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究『
伊
豆
の
踊
子
』

か
ら

『
伊
豆
の
踊
子
」

へ
大
十
五
)
の
主
人
公
の
「
私
」
は
、

二
十
歳
で
一
人
伊
豆
の
旅
に

出
て
い
る
高
校
生
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

二
十
歳
の
私
は
自
分
の
性
質
が
孤
児
根
性
で
歪
ん
で
ゐ
る
と
巌
し
い
反
省
を
重
ね
、

そ
の
息
脅
し
い
愛
畿
に
場
へ
切
れ
な
い
で
伊
豆
の
旅
に
出
て
来
て
ゐ
る
の
だ
っ
た
。

だ
か
ら
、
世
間
尋
常
の
意
味
で
自
分
が
い
い
人
に
見
え
る
乙
と
は
、
言
ひ
や
う
な
く

有
難
い
の
だ
っ
た
。

「
私
」
の
旅
の
究
極
の
目
標
が
孤
児
根
性
か
ら
の
脱
却
に
あ
る
ζ

と
は
明
瞭
だ
が
、
乙

の
物
語
一
篇
を
通
し
て
「
私
」
の
個
性
的
煩
悶
の
経
過
を
辿
る
乙
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

h
u
し
ろ
、
孤
児
似
性
か
ら
の
脱
却
の
契
機
は
、
次
の
よ
う
な
瞬
間
的
な
も
の
と
な
る
。

灰
暗
い
湯
殿
の
奥
か
ら
、
突
然
裸
の
女
が
走
り
出
し
て
来
た
か
と
思
ふ
と
、
脱
衣

場
の
突
鼻
に
川
岸
へ
飛
び
下
り
さ
う
な
恰
好
で
立
ち
、
雨
手
を
一
ぱ
い
に
伸
し
て
何

か
叫
ん
で
ゐ
る
。
手
拭
も
な
い
良
一
裸
だ
。
そ
れ
が
踊
子
だ
っ
た
。
活
桐
の
や
う
に
足

の
よ
く
伸
び
た
白
い
裸
身
を
眺
め
て
、
私
は
心
花
、
清
水
を
感
じ
、
ほ
う
っ
と
深
い
息

を
吐
い
て
か
ら
、
乙
と
乙
と
笑
っ
た
。
子
供
な
ん
だ
。
私
達
を
見
つ
け
た
喜
び
で
其

裸
の
ま
ま
日
の
光
の
中
に
飛
び
出
し
、
爪
先
き
で
背
一
ぱ
い
に
伸
ぴ
上
る
ほ
ど
に
子

供
な
ん
だ
。
私
は
朗
ら
か
な
喜
び
で
乙
と
こ
と
と
笑
ひ
績
け
た
。
頭
が
拭
は
れ
た
や

う
に
澄
ん
で
来
た
。
微
笑
が
い
つ
ま
で
も
と
ま
ら
な
か
っ
た
。

踊
子
を
対
象
と
し
た
当
初
の
「
私
」
の
汚
い
空
想
を
よ
そ
に
、
「
私
」
の
手
放
し
の
笑

い
ぞ
実
感
的
に
支
え
て
い
る
も
の
は
、
「
子
供
な
ん
だ
。
」
と
い
う
踊
子
に
対
す
る
驚
き

『
ム
寓
獣
』

ま
で

藤

正

本

文

に
も
似
た
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
子
供
な
ん
だ
。
」
と
い
う
「
私
」
の
認
識
は
、
「

若
桐
の
や
う
に
足
の
よ
く
伸
ぴ
た
白
い
裸
身
」
と
い
う
踊
子
の
一
片
の
汚
濁
も
な
い
清

潔
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
鮮
か
に
納
得
さ
れ
る
の
だ
。
「
ほ
ど
に
」
に
託
さ
れ
た
内
容
は
、

子
供
↑
↓
女
と
い
う
区
別
の
論
理
的
根
拠
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
乙
の
視
覚
的
イ
メ
1

