 

つ
い
て
個
別
的
に
検
討
す
る
。
尚
、
そ
の
際
、
問
題
点
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
 
 

に
関
連
し
て
、
各
項
目
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
こ
れ
を
留
保
す
る
こ
と
、
 
 
 

及
び
従
来
の
諸
説
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
時
的
に
示
す
こ
と
を
原
則
と
し
て
 
 

い
る
こ
と
を
附
言
し
た
い
と
患
う
。
 
 

回
 
窺
名
と
し
て
の
＜
雪
＞
 
 

本
作
品
に
つ
い
て
、
こ
の
題
名
の
＜
雪
＞
に
言
及
し
て
い
る
文
献
ほ
は
と
ん
 
 

ど
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
も
「
形
象
と
し
て
の
題
名
」
の
も
と
に
左
 
 

記
の
ご
と
く
説
く
西
郷
竹
彦
氏
の
言
〔
古
田
・
西
郷
（
5
5
）
（
一
九
七
〇
）
脾
鑓
 
 

6
 
～
鍬
〕
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

私
な
ら
ば
、
や
は
り
、
題
名
と
な
っ
て
い
る
「
雪
」
と
い
う
文
字
に
ま
ず
着
目
さ
 
 
 

せ
、
そ
れ
を
形
象
と
し
て
と
ら
え
さ
せ
た
い
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
詩
全
体
に
か
 
 
 

か
わ
る
題
名
の
「
雪
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
は
じ
め
に
読
者
の
な
か
に
喚
起
し
て
お
き
、
 
 
 

そ
れ
に
つ
づ
い
て
、
「
太
郎
を
眠
ら
せ
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
く
り
だ
し
て
い
く
の
で
す
。
 
 
 

こ
の
題
名
「
雪
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
は
っ
き
り
意
識
化
さ
せ
な
い
で
第
一
行
、
あ
る
い
 
 
 

は
第
二
行
の
主
語
の
セ
ン
サ
ク
を
お
こ
な
っ
た
の
で
は
読
み
と
り
が
不
確
か
な
も
の
 
 
 

と
な
る
で
し
ょ
う
。
 
 

一
般
に
題
名
は
詩
本
文
を
説
明
す
る
も
の
、
あ
る
い
ほ
、
詩
の
主
題
を
あ
ら
わ
す
 
 
 

も
の
…
…
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
む
し
ろ
、
題
名
は
詩
の
冒
頭
に
あ
 
 

っ
て
、
第
一
行
の
つ
く
り
だ
す
形
象
に
先
行
す
る
形
象
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
 
 
 

し
か
も
、
こ
の
形
象
と
し
て
の
題
名
ほ
、
詩
全
体
に
ひ
び
き
あ
う
も
の
と
し
て
の
位
 
 
 

置
、
役
割
を
も
占
め
て
い
ま
す
。
（
形
象
の
相
聞
性
と
全
一
性
）
 
 

㈲
 
＜
太
郎
＞
＜
次
郎
＞
と
い
う
名
称
 
 

＜
太
郎
＞
＜
次
郎
＞
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
特
定
の
個
人
を
指
す
か
否
か
に
つ
 
 

い
て
ほ
、
解
釈
の
揺
れ
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
＜
太
郎
＞
＜
次
郎
＞
が
特
 
 

定
の
個
人
を
指
す
の
だ
と
い
う
説
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
 
 

で
は
、
こ
の
用
い
方
を
「
代
名
詞
風
」
と
し
た
河
上
徹
太
郎
〔
（
3
）
（
一
九
三
 
 

九
）
〕
や
「
勿
論
具
体
的
な
存
在
で
は
な
い
」
と
し
た
青
田
精
一
〔
（
5
）
（
一
九
 
 

五
一
）
〕
な
ど
の
、
今
回
の
検
討
資
料
中
で
は
、
早
期
に
属
す
る
も
の
の
み
を
 
 

挙
げ
る
こ
と
と
し
よ
う
。
以
上
述
べ
て
来
た
考
え
方
は
、
つ
ま
り
は
「
こ
の
名
 
 

前
が
意
味
あ
り
げ
な
新
奇
な
意
味
を
こ
め
た
の
で
な
い
の
が
よ
い
」
〔
長
谷
川
 
 

（
7
0
）
（
一
九
七
四
）
〕
と
い
う
評
価
に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

尚
、
＜
太
郎
＞
∧
次
郎
＞
と
い
う
風
に
 
「
い
き
な
り
姓
で
な
く
名
が
持
ち
出
 
 

さ
れ
て
い
る
」
〔
川
本
（
釦
）
（
一
九
七
六
）
〕
 
こ
と
や
、
＜
太
郎
＞
＜
次
郎
＞
の
 
 

対
比
は
、
あ
く
ま
で
＜
太
郎
＞
に
対
す
る
∧
次
郎
＞
と
い
う
同
性
の
男
子
で
あ
 
 

っ
て
、
例
え
ば
花
子
と
い
う
異
性
と
の
対
比
で
は
な
い
こ
と
、
〔
長
谷
川
（
7
1
）
 
 

（
一
九
七
四
）
〕
、
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
＜
太
郎
＞
∧
次
郎
＞
と
 
 

い
う
名
称
は
、
後
に
（
M
）
言
及
す
る
∧
眠
ら
せ
＞
と
も
閑
虐
し
て
、
こ
の
両
 
 

暑
が
子
供
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
招
来
す
る
の
で
あ
ろ
恕
 
 
 

8  
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M
 
＜
眠
ら
せ
＞
の
主
体
 
 

＜
眠
ら
せ
＞
の
主
体
に
関
す
る
問
題
点
を
筆
者
の
考
え
に
基
い
て
整
理
し
直
 
 

す
と
こ
ろ
か
ら
本
節
の
考
察
を
始
め
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

S
例
え
ば
＜
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。
＞
の
一
行
を
 
 
 

例
に
と
れ
ば
、
前
半
の
＜
太
郎
を
眠
ら
せ
＞
に
お
い
て
は
、
そ
の
主
体
が
明
 
 
 

示
さ
れ
て
い
な
い
。
明
示
さ
れ
て
い
な
い
主
体
を
、
読
者
は
＜
眠
ら
せ
＞
か
 
 
 

ら
探
ろ
う
と
す
る
。
 
 
 

㈹
そ
の
際
、
＜
眠
ら
せ
＞
と
い
う
語
に
引
か
れ
て
、
主
体
と
し
て
生
あ
る
も
 
 
 

の
 
（
人
間
）
、
更
に
具
体
的
に
は
＜
太
郎
＞
（
と
い
う
お
そ
ら
く
は
子
供
）
 
 
 

を
眠
ら
せ
る
に
相
応
し
い
者
と
し
て
の
母
親
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
る
。
 
 
 

㈹
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
予
想
は
、
後
半
の
＜
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
 
 
 

む
＞
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
壁
に
遭
遇
す
る
。
即
ち
、
∧
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
 
 
 

り
つ
む
＞
の
主
語
で
あ
る
＜
雪
＞
を
、
前
半
の
＜
太
郎
を
眠
ら
せ
＞
の
主
語
 
 
 

と
す
る
と
「
雪
…
…
眠
ら
せ
」
と
な
り
、
日
常
的
言
語
使
用
の
観
点
か
ら
は
、
 
 

一
種
の
不
自
然
さ
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
か
と
言
っ
て
、
前
半
 
 
 

に
主
語
「
母
」
を
補
な
い
 
「
（
母
）
…
…
眠
ら
せ
、
雪
…
…
ふ
り
つ
も
る
」
 
 
 

と
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
も
強
引
さ
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
 
 
 

困
難
さ
を
い
か
に
克
服
す
る
か
。
 
 
 

目
し
か
も
㈹
に
お
け
る
困
難
さ
の
克
服
ほ
、
単
に
例
え
ば
＜
眠
ら
せ
＞
の
主
 
 
 

語
は
＜
雪
＞
で
あ
る
と
い
う
夙
に
断
ず
る
の
み
の
狭
義
の
文
法
的
事
実
を
指
 
 
 

摘
す
る
の
み
で
な
く
、
＜
眠
ら
せ
＞
の
主
体
云
々
が
、
詩
語
と
し
て
の
＜
太
 
 
 

郎
を
眠
ら
せ
＞
の
有
効
さ
を
証
明
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
 
 
 

以
上
示
し
た
ご
と
き
四
つ
の
観
点
に
基
く
な
ら
ば
、
＜
眠
ら
せ
＞
の
主
体
云
 
 

々
に
つ
い
て
の
解
釈
史
の
出
発
は
、
ま
ず
問
題
点
の
困
難
さ
（
特
に
S
～
㈹
）
 
 

を
漠
然
と
感
じ
る
所
か
ら
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
「
『
眠
ら
 
 

せ
』
と
い
ふ
や
う
な
抽
象
的
な
表
現
」
〔
（
3
）
（
一
九
三
九
）
〕
と
か
「
突
急
な
 
 

象
徴
的
な
喚
び
起
し
」
〔
（
1
9
）
（
一
九
六
〇
）
〕
と
す
る
河
上
徹
太
郎
氏
や
「
太
 
 

郎
や
次
郎
を
眠
ら
せ
る
声
は
人
間
の
声
で
は
な
い
」
と
し
て
「
鳥
語
」
を
示
し
 
 

た
〔
（
3
0
）
（
一
九
六
五
）
〕
田
村
隆
一
氏
の
発
言
の
中
に
こ
う
し
た
状
況
の
典
 
 

型
を
筆
者
は
見
る
。
 
 
 

○   0  

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
山
本
健
書
氏
は
「
『
太
郎
を
眠
ら
せ
』
『
次
郎
を
 
 

眠
ら
せ
』
と
い
う
の
は
、
母
親
の
凰
い
で
あ
る
。
」
〔
（
2
9
）
（
一
九
六
五
）
傍
線
 
 

引
用
老
〕
と
し
て
（
傍
線
部
に
徽
妙
な
問
題
を
残
し
な
が
ら
も
）
＜
眠
ら
せ
＞
 
 

の
主
体
母
親
説
と
呼
ん
で
も
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
説
を
提
出
す
る
。
こ
 
 

の
山
本
氏
の
説
は
、
先
に
示
し
た
四
つ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
何
の
点
に
重
心
 
 

の
あ
る
説
で
あ
る
と
筆
者
は
判
断
す
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
右
に
述
べ
た
山
本
氏
の
説
は
、
古
田
拡
氏
の
主
と
し
て
文
法
的
 
 

立
場
か
ら
の
批
判
を
う
け
る
。
〔
古
田
・
西
郷
（
5
5
）
（
一
九
七
〇
）
 
p
p
乃
～
7
5
〕
。
 
 

氏
は
＜
眠
ら
せ
＞
の
主
語
＜
雪
＞
説
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
次
の
部
分
の
 
 

指
摘
は
、
就
中
重
要
で
あ
ろ
う
。
 
 

そ
う
そ
う
、
こ
う
い
う
図
式
を
示
し
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
雪
を
全
文
の
主
 
 

語
と
す
る
と
、
 
 

と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
を
そ
の
ま
ま
に
す
な
ま
に
読
み
下
せ
ば
そ
う
な
る
の
が
 
 

あ
た
り
ま
え
で
あ
る
。
 
 

と
こ
ろ
が
、
「
眠
ら
せ
」
の
主
語
が
母
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、
「
母
」
と
い
う
 
 

け
巨
 
 
主
語
を
省
略
し
た
こ
と
に
な
る
。
主
語
の
省
略
は
、
日
本
語
の
特
長
の
一
つ
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
の
詩
で
、
母
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の
は
、
平
面
論
理
・
常
識
論
 
 
 

理
に
よ
る
考
え
か
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
も
し
前
半
の
主
語
を
母
と
す
る
と
、
つ
 
 
 

ぎ
の
よ
う
な
図
式
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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あ
の
詩
の
一
行
の
読
み
下
し
が
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
、
意
識
の
流
れ
は
、
 
 
 

ス
ム
ー
ズ
に
一
息
（
意
識
的
の
一
息
）
 
に
は
読
み
下
せ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

〔
前
掲
 
顎
～
7
5
〕
 
 

右
の
ご
と
き
古
田
氏
の
説
に
対
応
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
更
に
止
揚
し
て
み
せ
 
 

た
の
が
西
郷
竹
彦
氏
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
西
郷
氏
の
説
は
、
次
に
み
る
ご
と
 
 

く
筆
者
の
先
に
あ
げ
た
四
つ
の
観
点
の
全
て
に
答
え
る
形
と
も
な
っ
て
い
る
の
 
 

で
、
以
下
、
や
ゝ
長
き
に
わ
た
る
引
用
を
行
な
い
た
い
と
思
う
。
 
 
 

読
者
は
詩
の
冒
頭
に
お
い
て
「
太
郎
を
眠
ら
せ
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
幼
な
子
と
 
 

イ
メ
ー
ジ
 
 

い
う
愛
ら
し
い
も
の
の
形
象
と
そ
れ
を
眠
ら
せ
て
い
る
母
性
的
な
も
の
の
暖
か
い
、
 
 

イ
メ
ー
ジ
 
 

や
さ
し
い
形
象
を
先
取
り
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
母
」
で
あ
る
い
う
 
 

た
し
か
な
形
象
に
ま
で
は
い
た
り
ま
せ
ん
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
冒
頭
に
お
い
て
形
 
 

成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
 
（
形
象
）
 
は
、
そ
の
あ
と
に
引
き
つ
づ
く
形
象
に
ひ
び
き
、
あ
 
 

と
あ
と
ま
で
、
尾
を
ひ
い
て
い
く
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
あ
と
に
出
て
く
る
 
 

「
雪
」
と
い
う
形
象
は
、
先
行
す
る
形
象
の
人
間
的
、
母
性
的
、
暖
か
い
、
や
さ
し
 
 

い
、
ふ
く
よ
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
愛
け
て
、
何
や
ら
暖
か
い
、
や
さ
し
い
、
や
わ
ら
か
 
 

な
、
い
つ
く
し
み
を
も
っ
た
撃
と
し
て
感
じ
と
ら
れ
て
く
る
の
で
す
。
 
 
 

そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
日
常
的
な
説
明
的
な
文
章
に
お
け
る
「
雪
が
降
っ
て
」
と
い
 
 

う
こ
と
ば
は
、
冷
た
い
と
い
う
日
常
的
な
イ
メ
ー
ジ
し
か
ひ
き
お
こ
し
ま
せ
ん
。
お
 
 

な
じ
「
雪
」
と
い
う
語
で
も
、
そ
の
文
脈
の
中
で
の
位
置
に
よ
っ
て
つ
ま
り
こ
の
詩
 
 

に
お
い
て
は
あ
た
た
か
い
と
い
う
非
日
常
的
た
イ
メ
ー
ジ
に
転
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
 
 

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
虚
構
と
は
、
日
常
的
な
現
実
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
越
 
 

え
た
非
日
常
的
な
ゆ
た
か
な
イ
メ
ー
ジ
と
ふ
か
い
意
味
が
つ
く
り
だ
さ
れ
る
こ
と
で
 
 

あ
る
と
い
う
の
が
私
の
持
論
な
の
で
す
が
、
こ
の
詩
に
も
こ
の
論
理
が
み
ご
と
に
生
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈹
 
 

か
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
 
 
 

（
中
略
）
 
 
 

こ
の
「
雪
」
の
詩
は
、
「
太
郎
を
眠
ら
せ
」
の
主
語
を
あ
え
て
伏
せ
る
こ
と
に
よ
 
 

っ
て
、
母
性
的
な
暖
か
い
や
さ
し
い
、
や
わ
ら
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
の
中
に
ひ
き
 
 
 

お
こ
さ
せ
、
そ
れ
が
あ
と
に
つ
づ
く
「
雪
」
の
形
象
を
方
向
づ
け
て
い
る
の
で
す
。
 
 

（
中
略
）
 
 

文
芸
の
本
質
か
ら
考
え
て
、
こ
こ
で
「
太
郎
を
眠
ら
せ
」
の
主
語
を
セ
ン
サ
ク
す
 
 
 

る
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
母
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
雪
」
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
の
イ
 
 
 

メ
ー
ジ
の
重
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
「
あ
い
ま
い
さ
」
に
お
い
て
鑑
賞
さ
せ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
個
 
 
 

た
い
気
持
ち
で
す
。
 
 

右
に
示
し
た
ご
と
き
西
郷
氏
の
周
到
な
論
の
提
出
に
も
拘
ら
ず
、
実
は
、
詩
 
 

壇
・
文
壇
に
お
い
て
は
、
＜
眠
ら
せ
＞
の
主
体
母
親
説
は
撤
回
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 

西
郷
氏
が
、
国
語
教
育
を
中
心
に
活
動
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
詩
壇
・
文
 
 

壇
に
属
す
る
人
々
の
多
く
に
は
西
郷
氏
の
業
績
（
や
古
田
氏
の
業
績
）
が
知
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
 

・
 
¢
 
 

れ
て
い
な
い
こ
と
に
そ
の
最
大
の
原
因
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
附
言
 
 

し
た
い
こ
と
も
あ
る
の
で
そ
の
点
に
言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
＜
眠
ら
せ
＞
の
主
体
母
親
説
と
い
う
べ
き
も
の
は
、
先
に
挙
げ
 
 

た
山
本
健
吉
氏
に
よ
っ
て
の
み
説
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
晩
年
の
達
治
の
 
 

身
近
に
あ
り
、
達
治
研
究
の
上
に
も
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
石
原
八
束
氏
 
 

に
よ
っ
て
も
読
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
（
4
9
）
（
一
九
六
九
）
p
p
1
1
～
1
4
。
 
 

他
〕
石
原
氏
の
＜
眠
ら
せ
＞
の
主
体
母
親
説
の
背
後
に
あ
る
考
え
は
、
『
測
量
 
 

船
』
を
「
母
へ
の
愛
の
詩
集
」
〔
（
5
7
）
（
一
九
七
〇
）
 
ト
1
8
邑
〕
と
す
る
と
こ
ろ
 
 

か
ら
釆
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

詩
壇
等
に
お
け
る
＜
眠
ら
せ
＞
の
主
体
母
親
説
へ
の
批
判
は
、
安
西
均
〔
（
7
6
）
 
 

（
一
九
七
五
）
〕
吉
本
隆
明
〔
（
7
7
）
（
一
九
七
五
）
〕
大
岡
信
〔
（
8
5
）
（
一
九
七
 
 

七
）
〕
佐
々
木
幸
綱
〔
（
1
0
2
）
（
一
九
八
〇
）
〕
等
の
各
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
 
 

る
の
で
あ
る
が
、
各
氏
の
批
判
が
、
石
原
氏
の
場
合
に
は
、
氏
の
基
本
的
考
え
 
 

で
あ
る
『
測
量
船
』
 
へ
の
考
え
方
そ
の
も
の
の
批
判
に
達
し
て
い
な
い
点
、
ま
 
 

た
山
本
氏
の
場
合
に
ほ
、
詩
壇
人
の
批
判
が
先
に
筆
者
の
あ
げ
た
四
つ
の
観
点
 
 

の
う
ち
の
何
の
段
階
に
達
し
て
い
な
い
と
山
本
氏
が
判
断
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
的
 
 

か
ら
、
両
氏
と
も
∧
眠
ら
せ
＞
の
主
体
母
親
説
を
撤
回
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
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の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
判
断
で
あ
る
。
 
 
 

筆
者
の
判
断
の
正
否
は
一
ま
ず
お
く
と
し
て
も
西
郷
説
へ
の
無
知
（
無
視
）
 
 

が
、
多
く
の
詩
壇
人
に
と
っ
て
は
、
西
郷
氏
と
は
別
に
独
自
で
は
ゞ
同
じ
内
容
 
 

に
達
し
た
入
沢
康
夫
氏
〔
（
1
0
0
）
（
一
九
七
九
）
掛
1
6
g
～
m
〕
の
出
現
に
至
る
ま
 
 

で
、
ほ
ゞ
十
年
の
月
日
を
空
転
せ
し
め
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
断
言
し
て
お
 
 

い
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

用
 
句
読
点
 
 

「
雪
」
所
収
の
『
測
量
船
』
に
限
っ
て
み
て
も
、
句
読
点
は
、
散
文
詩
以
外
 
 

に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
、
短
詩
型
運
動
か
ら
の
 
 

影
響
の
具
体
相
の
一
つ
を
見
よ
う
と
す
る
考
え
〔
小
野
（
8
4
）
（
一
九
七
七
）
〕
 
 

の
現
出
す
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ま
た
、
句
読
点
の
存
在
に
よ
り
、
「
8
、
7
6
。
8
、
7
6
。
」
の
リ
ズ
ム
は
 
 

よ
り
鮮
明
に
な
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
何
に
お
け
る
古
田
発
言
、
お
よ
び
、
 
 

川
珂
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
）
 
 

M
 
＜
太
郎
＞
の
再
出
 
 

＜
太
郎
＞
の
再
出
の
問
題
は
、
従
来
の
解
釈
史
上
の
一
つ
の
盲
点
と
で
も
言
 
 

っ
て
よ
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
「
外
面
的
音
楽
形
成
」
の
一
部
と
し
て
、
こ
の
＜
太
 
 

郎
＞
の
繰
り
返
し
を
指
摘
し
た
長
谷
川
泉
氏
〔
（
7
0
）
（
一
九
七
四
）
〕
や
、
「
『
等
 
 

価
の
原
理
を
選
択
の
軸
か
ら
結
合
の
軸
へ
投
影
す
る
』
と
い
う
詩
的
機
能
」
の
 
 

観
点
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
も
言
及
し
た
川
本
茂
氏
〔
（
8
0
）
（
一
九
七
六
）
〕
の
 
 

言
も
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
の
意
味
を
よ
り
深
化
さ
せ
て
示
し
え
た
の
は
、
次
の
 
 

ご
と
き
入
沢
康
夫
氏
の
発
言
で
あ
ろ
う
。
〔
（
1
0
0
）
（
一
九
七
九
）
 
匹
1
－
0
〕
 
 

第
一
行
と
第
二
行
が
、
「
太
郎
」
「
次
郎
」
の
ち
が
ひ
だ
け
で
、
あ
と
は
全
く
同
じ
 
 
 

文
か
ら
成
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
誰
し
も
着
目
し
、
口
に
も
し
て
ゐ
る
わ
け
だ
 
 
 

が
、
こ
の
点
は
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
で
、
「
太
郎
」
「
次
郎
」
が
二
度
く
り
返
さ
れ
 
 
 

て
い
て
こ
と
一
（
「
太
郎
を
…
…
、
太
郎
の
…
…
／
次
郎
を
…
…
、
次
郎
の
…
…
」
）
と
 
 
 

結
ん
で
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
や
う
に
、
私
は
感
ず
る
。
こ
の
同
一
行
内
で
の
 
 
 

太
郎
（
第
二
行
で
は
次
郎
）
 
の
く
り
返
し
が
、
各
行
の
前
半
と
後
半
と
を
分
離
さ
せ
 
 
 

る
。
つ
ま
り
、
雪
を
主
体
と
し
て
意
味
伝
達
を
眼
目
に
文
を
と
と
の
へ
れ
は
、
 
 

個
 
 

雪
は
太
郎
を
眠
ら
せ
、
そ
の
 
（
眠
っ
て
ゐ
る
）
島
根
の
上
に
ふ
り
帯
も
っ
て
行
く
 
 
 

と
い
っ
た
こ
と
に
な
ら
う
が
、
作
者
は
、
「
雪
」
を
「
雪
ふ
り
つ
む
」
と
い
ふ
、
2
・
 
 
 

2
・
2
と
い
ふ
小
き
ざ
み
の
リ
ズ
ム
を
持
つ
一
か
た
ま
り
の
語
句
の
中
に
 
（
主
格
助
 
 
 

詩
も
省
い
て
）
 
押
し
こ
め
、
し
か
も
行
末
に
配
置
し
、
そ
の
一
方
で
、
太
郎
（
次
 
 
 

郎
）
 
の
語
を
二
度
も
く
り
返
す
の
で
あ
る
。
く
り
返
さ
れ
、
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
 
 
 

ょ
っ
て
よ
く
響
く
「
太
郎
（
次
郎
）
」
が
、
何
よ
り
も
ま
づ
、
読
者
に
強
く
印
象
づ
 
 
 

け
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
が
前
半
と
後
半
に
分
れ
る
と
い
ふ
感
じ
が
す
る
。
 
 

∽
 
＜
太
郎
の
屋
根
＞
の
非
日
常
性
 
 

＜
太
郎
の
屋
根
＞
と
い
う
表
現
は
日
常
的
に
は
、
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
。
 
 

「
通
常
、
私
た
ち
は
『
太
郎
の
家
に
』
と
か
『
太
郎
の
家
の
屋
根
に
』
と
か
い
 
 

う
は
ず
で
す
。
い
や
、
も
っ
と
世
間
的
に
い
う
な
ら
『
西
郷
の
家
』
と
か
『
古
 
 

田
さ
ん
の
家
』
と
か
名
よ
り
も
姓
の
ほ
う
を
冠
す
る
こ
と
が
多
い
」
〔
古
田
・
 
 

西
郷
（
5
5
）
（
一
九
七
〇
）
 
匹
8
3
〕
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
 
「
名
字
の
な
い
昔
の
言
 
 

ひ
方
と
し
て
、
『
吾
作
の
屋
根
』
『
新
一
の
屋
根
』
と
い
っ
た
言
ひ
方
は
あ
っ
た
 
 

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
場
合
で
も
家
長
の
名
で
あ
ら
う
。
」
〔
入
沢
（
1
0
0
）
（
一
 
 

九
七
九
）
 
P
m
〕
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
事
実
を
考
え
る
な
ら
ば
、
我
々
は
＜
太
郎
の
屋
根
＞
の
表
現
に
注
㈹
 
 

で
掲
げ
た
中
村
明
氏
の
 
「
結
合
比
喩
」
を
援
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
 
 

ろ
う
。
即
ち
、
＜
太
郎
の
屋
根
＞
に
お
け
る
助
詞
「
の
」
は
、
所
属
を
示
す
の
 
 

み
で
な
く
、
喩
詞
＜
太
郎
＞
と
、
被
喩
詞
「
屋
根
」
と
を
結
合
す
る
機
能
を
も
 
 

併
せ
有
し
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
よ
く
、
（
後
に
述
べ
る
り
帥
な
ど
と
も
関
連
 
 

し
な
が
ら
）
＜
太
郎
＞
や
＜
屋
根
＞
を
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

・■一 6   
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㈲
 
＜
ふ
り
つ
む
＞
の
平
仮
名
表
記
 
 

文
字
表
記
の
相
違
が
読
者
に
ど
う
し
た
感
じ
を
も
た
せ
る
か
に
つ
い
て
は
微
 
 

妙
な
問
題
が
多
い
。
筆
者
と
し
て
は
、
現
状
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
へ
の
深
 
 

入
り
は
避
け
た
い
思
い
を
も
つ
。
 
 
 

こ
こ
で
は
、
表
記
が
「
降
り
積
む
」
と
い
う
漢
字
湿
り
表
記
で
は
な
く
＜
ふ
 
 

り
つ
む
＞
と
平
仮
名
表
記
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
「
や
わ
ら
か
い
静
か
 
 

さ
」
〔
古
田
・
西
郷
（
5
5
）
（
一
九
七
〇
）
 
匹
閏
〕
を
感
ず
る
意
見
の
あ
る
こ
と
 
 

を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
 
 

仙
 
「
文
語
」
的
か
「
口
語
」
的
か
 
 
 

＜
ふ
り
．
つ
む
l
＞
（
傍
線
引
用
老
）
は
、
現
代
語
で
言
え
ば
「
ふ
り
つ
も
る
」
で
 
 

あ
ろ
う
。
そ
れ
に
関
連
し
て
か
、
こ
の
作
品
に
対
し
て
「
口
語
」
的
と
か
「
文
 
 

語
」
的
と
す
る
評
言
が
見
う
け
ら
か
る
。
 
 
 

諸
説
を
大
別
す
る
と
、
「
口
語
」
も
し
く
は
「
口
語
調
」
と
す
る
も
の
〔
那
 
 