リ
ン
を
受
け
止
め
た
・
も
の
で
あ
る
。
「
私
」
の
救
い
は
、
昨
晩
の
煩
悶
の
心
理
的
解
釈
の
結

果
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
踊
子
の
新
鮮
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
瞬
間
的
な
浄
化
に
あ
る
。
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ζ

う
い
う
「
私
」
の
非
論
浬
的
な
認
識
精
進
を
さ
ら
に
例
示
す
れ
ば
次
の
如
〈
で
あ
る
。

私
の
足
も
と
の
寝
床
で
、
踊
子
が
其
赤
に
な
り
位
が
ら
南
の
手
で
は
た
と
顔
を

抑
へ
て
し
ま
っ
た
。
彼
女
は
中
の
娘
と
一
つ
の
床
で
寝
て
ゐ
た
。
昨
夜
の
濃
い
化

粧
が
残
っ
て
ゐ
た
。
唇
と
肱
の
紅
が
少
し
に
じ
ん
で
ゐ
た
。
乙
の
情
緒
的
伝
寝
姿

が
私
の
胸
を
染
め
た
。

窮
子
の
イ
メ
ー
ジ
は
読
者
に
強
く
迫
っ
て
く
る
。
こ
う
い
う
瞬
間
に
お
い
て
、
「
私
」

の
心
理
の
過
程
が
問
題
に
な
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
「
私
」
は
突
っ
立
っ
て
驚
い
て
黙
っ
て
、

踊
予
を
見
つ
め
て
い
る
よ
り
他
伝
い
。

ζ

う
し
た
「
私
」
と
踊
子
と
の
位
置
関
係
は
、

さ
き
の
湯
殿
の
場
面
で
も
同
様
で
あ
る
。
あ
の
際
、
読
者
は
踊
子
の
裸
体
の
イ
メ
ー
ジ
を

見
つ
め
て
い
る
と
き
に
、
湯
に
入
っ
て
い
る
「
私
」
の
存
在
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
乙
の
場

面
も
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

瞬
間
、
踊
子
の
存
在
の
密
度
が
高
〈
な
れ
ば
、
逆
に
「
私
」
の
存
在
感
は
稀
薄
k
h
u
る。

踊
子
の
姿
態
に
照
明
が
強
く
あ
て
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
、
「
私
」
は
そ
の
背

後
に
隠
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
作
者
は
踊
子
の
清
純
な
イ
メ
ー
ジ
を
前
而
に
押
し
出
す



ζ

と
に
よ
っ
て
「
私
」
の
内
部
の
濁
り
や
自
己
嫌
悪
を
背
景
に
か
す
ま
せ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。

「
伊
豆
の
踊
子
」
は
、
全
詰
を
通
じ
て
ζ

う
い
う
瞬
間
的
な
プ
ロ

y
ト
の
集
積
の

上
に
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
は
自
我
の
稀
湾
化
に
よ
っ
て
「
私
」
の
浄
化
を
志
向
す
る
作

者
の
筆
の
努
力
で
あ
る
。

船
場
K
近
づ
く
と
、
海
際
に
う
づ
く
ま
っ
て
ゐ
る
踊
子
の
姿
が
私
の
胸
に
飛
び
込

ん
だ
。
傍
に
行
く
ま
で
彼
女
は
じ
っ
と
し
て
ゐ
た
。
黙
っ
て
頭
を
下
げ
た
。
昨
夜
の

ま
ま
の
化
粧
が
私
を
一
一
層
感
情
的
に
し
た
。
枇
の
紅
が
怒
っ
て
ゐ
る
か
の
や
う
な
顔

に
幼
い
疎
々
し
さ
を
輿
へ
て
ゐ
た
。

蹄
子
の
幼
い
清
純
さ
の
前
に
自
我
を
放
棄
し
た
「
私
」
は
、
そ
の
代
償
と
し
て
踊
子
の

枇
の
紅
の
美
し

3
を
獲
得
す
る
。
「
私
」
が
当
初
か
ら
の
踊
子
K
対
す
る
期
待
と
興
味
で
、

瞬
間
、
瞬
間
の
踊
子
の
有
様
を
見
つ
め
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
感
覚
は
蹴
の
紅
を
集
中
的