珂
（
3
3
）
（
一
九
六
六
）
、
萬
田
（
7
5
）
（
一
九
七
五
）
〕
「
文
語
調
」
と
す
る
も
の
 
 

〔
長
沢
（
9
4
）
（
一
九
七
九
）
（
1
鵬
）
（
一
九
八
〇
）
〕
お
よ
び
両
者
の
混
在
と
す
 
 

る
も
の
〔
小
野
（
8
4
）
（
一
九
七
七
）
、
畠
中
（
M
）
（
一
九
七
九
）
 
掛
川
〕
と
の
三
 
 

者
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
諸
説
は
、
「
口
語
」
と
「
文
語
」
と
を
ど
う
規
定
す
 
 

る
か
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
基
い
て
具
体
的
に
作
品
の
ど
の
部
分
を
そ
の
 
 

根
拠
と
し
て
用
い
て
い
る
か
の
二
点
を
明
示
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
共
通
の
弱
 
 

点
を
有
す
る
。
 
 
 

筆
者
と
し
て
は
、
曖
昧
性
の
残
る
「
文
語
」
「
口
語
」
と
い
う
二
分
法
を
用
 
 

い
る
よ
り
も
、
こ
の
作
品
に
即
し
て
言
え
ば
次
の
ご
と
き
二
つ
の
二
分
法
を
用
 
 

い
る
こ
と
を
提
唱
し
た
い
。
即
ち
、
一
つ
は
、
現
代
語
的
か
古
典
語
的
か
の
二
 
 

分
法
で
あ
り
（
そ
の
際
は
＜
太
郎
を
眠
ら
せ
＞
の
「
を
」
、
＜
太
郎
の
屋
根
＞
 
 

の
結
合
比
喩
性
が
、
そ
の
判
断
を
左
右
す
る
で
あ
ろ
う
。
）
も
う
一
つ
は
、
散
 
 

文
的
か
韻
文
的
か
の
二
分
法
を
で
あ
る
。
（
そ
の
際
は
、
「
韻
文
」
の
定
義
の
明
 
 

確
化
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
）
 
 

〓
 
8
・
7
・
6
の
音
数
律
 
 

8
・
7
・
6
の
音
数
律
を
ど
う
見
る
か
に
つ
い
て
は
、
二
種
の
説
を
あ
げ
る
 
 

こ
と
が
で
き
る
。
 
 

一
つ
は
、
こ
の
音
節
数
が
、
8
・
7
・
6
と
漸
減
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
 
 

る
考
え
（
こ
の
考
え
は
、
更
に
そ
れ
が
雪
の
静
か
に
降
っ
て
い
る
姿
を
暗
示
し
 
 

て
い
る
の
だ
と
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
共
通
点
を
有
す
る
。
）
 
で
あ
る
。
〔
川
本
 
 

（
8
8
）
（
一
九
七
六
）
、
原
崎
（
9
5
）
（
一
九
七
九
）
〕
 
 
 

ま
た
も
う
一
つ
は
、
8
・
7
・
6
が
7
と
い
う
「
き
わ
め
て
伝
統
的
な
音
律
」
 
 

を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
説
で
あ
る
。
〔
菅
谷
（
4
2
）
（
一
九
六
七
）
 
 

ト
1
5
7
〕
 
 

川
 
短
歌
的
か
俳
句
的
か
 
－
 
実
験
の
意
味
 
 

こ
の
作
品
が
、
8
・
7
・
6
＝
2
1
（
二
行
で
は
8
・
7
・
6
、
8
・
7
・
6
 
 

＝
亜
）
と
い
う
音
数
律
を
上
っ
て
い
る
た
め
か
、
こ
の
作
品
を
短
歌
的
も
し
く
 
 

は
俳
句
的
と
す
る
説
も
多
く
あ
る
。
 
 
 

伊
藤
信
書
〔
（
1
0
）
（
一
九
五
三
）
〕
河
上
徹
太
郎
〔
（
1
9
）
（
一
九
六
〇
）
〕
は
 
 

短
歌
的
に
近
く
、
阪
本
越
郎
〔
（
4
1
）
（
一
九
六
七
）
〕
高
田
敏
子
〔
（
6
1
）
（
一
 
 

九
七
二
）
〕
は
俳
句
（
俳
誇
）
的
に
近
く
、
石
井
昌
光
〔
（
1
2
）
（
一
九
五
五
）
〕
 
 

伊
藤
信
書
〔
（
3
4
）
（
一
九
七
三
）
〕
原
崎
孝
〔
（
9
5
）
（
一
九
七
九
）
〕
は
短
歌
、
 
 

俳
句
の
両
者
を
並
列
さ
せ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
う
ち
、
短
歌
的
と
し
た
際
の
伊
藤
信
書
氏
ほ
「
短
歌
に
近
い
小
さ
な
詩
 
 

型
」
、
ま
た
俳
句
的
と
し
た
阪
本
、
高
田
の
両
氏
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
「
単
純
を
め
 
 

ざ
す
、
意
識
的
な
語
節
約
」
「
俳
句
の
よ
う
に
あ
っ
さ
り
と
」
と
し
て
、
そ
の
 
 

根
拠
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
論
者
の
根
拠
は
明
ら
か
に
さ
れ
 
 

て
い
な
い
。
（
尚
、
具
体
的
に
ど
の
部
分
を
も
、
つ
て
、
短
歌
的
も
し
く
は
俳
句
 
 

7 －－   



的
と
し
て
い
る
か
の
指
摘
は
全
て
の
論
者
に
欠
落
し
て
い
る
。
）
「
親
類
筋
に
な
 
 

1
 
 
 

謝
 
る
の
が
、
俳
諸
と
短
歌
と
説
は
わ
か
れ
る
に
し
て
も
」
な
る
吉
田
精
一
氏
の
言
 
 

「雪」（三好連泊）解釈の鳥取図作成のためのノート  

〔
（
亜
）
（
一
九
六
八
）
 
p
2
5
4
〕
の
あ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

短
歌
的
、
俳
句
的
な
る
用
語
を
用
い
る
と
す
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
用
語
の
規
定
 
 

と
、
作
品
へ
の
具
体
的
な
言
及
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
前
節
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
そ
の
評
言
が
、
短
歌
的
か
俳
句
的
か
に
つ
い
て
は
分
れ
る
に
し
 
 

ろ
、
こ
の
作
品
が
「
短
歌
や
俳
句
と
は
別
の
一
つ
の
新
し
さ
」
〔
伊
藤
（
信
）
（
4
）
 
 

（
一
九
四
〇
）
〕
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
左
記
に
示
す
伊
藤
信
書
の
著
名
な
言
 
 

の
示
す
通
り
で
あ
ろ
う
。
 
 

こ
の
短
章
で
作
者
は
、
な
に
を
具
体
的
に
試
み
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
現
代
抒
 
 
 

情
詩
の
形
成
と
い
う
点
か
ら
み
れ
は
、
作
者
は
意
識
的
に
、
わ
ざ
わ
ざ
短
歌
に
近
い
 
 
 

形
式
を
も
ち
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
短
歌
に
近
い
小
さ
な
詩
形
を
も
ち
い
る
と
き
、
 
 
 

そ
の
抒
情
は
、
伝
統
詩
の
方
へ
よ
り
つ
よ
く
傾
く
も
の
か
、
そ
れ
と
も
現
代
詩
と
し
 
 
 

て
の
新
鮮
さ
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
か
－
－
そ
う
し
た
実
験
が
お
こ
な
わ
 
 
 

〔
伊
藤
（
信
）
（
1
0
）
（
五
五
三
）
〕
 
 

れ
た
の
で
あ
る
。
 
 

尚
、
右
に
示
し
た
伊
藤
発
言
は
、
「
雪
」
の
実
験
の
意
味
を
肯
定
的
に
受
け
 
 

と
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
伝
統
詩
の
方
へ
傾
い
た
た
も
の
と
し
て
否
 
 

定
的
に
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
見
解
〔
鮎
川
（
3
8
）
（
一
九
六
六
）
〕
の
あ
る
こ
 
 

と
も
つ
け
加
え
て
お
こ
う
。
 
 

㈲
 
（
母
）
昔
構
造
 
 
 

こ
の
作
品
の
音
構
造
に
つ
い
て
説
く
論
者
も
あ
る
。
＜
雪
ふ
り
つ
む
＞
が
、
 
 

Ⅰ
音
じ
音
の
た
た
み
こ
み
で
あ
る
こ
と
を
言
う
説
〔
竹
中
（
1
6
）
（
一
九
五
九
）
、
 
 

川
本
（
8
0
）
（
一
九
七
六
）
〕
や
、
＜
ふ
り
つ
む
＞
が
「
ム
（
M
）
音
と
い
う
口
 
 

を
つ
ぐ
ん
だ
形
」
で
終
了
し
て
い
る
の
が
「
種
み
重
な
っ
て
行
く
雪
の
感
触
を
 
 

示
し
て
い
る
。
」
〔
原
崎
（
9
5
）
（
一
九
七
九
）
〕
と
す
る
説
な
ど
で
あ
る
。
 
 
 

音
構
造
の
意
味
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
の
考
察
は
慎
重
で
あ
り
た
い
と
す
 
 

る
の
が
筆
者
の
現
在
に
お
け
る
考
え
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
の
具
体
的
考
察
 
 

掴
 
 

は
さ
し
控
え
、
岡
井
隆
氏
に
な
ら
っ
て
、
こ
の
作
品
の
母
音
構
造
を
示
す
に
と
 
 

ど
め
た
い
。
 
 

a
 
O
 
O
 
O
 
e
 
u
 
a
 
e
、
a
 
O
 
O
 
O
 
a
 
e
i
u
i
u
i
u
‖
u
O
 
 
 

i
O
 
O
 
O
 
e
 
u
 
a
 
e
、
i
O
 
O
 
O
 
a
 
e
i
u
i
u
i
u
 
u
O
 
 

〓
 
叙
述
順
序
‥
＜
太
郎
＞
1
＜
太
郎
の
屋
根
＞
1
＜
雪
＞
 
 

こ
の
作
品
の
叙
述
順
序
が
∧
太
郎
＞
↓
＜
太
郎
の
屋
根
＞
1
＜
雪
＞
と
な
っ
 
 

て
い
て
、
そ
れ
が
日
常
的
叙
述
と
は
異
な
り
「
イ
メ
ー
ジ
の
屋
開
の
過
程
」
と
 
 

な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
の
も
西
郷
竹
彦
氏
で
あ
っ
た
。
〔
古
田
・
西
郷
（
防
）
 
 

（
一
九
七
〇
）
沖
7
6
～
誓
。
 
 

こ
の
詩
の
第
一
行
を
、
か
り
に
日
常
的
な
説
明
的
な
文
章
に
書
き
な
お
し
て
み
ま
 
 
 

す
と
、
た
と
え
ば
、
「
雪
が
降
っ
て
太
郎
の
屋
根
に
積
も
り
、
太
郎
は
い
ま
ご
ろ
す
 
 
 

や
す
や
と
眠
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
」
と
で
も
な
る
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
 
 
 

私
た
ち
が
冬
の
夜
半
、
戸
外
に
出
た
と
し
て
、
そ
こ
で
ジ
ン
ジ
ン
と
し
て
青
も
な
く
 
 
 

降
る
雪
の
さ
ま
を
眺
め
、
さ
ら
に
そ
の
雪
の
下
に
お
お
わ
れ
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
家
 
 
 

々
の
た
た
ず
ま
い
に
限
を
や
り
、
そ
こ
か
ら
そ
の
家
の
太
郎
の
や
す
ら
か
な
眠
り
を
 
 
 

ま
で
想
像
す
る
 
－
 
こ
う
い
う
認
識
の
恢
序
、
ま
た
表
現
の
順
序
が
日
常
的
な
も
の
 
 

で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
こ
と
ば
を
か
え
て
い
え
ば
こ
こ
に
展
開
さ
れ
た
イ
メ
ー
 
 
 

ジ
は
「
雪
1
家
1
太
郎
」
と
い
う
外
か
ら
内
へ
の
、
あ
る
い
は
「
自
然
1
も
の
↓
人
」
 
 

と
い
う
図
式
を
形
づ
く
っ
て
い
ま
す
。
 
 

と
こ
ろ
が
、
詩
句
の
ほ
う
は
「
太
郎
↓
家
1
雪
」
「
人
1
も
の
1
自
然
」
（
内
1
外
）
 
 
 

と
い
う
非
日
常
的
・
非
説
明
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
展
開
の
過
程
（
形
象
相
関
の
展
開
の
 
 
 

筋
）
を
と
っ
て
い
ま
す
。
日
常
的
な
場
で
ま
ず
認
識
主
体
が
雪
の
夜
景
に
た
た
ず
ん
 
 
 

で
、
す
ぐ
さ
ま
、
「
あ
あ
、
太
郎
は
眠
っ
て
い
る
な
」
と
家
の
中
で
や
す
ら
か
な
眠
 
 
 

り
に
つ
い
て
い
る
太
郎
の
こ
と
を
想
い
、
そ
れ
か
ら
「
雪
が
降
り
つ
も
っ
て
い
る
」
 
 色   



一
つ
は
、
こ
の
変
奏
が
＜
次
郎
＞
な
る
具
体
へ
と
踏
み
出
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
 
 

（
㈲
を
も
参
照
）
＜
次
郎
＞
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
男
性
で
し
か
も
あ
り
ふ
れ
た
 
 

名
前
の
出
現
に
よ
っ
て
、
変
奏
は
一
定
の
傾
向
を
帯
び
る
。
し
か
も
＜
太
郎
＞
 
 

＜
次
郎
＞
の
二
つ
の
対
比
ほ
、
（
他
の
同
一
リ
フ
レ
イ
ン
の
部
分
と
も
相
ま
っ
 
 

て
）
「
順
序
数
の
暗
示
」
〔
菅
谷
（
4
2
）
（
一
九
六
七
）
 
掛
川
〕
を
う
け
る
。
作
品
 
 

構
造
の
上
か
ら
は
「
二
行
詩
だ
か
ら
い
い
の
だ
。
次
に
三
郎
、
四
郎
、
五
郎
と
 
 

な
っ
た
ら
身
も
蓋
も
な
い
」
〔
清
水
（
9
9
）
（
一
九
七
九
）
〕
こ
と
を
認
め
な
が
ら
 
 

摘
 
 

も
、
或
る
広
が
り
の
感
覚
を
誘
引
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
尚
、
次
節
0
0
を
も
参
 
 

照
さ
れ
た
い
。
）
 
 

も
う
一
つ
は
、
8
7
6
、
8
7
6
と
繰
り
返
さ
れ
る
点
に
注
目
す
る
こ
と
と
 
 

勤
 
∴
∴
 

一
一
∵
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と
と
ら
え
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
す
で
に
こ
の
詩
の
イ
メ
ー
ジ
の
展
開
さ
れ
 
 
 

る
、
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
順
序
、
過
程
、
筋
道
が
非
日
常
的
な
の
で
す
。
 
 

珂
 
リ
フ
レ
イ
ン
 
 

冒
頭
の
一
行
＜
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。
＞
に
続
い
 
 

て
、
次
の
∧
次
郎
を
眠
ら
せ
、
次
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。
＞
の
一
行
を
読
 
 

み
下
す
と
、
二
つ
の
行
が
「
ほ
と
ん
ど
同
じ
言
葉
の
締
り
返
し
」
〔
伊
藤
へ
信
）
 
 

（
1
0
）
（
一
九
五
三
）
〕
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
（
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
二
 
 

つ
の
行
は
、
＜
「
太
」
＞
＜
「
次
」
＞
の
相
違
の
み
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
〔
川
 
 

本
（
8
0
）
（
一
九
七
六
）
〕
）
こ
の
作
品
に
対
し
て
「
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
」
〔
青
田
 
 

（
9
）
（
一
九
五
三
）
〕
と
か
「
中
国
風
の
門
の
両
脇
に
か
か
げ
る
対
聯
」
〔
竹
中
 
 

（
1
6
）
（
一
九
五
九
）
〕
の
ご
と
き
評
言
の
早
期
か
ら
存
し
た
所
以
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
＜
太
郎
＞
＜
次
郎
＞
の
相
違
の
み
と
い
う
「
変
奏
を
と
も
な
う
 
 

反
復
」
〔
古
田
・
西
郷
（
5
5
）
（
一
九
七
〇
）
 
ト
8
4
〕
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
 
 

も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
二
つ
の
側
面
か
ら
整
理
を
は
か
る
こ
と
と
し
よ
 
 

え
ノ
0
 
 

述
べ
た
。
 
－
 
㈹
）
＜
太
郎
＞
＜
次
郎
＞
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
は
と
ん
ど
 
 

同
一
内
容
の
繰
り
返
し
は
、
そ
こ
に
一
定
の
リ
ズ
ム
感
を
生
起
さ
せ
る
。
「
達
 
 

治
の
詩
に
特
有
な
繰
り
返
し
（
ル
フ
ラ
ン
）
に
よ
る
外
面
的
音
楽
性
」
〔
長
谷
 
 

川
（
7
1
）
（
一
九
七
四
）
〕
 
の
一
典
型
が
こ
こ
に
成
立
す
る
。
即
ち
、
こ
の
作
品
 
 

の
有
す
る
「
微
妙
な
音
楽
」
〔
中
野
（
3
9
）
（
一
九
六
七
）
〕
や
「
短
い
の
み
で
な
 
 

く
記
憶
さ
れ
や
す
い
何
物
」
〔
安
東
（
5
4
）
（
一
九
六
九
）
〕
ほ
、
主
と
し
て
こ
の
 
 

点
に
関
連
し
、
結
果
と
し
て
こ
の
作
品
ほ
、
「
自
然
に
人
の
口
に
の
ぼ
っ
て
愛
 
 

諭
さ
れ
る
」
〔
伊
藤
（
整
）
（
1
）
（
一
九
五
六
）
〕
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
「
音
楽
」
性
に
対
し
て
は
、
単
な
る
「
語
呂
合
せ
」
 
 

d
u
7
 
 

▲
‖
－
I
 
〔
中
原
（
2
）
（
一
九
三
三
～
推
定
）
〕
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
否
定
す
る
見
解
の
 
 

あ
る
こ
と
を
も
附
言
し
て
お
か
ね
は
な
る
ま
い
。
 
 

回
 
＜
太
郎
＞
と
＜
次
郎
＞
と
の
間
柄
 
 

＜
太
郎
∨
と
∧
次
郎
＞
と
は
ど
う
し
た
間
柄
か
、
つ
ま
り
両
者
ほ
兄
弟
で
あ
 
 

る
か
否
か
の
論
点
は
、
こ
の
決
定
に
深
く
関
わ
る
＜
太
郎
の
屋
根
＞
と
＜
次
郎
 
 

の
屋
根
＞
と
は
同
一
の
も
の
を
指
す
の
か
（
＜
太
郎
＞
と
∧
次
郎
＞
と
は
同
一
 
 

箇
所
に
眠
っ
て
い
る
の
か
）
と
相
ま
っ
て
、
こ
の
作
品
を
め
ぐ
る
論
争
点
の
主
 
 

た
る
も
の
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

近
年
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
呼
応
し
た
中
桐
雅
夫
〔
（
6
4
）
（
一
九
七
 
 

三
）
〕
安
西
均
〔
（
7
6
）
（
一
九
七
五
）
〕
山
本
健
吉
〔
（
8
9
）
（
一
九
七
七
）
〕
入
 
 

沢
康
夫
〔
（
8
7
）
（
一
九
七
七
）
、
（
1
帥
）
（
l
九
七
九
）
〕
各
氏
の
整
理
も
あ
る
の
 
 

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
従
来
の
諸
説
を
非
兄
弟
説
、
兄
弟
説
、
両
者
許
容
説
 
 

の
三
点
か
ら
、
も
う
一
度
整
理
し
直
す
こ
と
と
し
よ
う
。
（
以
下
、
各
観
点
毎
 
 

に
人
名
・
年
の
み
を
適
時
的
に
示
す
こ
と
と
す
る
。
）
 
 
 

〔
非
兄
弟
説
〕
 
 
 

吉
田
精
一
〔
（
5
）
（
一
九
五
こ
、
（
9
）
（
一
九
五
三
）
〕
、
神
保
光
太
郎
〔
（
3
2
）
 
 

（
一
九
六
五
）
〕
、
中
野
重
治
〔
（
3
9
）
（
一
九
六
七
）
〕
、
〔
菅
谷
規
矩
雄
（
4
2
）
（
一
 
 

九
六
七
）
〕
、
飛
高
隆
夫
〔
（
5
1
）
（
一
九
六
九
）
〕
、
村
野
四
郎
〔
（
5
2
）
人
一
九
六
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九
）
〕
、
古
田
拡
・
西
郷
竹
彦
〔
（
5
5
）
（
一
九
六
九
）
〕
、
高
田
敏
子
〔
（
6
1
）
（
一
 
 

九
七
二
）
〕
、
長
谷
川
泉
〔
（
7
1
）
（
一
九
七
四
）
〕
、
入
沢
康
夫
〔
（
訂
）
（
一
九
七
 
 

七
）
〕
、
原
崎
孝
〔
（
9
5
）
（
一
九
七
九
）
〕
。
 
 

鯛
 
 
 
伊
藤
信
書
〔
（
1
0
）
（
一
九
五
三
）
、
（
1
1
）
（
一
九
五
讐
〕
、
中
桐
雅
夫
〔
（
6
4
）
 
 

（
一
九
七
三
）
〕
、
安
西
均
〔
（
7
6
）
（
一
九
七
五
）
〕
 
 
 

〔
両
者
許
容
説
〕
 
 
 

山
本
健
吉
〔
（
2
9
）
（
一
九
六
五
）
但
し
、
個
人
的
に
は
兄
弟
説
〕
、
阪
本
越
 
 

郎
〔
（
4
1
）
（
一
九
六
八
）
但
し
、
個
人
的
に
は
非
兄
弟
説
〕
、
安
西
均
〔
（
4
7
）
 
 

（
一
九
六
九
）
〕
 
 
 

非
兄
弟
説
の
根
拠
は
、
「
別
々
の
屋
根
の
下
に
眠
る
子
供
」
〔
阪
本
（
4
1
）
〕
を
 
 

考
え
る
方
が
鑑
賞
が
深
ま
る
と
す
る
と
こ
ろ
と
、
そ
の
根
拠
と
し
て
の
＜
太
 
 

郎
＞
＜
次
郎
＞
の
無
名
性
〔
入
沢
（
訂
）
〕
な
ど
に
あ
る
の
に
対
し
、
兄
弟
説
の
 
 

根
拠
は
「
太
郎
は
長
男
、
次
郎
は
次
男
に
ご
く
ふ
つ
う
に
つ
け
ら
れ
る
名
前
で
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

も
あ
る
」
〔
中
桐
（
6
4
）
（
一
九
七
三
）
 
匹
拗
〕
点
と
「
作
者
の
視
線
の
焦
点
は
 
 

ヽ
ヽ
 
 

ご
と
き
叙
述
の
あ
っ
た
の
だ
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
 
 
 

一
軒
の
家
（
そ
の
中
の
兄
弟
の
寝
姿
）
に
し
ば
ら
れ
て
は
い
る
が
、
視
野
の
な
 
 

か
に
は
1
や
や
ソ
フ
ト
フ
ォ
ー
カ
ス
に
ー
ト
東
落
も
映
っ
て
い
る
。
」
〔
傍
点
 
 

は
原
文
、
安
西
（
7
6
）
（
一
九
七
五
）
抑
8
6
～
訂
〕
の
で
あ
り
そ
れ
故
に
、
次
の
 
 

〔
兄
弟
説
〕
 
 

だ
が
、
同
じ
家
族
だ
と
す
れ
ば
、
「
太
郎
の
屋
根
」
「
次
郎
の
屋
根
」
と
、
屋
根
が
 
 

複
数
に
見
え
る
よ
う
に
表
現
す
る
の
は
、
お
か
し
い
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
も
つ
人
 
 

も
あ
ろ
う
。
私
は
、
必
ず
し
も
、
お
か
し
く
も
不
自
然
で
も
な
い
と
思
う
。
こ
の
表
 
 

ソ
ー
′
レ
イ
y
 
 

現
は
詩
歌
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
く
り
返
し
の
手
法
と
見
て
も
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
く
 
 

り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
強
調
し
、
印
象
を
深
め
よ
う
と
す
る
、
あ
の
手
法
の
応
用
で
 
 

あ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
太
郎
と
次
郎
と
二
人
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
家
庭
も
こ
の
 
 

〔
安
西
（
4
7
）
（
一
九
六
九
）
〕
 
 
 

子
た
ち
も
寂
し
く
な
い
。
 
 

筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
作
品
の
こ
の
部
分
に
お
い
て
、
二
者
択
一
的
に
正
否
 
 

的
 
 

を
決
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
立
つ
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
際
に
 
 

お
け
る
留
意
点
は
、
西
郷
竹
彦
氏
の
説
く
ご
と
く
〔
西
郷
（
6
3
）
（
一
九
七
三
）
 
 

ト
1
1
9
〕
、
「
解
釈
に
唯
一
の
正
解
」
を
求
め
る
の
で
な
く
「
た
だ
、
よ
り
お
も
し
 
 

ろ
い
、
よ
り
意
味
ぶ
か
い
解
釈
が
あ
り
う
る
の
だ
」
と
す
る
点
に
あ
る
様
に
思
 
 

わ
れ
る
。
 
 
 

尚
、
兄
弟
説
の
一
変
異
と
し
て
、
兄
弟
分
住
説
と
も
言
う
べ
き
説
〔
中
村
 
 

（
8
8
）
（
一
九
七
七
）
脚
1
3
～
1
4
〕
の
存
す
る
こ
と
を
も
附
言
し
て
お
こ
う
。
 
 

何
 
場
所
1
都
会
か
田
舎
か
 
 

作
品
の
世
界
の
具
体
的
場
所
に
つ
い
て
も
、
都
会
か
田
舎
（
農
村
・
漁
村
）
 
 

か
に
つ
い
て
の
議
論
が
あ
る
。
 
 
 

当
初
は
「
農
家
」
の
家
屋
を
想
像
し
た
竹
中
郁
氏
〔
（
6
）
（
一
九
五
一
）
〕
 
 

を
は
じ
め
と
し
て
「
民
家
の
群
落
」
〔
阪
本
（
4
1
）
（
一
九
六
七
）
〕
「
村
落
共
同
 
 

体
」
〔
菅
谷
（
彪
）
匹
は
〕
等
、
田
舎
（
農
村
・
漁
村
）
説
が
大
勢
を
占
め
て
い
 
 

た
。
（
伊
藤
信
書
氏
に
よ
る
「
民
話
風
」
〔
（
1
0
）
（
一
九
五
三
）
〕
な
る
指
摘
も
、
 
 

こ
の
バ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ソ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
）
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
都
市
も
可
能
で
は
な
い
の
か
と
し
た
の
は
中
野
重
治
氏
 
 

〔
（
3
9
）
（
一
九
六
七
）
〕
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
つ
ま
り
は
読
む
人
の
心
に
よ
る
 
 

の
だ
と
し
た
小
川
和
佑
氏
の
次
の
ご
と
き
言
に
結
実
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

読
者
は
そ
の
少
年
時
の
雪
の
夜
の
原
体
験
に
あ
わ
せ
て
、
様
々
な
背
景
に
「
太
郎
 
 
 

の
屋
根
」
「
次
郎
の
星
板
」
を
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
。
「
太
郎
の
屋
根
」
が
大
都
 
 
 

市
の
片
隅
に
あ
っ
て
も
よ
く
、
「
次
郎
の
屋
根
」
が
漁
村
に
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。
 
 
 

こ
の
時
、
概
念
の
中
に
あ
る
土
俗
的
な
共
同
体
と
し
て
の
日
本
の
農
村
を
思
い
浮
か
 
 
 

べ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
い
。
 
 

〔
（
8
3
）
（
一
九
七
〇
）
 
p
p
2
1
1
～
2
1
2
〕
 
 