に
志
向
す
る
べ
く
訓
練
さ
れ
て
い
る
。
踊
子
に
対
す
る
憧
れ
と
欲
情
の
入
り
混
っ
た
「
私
」

の
漠
然
と
し
た
期
待
が
微
妙
に
変
形
し
屈
折
し
て
踊
子
の
肱
に
結
自
問
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
肱
の
紅
の
美
し
さ
が
「
私
」
の
自
己
放
棄
を
感
覚
的
に
保
証
し
て
い
る
と
言

え
る
。
「
私
」
は
、
踊
子
を
「
見
る
」
と
い
う
営
為
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
部

の
醜
を
捨
象
し
て
心
理
的
煩
悶
の
芽
を
摘
み
取
り
、
倫
理
的
な
志
向
さ
え
失
っ
て
「
美
し

い
空
虚
な
気
持
」
と
い
う
空
洞
化
し
た
精
神
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
先
K

『
伊
-
旦
の
踊
子
』
の
「
私
」
が
思
索
し
行
為
す
る
人
物
と
し
て
で
は
佐

く
、
自
ら
は
傍
観
者
と
し
て
一
歩
退
く
ζ

と
K
よ
っ
て
踊
子
の
美
的
イ
メ
ー
ジ
を
点
出
す

る
視
点
人
物
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
と
い
う
点
花
、
以
後
の
作
風
を
示
唆
す
る
芽
を
見

た。ム「，、

「
伊
-
豆
の
踊
子
』
の
延
長
線
上
に
『
禽
獣
』
を
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
と
き
、

「
だ
か
ら
、
世
間
尋
常
の
意
味
で
自
分
が
い
い
人
民
見
え
る
こ
と
は
、
喜
一
己
ひ
ゃ
う
か
怯
く
有

難
い
の
だ
っ
た
。
」
と
い
う
『
伊
-
旦
の
踊
子
』
の
「
私
」
の
認
識
と
、
「
だ
か
ら
、
人
間

は
い
や
な
ん
だ
と
、
孤
濁
な
彼
は
勝
手
伝
考
へ
を
す
る
。
」
と
い
う
『
禽
獣
』
の
「
彼
」

の
認
識
と
の
棺
違
は
、
是
非
と
も
確
認
し
て
お
か
ね
ば
伝
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。

『
伊
豆
の

蹄
子
』
の
「
私
」
の
到
達
点
で
あ
る
「
美
し
い
空
虚
伝
気
持
」
と
『
禽
獣
」
の
「
彼
」
の

虚
無
的
佐
内
面
と
は
一
一
脈
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

一
方
で
両
者
に
は
あ
る

意
識
の
落
差
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

乙
乙
で
『
伊
-
旦
の
踊
子
」

(
大
十
五
)
以
後
『
禽
獣
』

(
昭
八
〉
ま
で
の
川
端
の
作
品

を
大
観
し
て
み
よ
う
。
乙
の
時
期
の
作
風
の
展
開
は
二
つ
の
方
向
に
大
別
出
来
る
。

"9) 

春

景
色
」

(
昭
二
・
四
「
梅
の
雄
藁
」
、
昭
二
e

五
『
柳
は
緑
花
は
紅
』
を
「
文
萎
時
代
」

に
発
表
、
乙
の
二
作
を
昭
五
・
六
に
『
春
景
色
』
と
し
て
改
稿
)
、

『
死
者
の
書
」

昭

三
て
五
「
文
筆
春
秋
」
)
、

『
死
韓
紹
介
入
」

(
昭
四
・
五
『
死
纏
紹
介
入
』
を
「
文
襲

春
秋
」
に
、
昭
四
・
八
『
死
穫
の
復
讐
』
を
「
祖
園
」
に
発
表
、
後
者
は
『
死
瞳
紹
介
入
」

の
続
き
)
、

『
水
品
幻
想
』
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(
「
改
造
」
昭
六
・
一
月
号
『
水
晶
幻
想
』
、
同
七
月
号

『
鏡
』
)
等
の
作
品
K
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
感
性
を
凝
縮
緊
張
さ
せ
て
、
感
覚
の
結
晶
作

用
に
よ
っ
て
内
面
を
濃
密
化
し
て
い
く
方
向
と
、

『
浅
草
紅
圏
」

(
昭
四

t
五
)

=官

浅

草
日
記
』

(
昭
六
)
、

(
昭
七
)
、

『
浅
草
の
九
宮
鳥
」

(
昭
七
)
、

『
浅
草
の
姉
妹
」

『
寝
顔
』

(
昭
八
)
等
の
作
品
花
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
己
の
空
虚
な
精
神
を
混
沌
と
し

た
現
実
に
裸
の
ま
ま
横
た
え
、
外
界
か
ら
感
覚
の
絡
に
か
か
っ
た
も
の
を
採
集
し
、
列
挙

し
て
い
く
方
向
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
後
者
の
方
法
の
場
合
、
作
品
世
界
は
拡
散
と
通
俗
化

の
傾
向
が
生
じ
て
い
る
の
は
否
定
で
き
仕
い
。
今
、
前
者
の
作
品
群
で
作
者
が
払
っ
て
い

る
努
力
の
有
様
を
追
求
す
る
乙
と
が
『
伊
豆
の
踊
子
』
と
『
禽
獣
』
の
質
的
落
差
を
確
認

し
、
ひ
い
て
は
両
者
の
連
続
の
様
態
を
検
証
す
る
作
業
に
通
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
見
地
か
ら
、
ま
ず
『
春
景
色
』

(
昭
二
)
に
触
れ
て
み
よ
う
。

『
春
最
色
』
の
主
人
公
「
彼
」
の
内
部
は
、
具
体
的
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
画
家
で



あ
る
「
彼
」
の
精
神
は
ひ
と
え
に
眼
前
の
風
景
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
画
材
で
あ

る
景
色
K
対
す
る
「
彼
」
の
見
方
、
捉
え
方
が
「
彼
」
の
内
面
を
逆
照
射
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
時
も
風
と
日
の
光
と
が
あ
っ
た
。

竹
の
葉
と
冬
の
光
と
の
古
典
的
で
さ
さ
や
か
伝
舞
踏
を
じ
っ
と
眺
め
て
ゐ
る
と
、

彼
は
風
景
を
乱
さ
れ
た
腹
立
た
し
き
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
竹
の
葉
に
こ
ぼ
れ
る
光