こ
の
場
所
を
ど
う
考
え
る
か
は
、
お
そ
ら
く
は
＜
雪
＞
の
形
状
を
ど
う
し
た
 
 10   
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も
の
と
し
て
思
い
描
く
か
に
も
影
響
を
与
え
る
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
 
 

も
、
小
川
氏
以
後
に
お
い
て
は
、
民
家
の
群
落
単
一
説
と
も
言
う
べ
き
も
の
は
 
 

否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
 
 
 

尚
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
桝
井
寿
郎
氏
が
、
こ
の
作
品
の
「
素
景
」
と
し
 
 

て
「
達
治
が
幼
少
の
こ
ろ
祖
母
に
引
き
と
ら
れ
て
す
ご
し
た
三
田
」
〔
（
7
4
）
（
一
 
 

九
七
五
）
げ
（
5
3
）
（
一
九
六
九
）
〕
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
お
よ
び
石
原
八
束
氏
 
 

に
よ
っ
て
、
達
治
自
身
は
、
「
後
年
、
こ
の
『
雪
』
の
イ
メ
ー
ジ
を
夜
半
亭
蕪
 
 

村
の
名
画
『
夜
色
春
台
』
 
の
そ
れ
に
比
し
た
」
石
原
氏
の
説
を
喜
び
、
自
作
朗
 
 

読
の
ソ
ノ
シ
ー
ト
挿
絵
に
ま
で
採
用
し
た
と
い
う
〔
石
原
（
5
7
）
（
一
九
七
〇
）
 
 

匹
1
8
4
〕
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
附
言
し
て
お
こ
う
。
 
 

研
 
「
話
者
（
0
0
p
e
a
k
e
r
）
」
 
 

「
話
者
（
竃
e
a
k
e
r
）
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
作
品
を
整
理
し
ょ
う
と
す
 
 

る
説
は
、
今
の
と
こ
ろ
確
た
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
「
こ
の
発
想
は
…
…
こ
の
世
界
を
避
か
彼
方
か
ら
眺
め
て
 
 

設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
〔
河
上
（
1
9
）
（
一
九
六
〇
）
〕
や
「
旅
の
夜
汽
車
か
 
 

ら
見
た
雪
景
色
」
〔
高
田
（
6
1
）
（
一
九
七
二
）
〕
と
い
う
発
言
の
妥
当
性
の
吟
味
 
 

は
、
「
話
者
」
論
的
観
点
と
の
検
討
と
相
ま
っ
て
こ
そ
十
全
な
も
の
と
な
り
う
 
 

る
の
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
 
 

㈹
 
本
作
晶
へ
の
影
響
 
 

「
雪
」
作
品
へ
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
も
の
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。
 
 

一
つ
は
、
北
川
冬
彦
の
影
響
に
な
る
短
詩
墾
運
動
〔
小
川
（
8
3
）
（
一
九
七
〇
）
 
 

匹
2
1
1
、
小
野
（
8
4
）
（
一
九
七
七
）
〕
か
ら
の
影
響
で
あ
り
、
二
つ
は
、
レ
ミ
・
 
 

ド
ゥ
・
グ
ル
モ
ソ
（
R
e
m
y
d
e
G
O
u
r
m
O
n
t
）
の
「
雪
」
（
L
a
 
N
e
i
g
e
）
 
か
 
 

ら
の
影
響
で
あ
り
、
三
つ
は
、
室
生
犀
星
詩
か
ら
の
影
響
〔
入
沢
（
1
8
0
）
（
一
九
 
 

七
九
）
〕
 
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
ほ
、
二
つ
の
目
の
レ
・
、
‥
ド
ゥ
・
グ
ル
モ
ソ
の
「
雪
」
か
ら
の
影
響
 
 に

つ
い
て
．
の
み
敷
術
す
る
こ
と
と
す
る
。
即
ち
、
グ
ル
モ
ソ
の
「
雪
」
を
達
治
 
 

は
、
堀
口
大
学
訳
に
よ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
上
田
敏
訳
に
よ
っ
て
知
っ
た
の
 
 

か
の
問
題
で
あ
る
。
達
治
の
「
雪
」
と
グ
ル
モ
ソ
の
「
雪
」
と
の
関
連
に
つ
い
 
 

て
初
め
て
指
摘
し
た
の
は
、
伊
藤
信
書
氏
で
あ
る
が
、
氏
は
そ
の
際
堀
口
大
学
 
 

訳
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
〔
伊
藤
（
信
）
（
1
0
）
〕
、
こ
れ
は
、
後
日
、
安
田
 
 

保
雄
氏
に
よ
っ
て
上
田
敏
訳
で
は
な
い
の
か
と
反
論
さ
れ
て
い
る
。
〔
（
2
5
）
（
一
 
 

九
六
三
）
〕
 
 
 

ま
た
新
藤
千
恵
氏
は
、
そ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
編
集
に
際
し
、
達
治
の
「
雪
」
 
 

の
あ
と
に
上
田
訳
の
グ
ル
モ
ン
の
「
雪
」
を
さ
り
げ
な
く
配
し
〔
（
3
1
）
（
一
九
 
 

六
五
）
〕
、
菊
池
由
美
氏
は
、
堀
口
訳
を
掲
げ
て
い
る
が
〔
（
1
0
4
）
（
一
九
八
〇
）
〕
 
 

両
氏
の
場
合
は
、
そ
の
根
拠
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 

呵
 
「
雪
」
と
他
の
達
治
作
品
と
の
開
運
 
 

「
雪
」
が
達
治
の
作
品
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
達
治
の
全
作
品
は
 
 

「
雪
」
と
或
る
関
連
を
も
つ
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、
 
 

そ
う
し
た
関
連
を
狭
義
な
も
の
に
限
定
し
て
、
以
下
に
示
す
三
種
の
作
品
群
に
 
 

つ
い
て
の
み
言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 

一
つ
は
、
達
治
の
雪
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
も
っ
と
も
注
目
 
 

す
べ
き
は
、
本
稿
で
取
り
扱
っ
て
い
る
「
雪
」
と
同
じ
く
、
同
じ
『
青
空
』
の
 
 

第
二
六
号
に
、
同
じ
「
雪
」
と
い
う
題
名
の
も
と
に
発
表
さ
れ
た
左
記
の
ご
と
 
 

き
作
品
で
あ
ろ
う
。
〔
安
田
（
2
4
）
（
一
九
六
三
）
、
小
川
（
8
3
）
（
一
九
七
六
）
 
ト
 
 

卿
州
 
 雪

 
 

雪
ふ
り
つ
も
り
、
足
跡
み
な
か
げ
を
も
て
り
。
 
 
 

い
そ
き
給
は
で
、
雪
は
し
づ
か
に
ふ
み
給
へ
。
 
 

尚
、
達
治
の
作
品
で
、
そ
の
他
に
「
題
名
」
に
「
雪
」
を
含
ん
で
い
る
も
の
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「雪」（三好達治）解釈の鳥取図作成のためのノート  卯
 
1
 
十
二
）
 
の
範
囲
で
示
す
と
左
記
の
ご
と
く
な
る
。
 
 

二
つ
目
は
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
「
雪
」
の
＜
太
郎
＞
に
着
目
し
よ
う
と
 
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
小
川
和
佑
氏
に
よ
る
「
太
郎
」
（
『
測
量
船
』
拾
遺
、
初
出
 
 

は
『
信
天
翁
』
、
一
九
二
八
～
三
）
 
へ
の
着
目
〔
（
6
9
）
（
一
九
七
四
）
〕
は
、
こ
 
 

う
し
た
前
提
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

第
三
は
、
「
雪
」
の
 
（
対
称
的
な
二
行
と
い
う
）
構
造
に
関
連
す
る
。
「
雪
」
 
 

が
対
称
的
な
二
行
の
作
品
で
あ
る
こ
と
の
み
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
 
 

『
測
量
船
』
で
言
え
ば
、
冒
頭
の
「
春
の
岬
」
や
「
春
」
な
ど
と
の
対
比
も
問
 
 

題
に
な
ろ
う
が
、
そ
の
繰
り
返
し
の
あ
り
方
と
も
関
わ
っ
て
着
目
さ
れ
る
こ
と
 
 

が
多
い
の
は
左
記
の
ご
と
き
「
祖
母
」
（
『
測
量
船
』
拾
遺
、
初
出
は
『
青
空
』
 
 

第
十
六
号
、
一
九
二
五
－
六
）
 
で
あ
る
。
〔
小
川
（
8
3
）
（
一
九
七
〇
）
 
匹
3
3
、
 
 

て
 
 
 

西
郷
（
彪
）
＆
（
6
3
）
（
い
ず
れ
も
一
九
七
三
）
、
小
野
（
8
4
）
（
一
九
七
七
）
〕
 
 

祖
母
 
 
 

祖
母
は
螢
を
か
き
あ
つ
め
て
 
 

桃
の
実
の
や
う
に
合
せ
た
掌
の
中
か
ら
 
 
 

沢
山
な
螢
を
く
れ
る
の
だ
 
 
 

を
『
三
好
達
治
全
集
』
川
～
伺
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
・
十
～
一
九
七
〇
～
 
 
 

「
私
と
雪
と
」
 
 

「
雪
景
」
 
 

「
雪
」
 
 

「
雪
夜
」
一
～
三
 
 

「
雪
彼
」
 
 

「
新
雪
」
 
 

「
雪
は
ふ
る
」
 
 ＜

『
測
量
船
』
＞
 
 

∧
『
閤
花
集
』
＞
 
 

＜
『
山
菜
集
』
拾
遺
＞
 
 

∧
『
山
果
集
』
拾
遺
＞
 
 

＜
『
山
果
集
』
拾
遺
＞
 
 

＜
『
州
千
里
』
＞
 
 

＜
『
砂
の
砦
』
＞
 
 

祖
母
は
月
光
を
か
き
あ
つ
め
て
 
 
 

桃
の
実
の
や
う
に
合
せ
た
掌
の
中
か
ら
 
 
 

沢
山
な
月
光
を
く
れ
る
の
だ
 
 

呵
 
そ
の
他
の
問
題
 
 

回
～
M
の
枠
組
の
中
に
組
み
こ
む
こ
と
の
困
難
で
あ
っ
た
問
題
に
つ
い
て
二
 
 

つ
の
点
に
つ
い
て
項
目
の
み
を
列
挙
し
て
お
き
た
い
。
 
 

一
つ
は
、
井
伏
鱒
二
氏
に
よ
る
「
夜
の
青
い
鳥
も
耽
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
 
 

が
す
る
」
〔
（
5
0
）
（
一
九
六
九
）
、
（
7
8
）
（
一
九
七
六
）
〕
と
す
る
説
で
あ
る
。
 
 

大
岡
借
氏
〔
（
お
）
（
一
九
七
七
）
〕
、
中
村
稔
氏
〔
（
8
8
）
（
一
九
七
七
）
抑
1
0
～
 
 

1
4
〕
な
ど
の
共
感
を
得
て
一
定
の
影
響
力
を
有
し
て
い
る
。
 
 
 

菱
山
修
三
詩
と
の
関
連
も
枠
組
に
入
り
切
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
安
田
保
雄
 
 

氏
〔
（
2
4
）
（
一
九
六
三
）
 
匹
闇
〕
中
桐
雅
夫
氏
〔
（
6
4
）
（
一
九
七
三
）
 
匹
1
9
0
〕
 
 

が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
作
品
を
具
体
例
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
 
 

M
 
「
雪
」
の
評
価
 
 

「
雪
」
 
へ
の
評
価
は
一
般
的
に
は
高
い
。
吉
本
隆
明
〔
（
1
3
）
（
一
九
五
六
）
〕
 
 

菅
原
克
己
〔
（
2
3
）
（
一
九
六
三
）
〕
鮎
川
信
夫
〔
（
3
8
）
（
一
九
六
六
）
〕
、
菅
谷
 
 

親
矩
雄
〔
（
4
2
）
（
一
九
六
七
）
〕
な
ど
の
否
定
的
見
解
を
（
数
の
上
か
ら
は
）
例
 
 

外
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

尚
、
谷
川
俊
太
郎
氏
の
ご
と
く
「
当
時
と
し
て
は
も
の
す
ご
く
新
鮮
だ
け
れ
 
 

ど
月
並
」
〔
中
村
・
大
岡
（
信
）
・
谷
川
（
鍼
）
（
一
九
七
九
）
〕
と
し
て
、
発
表
当
 
 

時
と
現
時
点
に
お
け
る
評
価
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
考
え
の
あ
る
こ
と
を
も
 
 

附
言
し
て
お
こ
う
。
 
 

Ⅳ
 
お
わ
り
に
 
 

本
稿
は
、
「
雪
」
解
釈
に
伴
な
う
問
題
点
を
列
挙
し
、
そ
の
問
題
点
の
そ
れ
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ぞ
れ
に
つ
い
て
、
（
概
観
的
に
で
は
あ
る
が
）
具
体
的
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
 
 

っ
て
現
在
の
と
こ
ろ
投
出
さ
れ
て
い
な
い
 
「
雪
」
解
釈
の
鳥
撤
図
を
作
ろ
う
と
 
 

し
た
試
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
筆
者
自
身
に
と
っ
て
は
同
時
に
（
主
 
 

と
し
て
小
中
学
校
を
中
心
と
す
る
）
国
語
科
授
業
研
究
、
「
読
み
（
R
e
a
d
i
n
g
）
」
 
 

の
レ
ベ
ル
設
定
研
究
、
（
筆
者
の
勤
務
場
所
で
あ
る
大
学
に
お
け
る
）
授
業
実
 
 

践
・
報
告
研
究
の
三
つ
の
方
面
に
お
け
る
基
礎
的
研
究
を
も
兼
ね
る
も
の
で
も
 
 

あ
っ
た
。
 
 
 

今
後
、
今
回
直
接
的
に
は
言
及
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
資
料
等
に
よ
り
 
 

本
稿
自
身
を
補
な
う
と
共
に
、
本
稿
を
基
盤
と
し
て
前
述
の
三
方
面
に
お
け
る
 
 

第
二
次
的
作
業
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。
 
 

注
 
 

り
 
達
治
に
は
、
「
雪
」
と
遷
す
る
作
品
が
、
他
に
二
つ
あ
る
。
こ
こ
に
示
し
た
作
 
 
 

品
と
並
ん
で
、
同
じ
『
青
空
』
第
二
五
号
に
同
時
発
表
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
「
雪
」
 
 
 

と
、
『
山
果
集
』
拾
遺
、
に
収
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
で
あ
る
。
 
 

尚
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
以
後
特
に
断
わ
り
の
な
い
限
り
「
雪
」
と
は
、
本
論
 
 
 

冒
頭
に
示
し
た
作
品
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
作
品
の
表
記
は
以
下
と
 
 
 

同
じ
く
『
三
好
連
泊
全
集
』
い
～
伺
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
－
十
～
一
九
七
〇
 
 
 

－
十
二
）
 
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
 
 

何
 
例
え
ば
左
記
参
照
。
 
 
 

渡
辺
暗
介
、
望
月
善
次
、
横
須
賀
薫
「
『
雪
』
（
三
好
達
治
）
 
の
授
業
」
＜
教
授
学
 
 

研
究
の
会
編
『
事
実
と
創
造
』
‰
5
（
一
重
書
房
、
一
九
八
1
－
十
）
恥
1
4
～
2
9
＞
。
 
 
 

望
月
善
次
「
『
読
み
』
の
レ
ベ
ル
設
定
に
関
す
る
一
考
察
－
－
1
三
好
達
治
『
雪
』
 
 
 

を
具
体
例
と
し
て
1
」
＜
第
彪
回
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
、
（
於
お
茶
水
大
 
 
 

学
、
一
九
八
二
・
八
・
二
）
＞
。
 
 
 

望
月
善
次
「
国
語
科
教
師
教
育
に
お
け
る
マ
イ
ク
ロ
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
伺
」
＜
第
2
1
 
 
 

回
国
立
大
学
教
育
工
学
セ
ン
タ
ー
協
議
会
（
於
宇
都
宮
大
学
、
一
九
八
二
・
一
〇
 
 

・
一
＞
。
 
 

何
 
題
名
の
次
に
作
者
が
附
さ
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
 
 
 

『
測
量
船
』
発
表
時
に
な
ら
っ
て
こ
れ
を
省
略
す
る
。
勿
論
、
作
者
な
ど
、
ど
う
 
 
 

で
も
い
い
の
だ
と
言
う
の
で
は
な
い
。
 
 

囲
 
こ
こ
で
い
う
「
文
」
と
は
、
＜
語
－
文
－
文
章
＞
な
る
関
係
に
お
け
る
「
文
」
 
 
 

で
あ
る
。
 
 

用
 
木
稿
に
お
い
て
、
直
接
の
検
討
を
加
え
た
も
の
を
左
記
に
適
時
的
に
示
す
こ
と
 
 
 

と
す
る
。
（
直
接
目
を
通
し
得
た
も
の
に
限
定
し
た
為
、
適
時
的
に
は
問
題
と
な
 
 
 

る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
個
々
の
文
献
毎
に
注
記
し
た
い
。
）
尚
、
 
 
 

ペ
ー
ジ
表
記
は
「
雪
」
に
直
接
言
及
し
て
い
る
箇
所
の
み
が
示
し
て
あ
る
。
ま
た
 
 
 

第
6
2
回
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
の
口
頭
発
表
（
注
囲
参
照
）
と
の
関
連
で
言
え
 
 
 

ば
、
当
日
提
示
し
た
「
雪
」
文
献
目
録
か
ら
、
国
語
科
授
業
実
践
に
直
接
関
わ
る
 
 
 

も
の
を
除
外
し
た
も
の
が
本
稿
の
直
接
対
象
の
概
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
1
）
 
伊
藤
整
『
若
い
詩
人
の
肖
像
』
（
新
潮
社
、
一
九
五
六
・
八
）
 
臥
醐
。
尚
、
 
 
 

本
文
献
を
（
1
）
と
し
て
扱
う
の
は
、
該
当
部
分
の
叙
述
が
一
九
二
八
年
時
の
回
想
 
 
 

を
扱
っ
て
い
て
そ
の
叙
述
に
信
頼
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
 
 

（
2
）
 
中
原
中
也
「
芸
術
論
覚
え
書
き
」
（
一
九
三
三
～
三
四
、
推
定
）
『
中
原
中
也
 
 
 

全
集
 
第
三
巻
』
（
角
川
書
店
、
一
九
六
七
・
十
二
）
 
匹
8
9
〕
。
※
年
代
推
定
は
、
 
 
 

上
記
全
集
の
推
定
に
ょ
っ
て
い
る
。
 
 

（
3
）
 
河
上
徹
太
郎
「
三
好
達
治
『
春
の
岬
』
」
＜
『
新
女
苑
』
（
一
九
三
九
・
七
）
＞
 
 
 

〔
『
河
上
徹
太
郎
全
集
 
第
二
巻
』
（
新
潮
社
、
一
九
八
一
－
十
二
）
 
凱
紺
〕
。
 
 

（
4
）
 
伊
藤
信
書
『
現
代
詩
人
論
』
（
河
出
書
房
、
一
九
四
〇
I
七
）
掛
澗
～
堅
 
 
 

3
2
。
 
 

払
1
 
 

（
5
）
 
青
田
精
一
『
日
本
近
代
詩
鑑
賞
 
昭
和
縮
』
（
天
明
社
、
一
九
五
一
－
四
、
 
 
 

新
潮
社
、
一
九
五
四
1
二
）
 
針
6
7
。
 
 

（
6
）
 
竹
中
郁
「
三
好
達
治
」
＜
北
川
冬
彦
他
編
『
現
代
詩
鑑
賞
 
昭
和
編
』
（
第
 
 
 

二
書
房
、
一
九
五
一
）
 
p
p
1
9
4
～
1
9
5
＞
。
 
 

（
7
）
 
安
田
保
雄
「
連
泊
の
詩
の
意
味
す
る
も
の
」
＜
『
国
文
学
 
解
釈
と
鑑
賞
』
 
 

望
㌫
2
（
至
文
堂
、
完
五
二
⊥
一
）
誌
＞
。
 
 

（
8
）
 
丸
山
薫
「
三
好
達
治
論
」
＜
『
創
元
』
（
一
九
五
三
－
四
）
＞
〔
『
丸
山
薫
全
集
 
 
 

囲
』
（
角
川
書
店
、
一
九
七
七
－
一
）
 
針
撒
〕
。
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195  「雪」（三好達治）解釈の鳥撤図作成のためのノート  

（
9
〉
 
青
田
精
一
『
現
代
詩
』
（
学
燈
社
、
一
九
五
三
－
六
）
 
p
p
加
～
飢
。
 
 

（
1
0
）
 
伊
藤
信
書
『
現
代
詩
の
鑑
賞
』
（
新
潮
社
、
一
九
五
三
－
二
）
〔
『
新
潮
社
文
 
 
 

庫
版
』
（
一
九
五
四
1
四
、
一
九
六
八
－
五
）
 
p
p
1
3
9
～
川
〕
。
 
 

（
1
1
）
 
伊
藤
信
書
『
現
代
詩
人
全
集
 
帥
』
（
創
元
社
、
一
九
五
三
－
十
一
）
 
払
4
3
9
。
 
 

（
1
2
）
 
石
井
昌
光
「
三
好
達
治
 
－
 
現
代
詩
に
お
け
る
伝
統
と
創
造
－
－
－
」
＜
『
宮
 
 
 

城
女
子
大
学
研
究
論
文
集
』
第
八
巻
、
（
一
九
五
五
－
十
一
）
 
p
p
加
～
餌
。
 
 

（
1
3
）
 
青
木
隆
明
「
『
四
季
』
派
の
本
管
T
－
1
三
好
達
治
を
中
心
隼
－
†
」
＜
『
文
学
』
 
 
 

（
岩
波
書
店
、
一
九
五
入
－
四
）
 
匹
4
9
2
＞
。
 
 

（
1
4
）
 
武
田
元
治
「
＜
詩
人
研
究
＞
三
始
達
治
」
＜
『
国
文
学
 
解
釈
と
教
材
の
研
 
 
 

〈
1
8
〉
石
井
昌
光
「
三
好
達
治
」
＜
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
V
O
1
5
、
N
O
 
 
 

究
』
W
3
、
N
。
6
（
学
燈
社
、
一
九
五
入
－
五
）
誌
＞
。
 
 

（
1
5
）
 
村
上
菊
一
郎
編
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
 
第
二
十
巻
 
三
好
達
治
・
草
野
心
 
 
 

平
』
（
角
川
書
店
、
一
九
五
九
l
一
）
 
p
p
1
9
～
2
0
。
 
 

（
1
6
）
 
竹
中
郁
「
三
好
達
治
に
つ
い
て
 
と
つ
お
い
つ
」
＜
村
上
、
前
掲
書
、
凱
1
1
0
＞
。
 
 

（
1
7
）
 
嶋
岡
農
「
教
科
書
の
詩
と
二
人
の
詩
人
」
＜
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
、
月
報
 
 
 

S
』
（
角
川
書
店
、
一
九
五
九
－
二
）
 
臥
6
＞
。
 
 

7
、
（
一
九
六
〇
－
五
）
。
（
1
2
）
と
同
内
容
。
 
 

（
1
9
）
 
河
上
徹
太
郎
『
異
端
と
伝
統
』
（
文
芸
春
秋
社
、
一
九
六
〇
－
十
一
）
 
匹
1
1
2
。
 
 

（
2
0
）
 
山
本
健
膏
「
三
好
達
治
の
人
と
作
品
」
＜
『
小
説
中
央
公
論
』
第
三
号
（
中
 
 
 

央
公
論
社
、
一
九
六
一
－
一
）
 
臥
1
g
6
＞
。
 
 

ハ
2
1
）
 
伊
藤
整
「
詩
の
世
界
」
（
初
出
不
詳
）
＜
伊
藤
整
『
作
家
論
』
（
筑
摩
書
房
、
 
 

一
九
六
一
－
十
二
）
＞
〔
『
伊
藤
整
全
集
 
㈹
』
（
新
潮
社
、
一
九
七
三
－
十
）
 
p
p
 
 
 

猥
～
辺
〕
。
 
 

（
讐
安
田
保
雄
「
三
好
達
治
」
＜
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
W
7
、
N
。
1
4
 
 
 

（
一
九
六
二
－
十
一
）
 
p
p
H
g
～
1
1
9
＞
。
 
 

（
空
 
曹
原
克
巳
「
三
好
達
治
の
詩
」
＜
『
教
育
科
学
 
国
語
教
育
』
N
。
讐
臨
時
増
 
 
 

刊
号
》
（
明
治
国
書
、
一
九
六
三
－
七
）
 
p
p
1
9
1
～
1
9
2
＞
。
 

（
2
4
）
 
安
田
保
雄
「
『
青
空
』
時
代
の
三
好
達
治
－
－
1
『
測
量
船
』
研
究
序
説
」
＜
『
鶴
 
 
 

見
女
子
大
学
紀
要
』
第
一
号
、
（
一
九
六
三
－
十
一
）
 
臥
1
1
7
＆
p
p
闇
～
1
3
0
＞
。
 
 

（
2
5
）
 
安
田
保
雄
「
『
海
潮
音
』
以
後
の
上
田
敏
と
近
代
詩
人
」
＜
『
立
教
大
学
 
日
 
 
 

本
文
学
』
N
。
1
1
（
一
九
六
八
－
十
一
）
 
p
p
1
9
～
2
1
＞
。
 
 

（
欒
〉
 
杉
山
平
一
「
三
始
達
治
」
＜
『
詩
学
』
N
。
加
（
一
九
六
四
－
五
）
軋
1
4
＞
。
 
 

（
2
7
）
奥
野
健
男
「
三
好
さ
ん
と
最
後
に
飲
ん
だ
か
な
し
さ
」
＜
『
本
の
手
帖
』
W
 
 
 

4
、
N
。
5
（
昭
森
社
、
一
九
六
四
－
六
）
 
凱
7
7
＞
。
 
 

（
空
中
村
稔
「
三
好
さ
ん
の
死
」
＜
『
本
の
手
帖
』
Ⅶ
4
、
N
。
5
、
慧
～
4
7
＞
。
 
 

（
却
）
 
山
本
健
吉
『
こ
と
ば
の
歳
時
記
』
（
文
芸
春
秋
社
、
一
九
六
五
－
五
、
一
九
 
 
 

八
〇
－
一
）
 
p
p
紺
～
M
。
 
 

（
3
0
）
 
田
村
隆
一
「
鳥
語
 
－
 
達
治
礼
賛
」
＜
『
「
萩
原
朔
太
郎
二
二
好
達
治
・
西
脇
 
 
 

順
三
郎
」
月
報
』
（
一
九
六
五
－
七
）
＞
〔
『
現
代
詩
読
本
 
7
 
三
好
達
治
』
（
思
 
 
 

潮
社
、
一
九
七
九
－
五
）
 
匹
ヱ
3
4
〕
。
 
 

（
3
1
）
 
新
藤
千
意
『
若
い
人
へ
の
詩
』
（
社
会
思
想
社
、
一
九
六
五
－
七
）
 
p
p
1
6
9
～
 
 

n
U
O
 
 
 

（
詔
）
 
神
保
光
太
郎
編
『
三
好
達
治
詩
集
』
）
自
凰
社
、
一
九
六
五
－
八
）
 
臥
m
。
 
 

（
学
部
珂
太
郎
「
測
量
船
（
三
好
達
治
）
」
＜
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
3
1
、
 
 
 

N
。
1
（
一
九
六
六
－
一
）
 
臥
紳
＞
。
 
 

（
誕
）
 
伊
藤
信
書
「
三
好
達
治
 
－
 
往
事
の
中
か
ら
」
（
一
九
六
六
1
六
）
＜
『
私
の
 
 
 

詩
的
地
帯
』
（
禰
生
書
房
、
一
九
七
三
－
十
）
 
p
p
7
2
～
7
4
V
。
 
 

と
鑑
賞
』
Ⅷ
3
1
、
N
。
1
2
（
一
九
六
六
－
十
）
‰
＞
。
 
 