が
、
さ
ら
さ
ら
と
透
明
伝
魚
の
や
う
に
彼
の
中
を
流
れ
た
。

ζ

の
山
峡
へ
着
く
と
臨
ぐ
、
こ
こ
の
風
崇
の
特
色
が
竹
林
の
ち
ら
り
ほ
ら
り
で
あ

る
ζ

と
に
気
が
つ
い
た
。

そ
の
竹
林
の
痩
せ
て
ゐ
る
こ
と
が
、
山
峡
の
感
情
的
な
化
粧
で
あ
っ
た
。

風
と
日
光
に
よ
る
竹
の
葉
の
微
細
仕
運
動
が
、
「
彼
」
の
意
識
の
様
態
を
現
わ
し
、
竹

林
の
行
ま
い
が
「
彼
」
の
感
情
の
様
相
で
あ
る
。
作
者
に
よ
っ
て
伺
の
説
明
も
加
え
ら
れ

て
い
位
い
「
彼
」
の
内
部
を
探
求
す
る
た
め

K
は
、
「
彼
」
が
風
景
を
凝
視
す
る
時
の
視

線
の
有
様
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

咲
き
満
ち
た
花
が
六
つ
1
1指
先
き
で
く
る
く
る
廻
し
た
。
廻
す
の
を
止
め
る
と
、

梅
の
雄
官
架
が
彼
を
驚
か
せ
た
。
梅
の
花
の
雄
棄
を
見
る
の
は
生
れ
て
初
め
て
だ
っ
た
。

彼
等
は
一
本
一
本
が
白
金
の
り
の
や
う
に
身
を
反
っ
て
ゐ
た
。
小
さ
い
花
粉
の
頭

を
、
雄
官
柴
山
札
向
っ
て
綴
り
上
げ
て
ゐ
た
。

彼
は
花
を
か
ざ
し
て
青
空
を
見
た
。
雄
官
需
の
り
が
新
月
の
や
う
に
、
青
空
へ
矢
を

は
な
っ
た
。

彼
は
と
ん
で
も
な
く
、
浅
草
の
附
十
郎
の
銅
像
を
恩
ひ
出
し
た
。
美
し
い
緊
張
と

醜
い
緊
張
と
の
封
照
と
し
て
で
あ
ら
う
。

梅
の
花
の
微
細
伝
構
造
K
、
「
彼
」
は
自
然
の
「
美
し
い
緊
張
」
を
発
見
し
、
誇
張
さ

れ
歪
め
ら
れ
た
写
実
の
典
明
で
あ
る
閥
十
郎
の
銅
像
を
「
醜
い
緊
張
」
と
感
じ
る
の
で
あ

る
。
乙
の
と
き
の
「
彼
」
の
悔
の
花
へ
の
瞬
間
的
を
凝
視
は
単
に
植
物
学
的
な
鋭
利
往
観

察
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
伝
一
節
を
参
照
す
れ
ば
い

っ
そ
う
よ
く
分
る
。

二
つ
の
並
ん
だ
寝
床
で
抱
か
れ
て
ゐ
る
姉
と
妹
と
の
慢
を
、
彼
は
頭
に
描
い
て
み

た
。
な
ん
と
美
し
い
姿
で
あ
ら
う
。

小
さ
い
部
屋
の
閣
に
は
、
濡
れ
た
花
の
や
う
な
匂
ひ
が
乙
も
っ
て
来
た
。
彼
は
植

物
の
や
う
に
呼
吸
を
し
た
。

柔
か
い
女
の
穫
が
羨
し
く
な
っ
た
。
姉
か
妹
か
K
な
っ
て
み
た
か
っ
た
。
さ
う
し

た
ら
、
ど
ん
伝
花
新
鮮
な
喜
び
で
身
ぶ
る
ひ
す
る
こ
と
だ
ら
う
。

彼
は
梅
の
花
の
雄
築
を
思
ひ
出
し
た
。

ち
な
み
に
、
妹
と
は
「
彼
」
の
恋
人
の
千
代
子
で
あ
り
、
姉
と
は
千
代
子
の
姉
の
乙
と

で
あ
る
。
温
泉
宿
の
一
部
屡
で
千
代
子
は
「
彼
」

K
抱
か
れ
、
姉
は
失
に
抱
か
れ
て
校
て

い
る
の
で
あ
る
。
梅
の
花
の
雄
棄
を
発
見
し
た
と
き
の
直
感
的
な
篤
き
は
、
「
彼
」
の
人
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聞
に
対
す
る
認
識
の
仕
方
を
も
支
配
し
て
い
る
。
「
彼
は
植
物
の
や
う
に
呼
吸
を
し
た
。
」

と
い
う
一
節
は
、
梅
の
花
の
細
微
な
構
造
に
人
間
関
係
を
擬
す
る
「
彼
」
の
意
識
を
暗
示

し
て
い
る
。
「
姉
か
妹
に
な
っ
て
み
た
か
っ
た
。
」
と
い
う
「
彼
」
の
願
望
は
、
先
に
惑

得
し
た
梅
の
花
の
雄
築
と
雌
薬
の
「
美
し
い
緊
張
」
の
徳
図
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
き
生
ず

る
発
想
で
あ
り
、
「
彼
」
の
脳
裡
で
、
姉
妹
は
梅
の
雌
薬
代
擬
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
自
然
物
と
人
間
を
同
一
次
元
で
捉
え
る
「
彼
」
の
内
部
の
様
相
は
、
次
の

よ
う
な
一
節
に
も
典
型
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。

脱
衣
場
で
乙
れ
も
ま
た
大
き
い
、
千
代
子
の
建
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
彼
の
手
拭
を
肌
に
つ
け
ま
い
と
す
る
の
か
、
旗
の
や
う
に
前
に
績
げ
て

石
段
を
と
ん
と
ん
下
り
て
来
た
。
白
か
っ
た
乳
房
に
、
今
朝
は
、
ほ
の
か
な
色
が
あ

る
で
は
伝
い
か
。

は
て
な
と
彼
は
谷
川
の
石
原
を
見
た
。



ー
な
ん
の
ζ

っ
た
。
春
が
来
た
ん
だ
よ
。
」

以
上
、
述
べ
て
来
た
よ
う
位
自
然
比
内
在
す
る
美
し
い
緊
張
関
係
の
発
見
と
、
人
間
認

識
を
自
然
の
構
図
K
同
化
会
せ
て
認
識
す
る
よ
う
往
視
点
は
、

『
伊
豆
の
踊
子
」
で
は
見

ら
れ
か
弛
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ら
伝
み
に
、

『
伊
豆
の
踊
子
』
の
一
節
を
引
用
し
て
み
よ

つ。

遺
伝
り
合
っ
た
山
々
や
原
生
林
や
深
い
演
谷
の
秋
山
札
見
惚
れ
位
が
ら
も
、
私
は
一

つ
の
期
待
に
胸
を
と
き
め
か
し
て
道
を
急
い
で
ゐ
る
の
だ
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
大
粒

の
雨
が
私
を
打
ち
始
め
た
。
折
れ
曲
っ
た
急
な
坂
道
を
駈
け
登
っ
た
。
ゃ
う
や
く
峠
の

北
口
の
茶
屋
に
辿
り
つ
い
て
ほ
っ
と
す
る
と
同
時
に
、
私
は
そ
の
入
口
で
立
ち
す
く

ん
で
し
ま
っ
た
。
除
り
K
期
待
が
み
と
と
に
的
中
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
乙
で
旅
萎

人
の
一
行
が
休
ん
で
ゐ
た
の
だ
。

「
私
」
は
、
「
山
々
や
原
生
林
や
深
い
渓
谷
の
秋
」
に
感
動
し
て
い
る
訳
だ
が
、
「
私
」

の
自
然
認
識
は
、
踊
子
一
行
に
対
す
る
認
識
と
は
交
錯
も
せ
ず
、
融
合
・
も
し
て
い
な
い
。

い
わ
ば
、
自
然
と
人
間
と
の
関
係
が
作
者
の
感
覚
に
よ
っ
て
統
覚
さ
れ
ず
、
分
離
し
た
ま

ま
の
状
態
で
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
自
然
描
写
自
体
も
一
般
的
で
あ
っ

て
、
読
者
に
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
な
い
。

『
伊
豆
の
踊
子
」
の
草
稿
『
湯
ケ
駒

で
の
思
ひ
出
』

(
乙
の
作
品
は
当
時
未
発
表
に
終
わ
り
、
後
に
『
少
年
』

(
昭
二
三

t
ニ

四
)
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
)
の
中
で
川
端
は
、
「
初
め
て
の
伊
豆
の
旅
は
、
美
し

い
踊
子
が
餐
一
星
で
修
善
寺
か
ら
下
回
ま
で
の
風
物
が
そ
の
尾
の
や
う
に
、
私
の
記
憶
に
光

り
流
れ
て
ゐ
る
。
」
と
書
い
て
い
る
が
、
「
私
」
に
と
っ
て
踊
子
が
第
一
の
関
心
の
的
で

あ
り
、
伊
豆
の
風
物
は
鏑
子
の
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
立
て
る
背
景
で
あ
る
と
い
っ
た