（
詣
）
 
鮎
川
信
夫
『
詩
の
見
方
 
－
 
近
代
詩
か
ら
現
代
詩
へ
 
－
 
』
（
思
潮
社
、
一
 
 
 

九
六
不
卜
十
二
）
 
p
p
Ⅲ
～
璧
 
 

（
3
9
）
 
中
野
真
治
「
三
好
達
治
 
人
と
作
品
」
＜
『
日
本
詩
人
全
集
、
糾
 
三
好
達
 
 
 

治
』
（
新
潮
社
、
一
九
六
七
1
二
）
 
匹
1
3
＆
臥
2
0
＞
。
 
 

（
4
0
）
 
大
岡
昇
平
「
解
説
」
＜
『
中
原
ヰ
也
全
集
 
伺
』
（
角
川
書
店
、
一
九
六
七
－
 
 
 

十
二
）
 
匹
4
1
5
＞
。
 
 

（
4
1
）
 
阪
本
越
郎
「
（
鑑
賞
）
雪
」
＜
『
日
本
の
詩
歌
 
餉
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
 
 

／＼    ／′＼    ／＼  

警Ⅴ。1．讐Ⅴ。1．讐   

文
挟
夫
佐
意
「
一
二
好
達
治
の
詩
と
文
学
 
－
 
記
念
誌
演
の
こ
と
 
－
 
」
＜
『
秋
』
 
 

6
、
N
。
6
（
「
秋
」
発
行
所
、
（
一
九
六
六
1
七
）
 
針
1
0
1
＞
。
 
 
 

福
田
清
人
「
三
好
達
治
さ
ん
の
こ
と
 
－
 
『
測
量
船
』
周
辺
1
」
＜
『
秋
』
 
 

6
、
N
O
6
、
臥
8
＞
。
 
 

Ⅰ
 
 

川
崎
寿
彗
分
析
批
評
入
門
的
作
品
を
と
く
鍵
」
＜
『
国
文
学
解
釈
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194   望 月 善 次  

六
七
－
十
二
）
 
軋
9
＞
。
 
 

（
彪
〉
 
菅
谷
規
矩
雄
「
抒
情
と
擁
ロ
マ
ネ
ス
ク
 
ー
 
測
量
船
に
つ
い
て
 
ー
 
」
＜
『
南
 
 
 

北
』
（
一
九
六
七
－
十
二
）
＞
〔
『
無
言
の
現
在
』
（
イ
ザ
ラ
書
房
、
一
九
七
〇
）
 
p
p
 
 
 

即
～
1
8
1
〕
。
 
 

（
亜
）
 
高
橋
和
巳
「
三
好
達
治
1
詩
人
と
の
出
会
い
と
別
れ
－
－
－
」
＜
『
詩
の
本
』
 
 
 

（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
－
十
二
）
 
乱
用
＞
。
 
 

（
亜
）
 
三
好
行
雄
、
越
智
治
雄
、
野
村
喬
「
三
好
達
治
『
測
量
船
』
り
」
＜
『
国
文
学
 
 
 

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
Ⅶ
1
3
 
N
。
5
 
謂
～
冊
＞
。
 
 

（
4
5
）
 
青
田
精
一
「
鑑
賞
」
＜
『
日
本
の
詩
歌
 
㈹
 
三
好
達
治
詩
集
』
（
角
川
書
店
、
 
 

一
九
六
八
－
九
）
 
p
p
脱
～
別
＞
。
 
 

（
亜
）
 
河
盛
貯
蔵
「
解
説
」
＜
『
三
好
達
治
詩
集
』
（
新
潮
社
、
一
九
六
八
－
五
）
 
匹
 
 
 

胴
＞
。
※
初
版
は
、
一
九
五
一
年
二
月
で
あ
る
様
だ
が
、
未
確
認
の
た
め
一
ま
ず
 
 
 

こ
こ
に
お
く
こ
と
と
し
た
。
 
 

（
斬
）
 
安
西
均
『
現
代
詩
鑑
賞
講
座
 
第
1
0
巻
』
（
角
川
書
店
、
一
九
六
九
－
一
）
 
 
 

p
 
p
1
5
～
1
6
 

（
亜
）
 
山
本
太
郎
『
詩
の
作
法
』
（
社
会
思
想
社
、
一
九
六
九
－
三
）
 
p
p
l
－
9
～
1
8
0
。
 
 

（
4
9
）
 
石
原
八
束
編
著
『
達
治
の
う
た
』
（
社
会
思
想
社
、
一
九
六
九
－
四
）
阻
1
1
 
 
 

～
1
4
0
 
 

（
5
0
）
 
井
伏
鱒
二
「
風
貌
・
姿
勢
1
三
好
達
治
1
」
＜
『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
（
一
 
 
 

九
六
九
－
四
）
＞
〔
『
釣
人
』
（
新
潮
社
、
一
九
七
〇
－
六
）
 
p
p
剖
～
讐
。
 
 

（
5
1
）
 
飛
高
隆
夫
「
三
好
達
治
」
＜
青
田
精
一
、
分
銅
惇
作
編
『
近
代
詩
鑑
賞
事
典
』
 
 
 

（
東
京
堂
、
一
九
六
九
Ⅰ
九
）
 
p
p
l
罰
～
描
＞
。
 
 

（
5
2
）
 
村
野
四
郎
縮
『
三
好
達
治
詩
集
』
（
旺
文
社
、
一
九
六
九
1
十
）
 
払
1
1
。
 
 

（
5
3
）
 
桝
井
寿
郎
編
著
『
三
好
達
治
詩
が
た
み
 
旅
人
』
（
宝
文
館
、
一
九
六
九
－
 
 
 

十
二
）
 
p
p
6
～
7
。
 
 

（
弘
）
 
安
東
次
男
『
現
代
詩
の
展
開
』
（
思
潮
社
、
一
九
六
九
－
十
二
）
恥
3
5
9
～
3
6
0
。
 
 

（
5
5
）
 
古
田
拡
、
西
郷
竹
彦
「
詩
教
材
を
ど
う
読
む
か
Ⅰ
三
好
達
治
『
雪
』
を
め
 
 
 

ぐ
っ
て
ー
」
＜
『
国
語
の
教
育
』
N
。
2
2
（
国
土
社
、
一
九
七
〇
－
二
）
p
p
7
2
～
糾
＞
。
 
 

（
5
6
）
 
閑
良
一
「
三
好
達
沿
と
古
典
詩
歌
」
＜
『
国
文
学
 
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
 
 

Ⅶ
ほ
、
N
。
4
（
一
九
七
〇
－
三
）
p
。
％
～
9
7
＞
。
 
 

（
5
7
）
 
石
原
八
束
「
風
狂
の
詩
人
」
＜
『
三
好
達
治
詩
集
』
（
一
九
七
〇
－
四
）
＞
〔
石
 
 
 

原
八
束
『
三
好
達
治
』
（
筑
摩
善
巧
一
九
七
九
－
十
二
）
 
p
p
掴
～
1
8
9
〕
。
※
石
原
 
 
 

国
語
教
育
』
N
。
捌
（
一
九
七
三
1
十
一
）
 
p
p
Ⅶ
～
腿
＞
。
 
 

八
束
『
秋
琴
帖
』
（
皆
糞
社
、
一
九
七
三
－
十
一
）
阻
1
0
i
～
1
1
1
。
 
 

（
鎚
）
 
安
西
均
「
詩
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
＜
現
代
詩
入
会
編
、
『
詩
を
ど
う
読
む
か
』
 
 
 

（
社
会
思
想
社
、
一
九
七
〇
－
七
）
 
p
p
服
～
頂
＞
。
 
 

（
5
9
）
 
丸
谷
才
一
「
私
の
教
科
書
批
判
（
国
語
）
伺
」
＜
『
朝
日
新
聞
』
（
一
九
七
〇
 
 
 

・
九
・
二
八
）
＞
。
 
 

（
6
0
）
 
黒
田
三
郎
「
は
か
な
い
原
形
」
＜
山
本
太
郎
他
編
『
わ
が
愛
す
る
詩
』
（
新
 
 
 

装
版
）
（
思
潮
社
、
一
九
七
〇
）
 
匹
1
5
1
＞
。
 
 

（
6
1
）
 
高
田
敏
子
『
詩
の
世
界
』
（
ポ
プ
ラ
社
、
一
九
七
二
）
p
p
5
3
～
5
7
。
※
渡
辺
胎
 
 
 

介
氏
の
掟
供
に
よ
る
。
 
 

（
6
2
）
 
西
郷
竹
彦
「
詩
の
＜
ま
と
め
よ
み
＞
＜
つ
づ
け
よ
み
＞
0
」
＜
『
教
育
科
学
 
 

（
6
3
）
 
西
郷
竹
彦
「
詩
の
＜
ま
と
め
よ
み
＞
＜
つ
づ
け
よ
み
＞
臼
」
＜
『
教
育
科
学
 
 
 

国
語
教
育
』
N
。
捕
（
一
九
七
三
1
十
二
）
 
p
p
m
～
1
2
3
＞
。
 
 

（
6
4
）
 
中
桐
雅
夫
「
詩
の
読
み
方
」
＜
『
詩
の
読
み
か
た
詩
の
作
り
方
』
（
晶
文
社
、
 
 

一
九
八
〇
－
三
）
恥
頂
～
1
9
1
＞
。
 
 

（
6
5
）
 
石
原
八
束
「
秋
の
風
鈴
」
＜
『
東
京
新
聞
』
（
一
九
七
四
二
・
十
三
）
＞
〔
『
三
 
 
 

好
達
治
』
p
p
4
7
～
讐
。
 
 

（
6
6
）
 
西
郷
竹
彦
・
小
海
永
二
「
（
対
談
）
日
本
近
代
詩
教
材
化
の
諸
問
題
」
＜
『
文
 
 
 

芸
教
育
』
N
。
1
1
（
明
治
図
書
、
一
九
七
四
－
五
）
 
臥
2
9
＞
。
 
 

（
6
7
）
 
石
原
八
束
「
漂
泊
の
軌
跡
」
＜
『
国
語
』
（
一
九
七
四
－
九
）
〕
＞
『
三
好
達
治
』
 
 
 

臥
腰
〕
。
 
 

（
槌
）
石
丸
久
「
私
の
好
き
な
達
治
の
作
品
1
『
雪
』
1
」
＜
『
解
釈
』
2
。
、
 
 
 

N
。
9
（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
四
－
九
）
、
臥
5
4
＞
。
 
 

（
6
9
）
小
川
和
佑
「
三
好
達
治
－
そ
の
人
と
作
品
－
－
」
＜
『
解
釈
』
、
W
2
。
、
N
。
 
 
 

9
、
n
7
＞
。
 
 

（
7
0
）
 
長
谷
川
泉
「
三
好
達
治
の
手
法
1
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
音
楽
性
を
め
ぐ
っ
 
 

て
」
＜
『
解
釈
』
Ⅶ
2
。
、
N
。
9
、
p
。
1
1
～
1
2
＞
。
 
 

（
7
1
）
 
安
田
保
雄
「
三
好
達
治
に
お
け
る
西
洋
 
－
 
測
量
船
を
中
心
に
1
」
＜
『
解
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釈
』
W
2
？
N
。
9
、
鷺
～
竿
。
 
 

（
7
2
）
 
小
高
板
二
郎
「
中
也
・
静
雄
・
連
治
の
間
 
－
 
そ
の
抒
情
の
原
質
で
あ
る
暗
 
 

黒
部
と
傷
－
1
」
＜
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
Ⅷ
亜
、
N
。
4
（
完
七
五
土
一
）
 
 
 

針
9
＞
。
 
 
 

／＼   ／へ   ／′＼   ／＼  

讐Ⅴ。l．讐40㌍N。．讐   40       4  〔
『
冬
の
麦
』
（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
七
七
－
四
）
 
p
p
鋸
～
警
。
 
 

（
7
7
）
 
青
木
隆
明
「
初
期
歌
謡
」
＜
赤
羽
淑
、
橋
本
不
美
男
、
藤
平
春
男
編
『
和
歌
 
 
 

の
本
質
と
展
開
』
（
桜
楓
社
、
l
九
七
五
－
五
）
抑
1
4
～
1
5
＞
。
 
 

（
乃
）
 
井
伏
鱒
二
「
好
き
な
詩
1
『
雪
』
と
『
鹿
』
に
つ
い
て
1
」
＜
『
俳
句
と
 
 

エ
ッ
セ
イ
』
（
一
九
七
六
－
一
）
＞
〔
『
現
代
詩
読
本
 
7
 
三
好
達
治
』
 
仇
餌
1
4
〕
。
 
 

（
7
9
）
鈴
木
二
三
雄
「
三
好
達
治
と
梶
井
基
次
郎
」
＜
『
フ
ェ
リ
ス
論
叢
』
Ⅵ
l
巧
（
一
 
 
 

九
七
六
1
二
）
 
乱
2
＆
凱
3
＞
。
 
 

〈
0
0
〉
川
本
茂
雄
「
ヤ
ー
コ
プ
ソ
ソ
の
詩
学
瞥
見
」
＜
『
月
刊
言
語
』
V
O
1
5
、
N
O
2
 
 
 

（
一
九
七
六
－
二
）
 
p
p
8
～
1
0
＞
。
 
 

（
8
1
）
 
石
原
八
束
「
霧
の
中
の
遠
い
影
」
＜
『
俳
句
と
エ
ッ
セ
イ
』
（
一
九
七
六
－
 
 
 

五
）
＞
〔
『
三
好
達
治
』
 
臥
即
〕
。
 
 

（
8
2
〉
 
中
野
重
治
「
死
後
十
三
年
1
三
好
達
治
の
こ
と
 
－
 
」
＜
『
海
』
（
一
九
七
 
 
 

六
1
八
）
＞
〔
『
現
代
詩
読
本
 
7
 
三
好
達
治
』
 
臥
別
〕
。
 
 

（
8
3
）
 
小
川
和
佑
『
増
補
改
訂
版
 
三
好
達
治
研
究
』
（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
 
 
 