関
係
は
、

『
伊
豆
の
踊
子
』
で
も
順
守
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
背
景
た
る
べ
き
伊
豆

の
風
物
も
、

『
伊
豆
の
踊
子
』
の
作
品
世
界
の
自
然
描
写
を
検
討
し
て
み
て
も
具
体
的
に

書
き
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
個
別
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
結
ば
な
い
。
乙
の
点
に
関
し
て
は
、
川

端
自
身
が
、
中
村
光
夫
と
三
島
由
紀
夫
と
の
座
談
会
「
川
端
康
成
氏
に
聞
く
」

昭
三
七
河
出
書
房
新
社
)
に
お
い
て
司
伊
豆
の
踊
子
』
は
、

(
『
文
芸

讃
本
・
川
端
康
成
』
所
収

う
ま
く
書
乙
う
と
い
う
よ
う
佐
野
心
も
往
く
、
書
い
て
い
ま
す
ね
。
文
章
の
ち
ょ
っ
と
意

味
不
明
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
し
、
第
一
景
色
が
ち
っ
と
も
書
け
て
い
伝
い
。
」
と
自
ら

認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
風
景
が
ま
っ
た
く
書
け
て
い
伝
い
と
い
う
川
端
の
反
省

は
事
実
そ
の
通
り
だ
が
、
そ
の
原
因
は
文
章
表
現
上
の
不
注
意
と
い
っ
た
次
元
よ
り
も
っ

と
深
く
、

『
伊
豆
の
踊
子
」
執
筆
時
の
川
端
の
自
然
に
対
す
る
意
識
の
唆
妹
さ
に
あ
る
の

で
は
を
い
か
と
思
わ
れ
る
。

今
、
そ
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
て
、

『
春
景
色
」
で
作
者
が
払
っ
て
い
る
努
力
の
有
様

を
結
論
付
け
て
み
よ
う
。
川
端
は
『
春
景
色
」
に
お
い
て
自
然
に
対
し
て
意
識
的
に
感
性

を
作
用
さ
せ
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、
人
物

iψ
背
景
と
し
て
の
自
然
と
い
っ
た
関
係
を
逆
転

さ
せ
て
、
自
然
の
細
微
往
緊
張
l
↓
人
間
認
識
の
変
美
化
、
自
然
風
物
と
人
間
関
係
の
等
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化
と
い
っ
た
言
語
表
現
上
の
新
生
面
を
開
拓
し
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
。
繊
細
伝
感
覚
を

武
器
と
し
た
意
識
的
主
創
作
方
法
の
無
限
の
可
能
性
の
端
緒
を
窺
わ
せ
る
実
験
作
の
一
つ

h
r
u
て、

「
春
景
色
』
は
評
価
出
来
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
伊
豆
の
踊
子
』
で
ほ

と
ん
ど
無
意
識
に
行
わ
れ
て
い
た
視
点
人
物

l
↓
対
象
の
美
化
、
濃
密
化
と
い
っ
た
創
作

方
法
上
の
情
図
を
、
意
識
的
に
定
着
す
る
方
向
へ
と
作
者
が
一
歩
踏
み
出
し
た
の
が
『
春

景
色
』
で
あ
る
。

次
に
『
死
者
の
書
』

(
昭
一
二
)
に
触
れ
て
み
よ
う
。

乙
の
作
品
で
は
妻
と
の
家
庭
生
活
に
倦
怠
し
た
「
彼
」
が
登
場
す
る
。
作
者
は
、
「
彼
」

の
過
去
の
結
婚
生
活
の
経
緯
は
お
ろ
か
、
「
彼
」
の
職
業
も
説
明
せ
ず
、
読
者
K
伺
の
予

備
知
識
も
与
え
伝
い
ま
ま
、
「
彼
」
を
作
品
の
主
人
公
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
読
者
は
、