九
七
六
－
十
）
 
訟
彗
 
p
p
鯛
～
堅
 
臥
m
。
※
本
文
中
の
年
の
扱
い
は
『
三
好
達
 
 
 

治
研
究
』
（
国
文
社
、
一
九
七
〇
－
十
）
に
よ
り
一
九
七
〇
年
と
し
た
。
 
 

（
糾
〉
 
小
野
隆
「
『
測
量
船
』
試
論
I
T
・
1
・
－
主
と
し
て
同
人
誌
と
の
関
係
に
つ
い
て
 
 
 

－
」
＜
『
共
立
女
子
短
期
大
学
文
学
科
紀
要
』
N
。
2
0
（
一
九
七
七
－
四
）
p
p
9
7
～
 
 
 

鈍
∨
。
 
 

木
村
幸
雄
「
言
語
感
覚
の
厳
し
さ
」
＜
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
亜
、
 
 

、
p
p
9
0
～
9
1
＞
。
 
 

桝
井
寿
郎
「
達
治
に
お
け
る
詩
と
現
実
」
＜
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
Ⅶ
 
 

N
。
4
、
払
8
5
＞
。
 
 

萬
田
務
「
三
好
達
治
『
測
量
船
』
＜
『
花
筐
』
」
＜
『
国
文
学
 
解
釈
と
鑑
賞
』
 
 

、
N
。
4
、
針
1
1
6
＞
。
 
 

安
西
均
「
農
村
の
夜
の
雪
、
都
会
の
夜
の
雪
」
＜
『
野
火
』
（
一
九
七
五
－
三
）
＞
 
 

〈
8
5
）
 
大
岡
信
『
詩
へ
の
架
橋
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
－
六
）
 
p
p
1
6
1
～
1
6
2
。
 
 

（
鎚
）
 
大
竹
新
助
『
う
た
の
ふ
る
さ
と
 
伺
 
現
代
詩
の
と
び
ら
開
く
』
（
さ
・
え
・
 
 
 

ら
書
房
、
一
九
七
七
1
六
）
 
p
p
4
0
～
4
1
。
 
 

（
8
7
）
 
入
沢
康
夫
「
詩
歌
作
品
の
『
読
み
解
き
』
」
＜
『
文
芸
』
（
河
出
書
房
新
社
、
 
 

一
九
七
七
－
七
）
 
払
2
5
＞
。
 
 

（
郎
）
 
中
村
稔
「
三
好
達
治
『
雪
』
」
＜
『
相
馬
』
N
。
∬
（
相
馬
美
術
店
、
一
九
七
七
 
 

－
七
）
恥
1
0
～
1
5
＞
。
※
本
資
料
入
手
に
当
っ
て
は
、
中
村
稔
氏
及
び
相
馬
美
術
 
 
 

店
か
ら
格
別
の
御
厚
意
を
待
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
 
 

（
鍋
）
 
山
本
健
吉
「
（
講
演
）
母
郷
思
慕
の
う
た
 
－
 
三
好
詩
・
蕪
村
詩
そ
し
て
芭
 
 
 

甚
T
－
1
」
（
於
高
山
、
一
九
七
七
・
七
・
二
四
）
〔
『
秋
』
一
九
七
九
－
二
二
二
月
号
 
 
 

（
一
九
七
九
－
三
）
 
p
p
罰
～
讐
。
 
 

（
0
0
）
 
永
渕
定
「
表
現
論
」
＜
西
郷
竹
彦
編
『
文
芸
教
育
辞
典
』
（
明
治
図
書
、
一
 
 
 

九
七
七
－
八
）
 
凱
7
1
＞
。
 
 

（
9
1
）
 
桝
井
寿
郎
「
三
好
達
治
－
－
達
治
に
お
け
る
詩
と
真
実
－
－
1
」
＜
江
頭
彦
造
、
 
 
 

高
橋
渡
、
山
田
野
理
夫
霜
『
風
土
と
詩
人
た
ち
 
下
』
（
宝
文
館
、
一
九
七
七
）
 
 
 

払
1
6
4
＞
。
※
（
7
4
）
と
同
内
容
。
 
 

（
9
2
）
 
草
部
典
一
他
「
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
文
芸
研
の
理
論
と
方
法
」
＜
『
文
芸
教
育
』
 
 
 

N
。
2
2
（
一
九
七
八
－
一
）
p
p
亜
～
亜
＞
。
 
 

（
9
3
）
 
石
原
八
束
「
犀
星
の
母
・
達
治
の
母
」
＜
『
婦
人
と
暮
し
』
（
一
九
七
八
－
 
 
 

三
）
＞
〔
『
三
好
達
治
』
阻
2
6
～
望
。
 
 

（
鋸
）
 
長
沢
久
「
三
好
達
治
『
測
量
船
』
 
－
 
そ
の
抒
情
の
構
造
に
つ
い
て
 
－
 
」
 
 
 

＜
『
詩
論
』
N
。
1
（
大
野
慶
事
店
、
一
九
七
九
－
七
）
 
n
6
0
＞
。
 
 

（
9
5
）
 
原
時
事
「
雪
」
＜
小
海
永
二
編
『
現
代
詩
の
解
釈
と
鑑
賞
事
典
』
（
旺
文
社
、
 
 

一
九
七
九
1
三
）
 
p
p
4
3
2
～
拗
＞
。
 
 

（
9
6
）
 
石
原
八
束
「
三
好
詩
を
追
う
て
」
＜
『
現
代
詩
手
帖
』
（
一
九
七
九
－
四
）
＞
 
 
 

〔
『
三
好
達
治
』
 
p
p
1
3
1
～
1
1
2
＆
臥
1
1
5
〕
。
 
 

（
9
7
）
 
石
原
八
束
「
目
の
眼
」
＜
『
目
の
限
』
（
一
九
七
九
－
四
）
＞
〔
『
三
好
連
泊
、
 
 
 

p
p
1
2
3
～
m
〕
。
 
 

（
鮨
）
 
中
村
稔
・
大
岡
信
・
谷
川
俊
太
郎
「
討
議
 
余
情
と
伝
統
1
そ
の
虚
飾
の
 
 
 

世
界
1
」
＜
『
現
代
詩
読
本
 
7
 
三
好
達
治
』
 
匹
2
3
＞
。
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（
9
9
）
 
清
水
覿
「
三
好
達
治
に
つ
い
て
1
日
本
的
な
気
分
の
問
題
1
－
」
＜
『
現
 
 
 

代
詩
読
本
 
7
 
三
好
達
治
』
 
臥
1
9
1
＞
。
 
 

（
1
0
0
）
 
入
沢
康
夫
「
太
郎
を
眠
ら
せ
…
…
－
 
詩
の
『
解
釈
』
と
は
 
－
 
」
＜
『
現
代
 
 
 

詩
読
本
 
7
 
三
好
達
治
』
 
p
p
1
6
5
～
m
＞
。
 
 

（
1
0
1
）
 
畠
中
哲
夫
『
三
好
達
治
』
（
花
神
社
、
一
九
七
九
1
七
）
 
隼
器
、
仇
3
6
、
p
p
4
3
 
 
 

4
4
、
 

～
p
p
6
0
～
6
1
 

p
 

2
（
一
九
八
〇
－
二
）
 
p
p
6
1
～
6
2
＞
。
 
 

（
1
0
3
）
 
足
立
悦
男
「
日
常
が
詩
に
変
る
と
き
」
＜
『
文
芸
教
育
』
N
。
2
9
（
明
治
図
書
、
 
 

一
九
八
〇
－
四
）
 
p
p
3
3
～
3
4
＞
。
 
 

（
1
0
4
）
 
菊
池
由
美
「
三
好
達
治
研
究
1
文
語
定
型
詩
の
形
成
と
本
質
」
＜
『
高
知
 
 
 

女
子
大
国
文
』
N
O
1
6
、
（
一
九
八
〇
－
八
）
匹
4
8
＞
。
 
 

（
1
0
5
）
 
足
立
悦
男
「
解
釈
の
根
拠
 
－
 
三
好
達
治
『
雪
』
を
め
ぐ
っ
て
 
－
 
」
＜
『
第
 
 
 

6
1
回
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
大
会
要
項
』
（
一
九
八
一
1
十
一
）
 
針
2
7
＞
。
※
 
 
 

足
立
氏
の
も
の
は
口
頭
発
表
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
為
本
文
中
の
引
用
こ
そ
な
い
 
 
 

が
、
氏
の
発
表
が
本
稿
の
直
接
契
機
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
筆
者
自
身
 
 
 

第
6
2
回
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
に
お
け
る
研
究
発
表
（
注
佃
参
照
）
時
に
も
言
 
 
 

及
し
た
通
り
で
あ
る
。
 
 

桐
（
N
O
）
は
、
注
何
に
お
け
る
も
の
示
す
。
姓
・
発
行
年
（
月
は
省
略
）
ペ
ー
ジ
を
 
 
 

附
す
こ
と
と
す
る
が
、
荘
川
に
お
け
る
ペ
ー
ジ
数
が
三
ペ
ー
ジ
以
下
の
も
の
は
、
 
 
 

ペ
ー
ジ
表
記
を
省
略
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
 
 

S
 
但
し
、
＜
太
郎
＞
＜
次
郎
＞
に
続
く
も
の
を
連
想
し
て
、
そ
の
中
に
ほ
女
性
を
 
 
 

も
加
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
〔
草
部
（
9
2
）
（
一
九
七
八
）
〕
も
あ
る
。
 
 

何
 
例
え
ば
こ
の
作
品
を
童
話
風
だ
と
す
る
考
え
方
〔
（
3
6
）
福
田
（
一
九
六
六
）
他
〕
 
 
 

ほ
、
こ
の
延
長
線
上
に
発
生
す
る
の
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
 
 

佃
 
「
雪
」
解
釈
史
か
ら
す
る
と
、
こ
の
作
品
を
「
抒
情
の
あ
た
た
か
さ
」
〔
伊
藤
信
 
 
 

（
1
1
）
（
一
九
五
三
）
〕
と
す
る
考
え
は
、
こ
こ
に
明
確
な
解
答
を
与
え
ら
れ
た
こ
 
 
 

と
に
も
な
る
。
 
 

㈹
 
「
あ
い
ま
い
さ
」
に
お
い
て
こ
の
作
品
の
魅
力
を
解
き
明
そ
う
と
す
る
試
み
は
、
 
 
 

ニ
ュ
ー
 
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
 
（
n
e
宅
C
r
i
t
i
c
i
0
0
m
）
 
を
踏
ま
え
た
川
崎
寿
彦
氏
に
 
 
 よ

っ
て
こ
れ
よ
り
先
に
な
さ
れ
て
い
る
。
〔
（
3
7
）
（
一
九
六
六
）
〕
 
 
 

ま
た
筆
者
は
、
西
郷
氏
と
同
様
な
考
え
を
、
近
年
の
比
喩
研
究
の
成
果
を
踏
ま
 
 
 

え
て
「
（
＜
雪
＞
）
…
…
＜
眠
ら
せ
＞
」
と
い
う
「
結
合
比
喩
」
に
よ
っ
て
も
説
明
 
 
 

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
 
 
 

げ
中
村
明
『
比
喩
表
現
の
理
論
と
分
煩
』
（
秀
英
出
版
二
九
七
七
）
。
 
 
 

拙
稿
「
文
学
教
材
と
形
象
性
仁
一
比
喩
・
象
徴
表
現
を
め
ぐ
る
ノ
ー
ト
ー
1
」
 
 

＜
飛
田
多
事
雄
他
編
『
中
学
校
国
語
科
指
導
法
講
座
S
 
理
解
④
詩
歌
の
研
 
 

究
』
（
明
治
図
書
、
一
九
八
二
秋
発
刊
予
定
）
＞
。
 
 

細
 
山
本
氏
は
当
時
古
田
氏
よ
り
の
私
信
を
も
得
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
〔
（
鋪
）
 
 
 

（
一
九
七
七
）
 
針
3
6
〕
こ
の
面
に
お
け
る
山
本
氏
の
責
任
は
極
め
て
重
い
と
も
言
 
 
 

え
る
。
 
 

個
 
今
回
の
検
討
資
料
で
は
、
山
本
〔
前
掲
〕
、
石
原
〔
（
鮎
）
（
一
九
七
九
）
〕
の
と
 
 
 

こ
ろ
ま
で
の
確
認
が
可
能
で
あ
る
。
 
 

㈹
 
＜
眠
ら
せ
＞
の
主
体
を
＜
雪
＞
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
Ⅰ
－
M
参
照
。
 
 

掴
 
岡
井
隆
・
金
子
兜
太
『
短
詩
型
文
学
論
』
（
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
六
三
－
七
）
。
 
 

㈹
 
菅
谷
規
矩
雄
氏
の
「
子
守
唄
（
眠
ら
せ
唄
）
」
説
は
、
こ
の
延
長
線
上
に
発
生
 
 
 

す
る
一
典
型
で
あ
る
。
〔
菅
谷
（
彪
）
（
一
九
六
七
）
 
針
Ⅲ
〕
 
 

㈹
 
大
岡
（
昇
）
（
4
0
）
（
一
九
六
七
）
、
小
高
板
（
7
2
）
（
一
九
七
五
）
を
も
併
せ
て
参
 
 
 

照
さ
れ
た
い
。
 
 

的
 
伊
藤
信
書
氏
を
「
兄
弟
説
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
は
、
実
は
微
妙
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
は
、
従
来
、
中
桐
氏
〔
（
6
4
）
（
一
九
七
三
）
〕
を
始
め
と
す
る
諸
氏
の
整
 
 
 

理
に
一
応
従
っ
て
お
い
た
ま
で
で
あ
る
。
 
 

姻
 
筆
者
の
こ
う
し
た
考
え
に
つ
い
て
ほ
左
記
参
照
。
 
 
 

拙
稿
「
『
読
み
』
の
レ
ベ
ル
設
定
に
関
す
る
一
考
察
1
八
木
重
曹
『
 
 
 

う
』
を
具
体
例
と
し
て
－
1
」
＜
『
岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
』
 
 
 

1
、
（
一
九
八
〇
－
十
）
 
p
p
M
～
銅
＞
。
 
 

（
一
九
八
二
年
十
月
十
五
日
受
理
）
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