彼
等
夫
婦
の
会
話
や
行
動
を
通
し
て
、
人
生
花
伺
の
目
的
も
往
く
生
活
の
薬
を
失
っ
た
「



彼
」
の
虚
無
的
な
内
部
を
暗
示
的
に
知
る
だ
け
で
あ
る
。
全
く
現
実
に
足
の
つ
か
な
い
軽

薄
な
会
話
を
契
機
と
し
て
、
気
ま
ぐ
れ
の
よ
う
K
「
彼
」
は
自
殺
を
思
い
立
ち
、
妻
も
そ

れ
に
従
う
。
以
下
、
彼
等
夫
婦
の
心
中
行
と
い
う
訳
で
あ
る
。

「
死
と
は
な
ん
だ
か
知
っ
て
ゐ
る
か
。
」

「
知
ら
位
い
わ
。
知
ら
伝
い
か
ら
死
ね
る
ん
だ
わ
。
」

海
岸
に
突
き
嘗
っ
た
。
海
は
荒
れ
て
ゐ
た
。
波
が
引
い
て
行
く
度
に
、
小
石
が
爆

竹
の
や
う
に
鳴
っ
た
。

「
同
じ
心
中
す
る

K
し
で
も
か
う
い
う
日
は
嫌
だ
ら
う
。
」

「
死
ぬ
の
に
も
形
容
詞
が
い
る
の
0
・
鏡
の
や
う
に
滑
か
な
海
と
か
い
ふ
り
・
」

「
一
月
中
に
乙
の
海
岸
で
心
中
が
七
組
あ
っ
た
ん
だ
よ
。
」

「
新
聞
に
出
て
ゐ
た
わ
。
そ
れ
で
人
の
員
似
は
し
た
く
伝
い
と
お
っ
し
ゃ
る
の
。
」

「
そ
れ
だ
っ
て
皆
自
分
の
家
か
町
で
死
ね
ば
よ
さ
さ
う
伝
も
ん
ぢ
ゃ
な
い
か
。
ど

う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
ζ

の
温
泉
場
ま
で
死

K
K
来
る
ん
だ
。
死
ぬ
に
も
形
容
詞
が
い
る

か
ら
さ
。
」

「
そ
ん
な
ζ

と
一
百
へ
ば
人
聞
の
憾
だ
っ
て
形
容
詞
だ
わ
。
」

「
お
前
の
美
し
い
鱒
は
特
に
ね
。
」

「
女
は
子
供
を
生
み
さ
へ
す
れ
ば
立
派
な
動
詞
だ
わ
。
」

防
波
堤
の
上
か
ら
鯵
と
鰯
の
干
物
の
匂
ひ
が
漂
っ
て
来
た
。
彼
は
路
を
折
れ
て
、

カ
フ
ェ
の
硝
子
窓
を
覗
い
た
。

乙
の
心
中
行
の
場
面
は
、
何
と
冗
漫
で
現
実
感
の
稀
薄
な
乙
と
か
。
「
彼
」
の
心
中
の

動
機
は
、
家
庭
生
活
上
の
退
屈
と
倦
怠
(
そ
の
具
体
的
様
相
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
描
か

れ
て
い
位
い
)
と
、
「
新
し
い
辺
徳
が
な
い
の
に
新
し
い
良
心
が
あ
る
か
ら
だ
。
」
と
か
、

「
生
ま
れ
て
い
る
乙
と
も
見
え
坊
か
も
し
れ
ん
。
」
と
い
っ
た
甚
だ
抽
象
的
伝
片
言
に
し

か
昆
出
し
得
伝
い
。
一
事
実
に
即
し
た
実
感
の
有
無
と
い
う
視
点
で
片
づ
け
て
し
ま
え
ば
そ

れ
ま
で
だ
が
、
「
実
感
」
と
い
う
発
組
を
表
面
に
出
し
て
く
れ
ば
、
作
品
そ
の
も
の
の
出

来
不
出
来
と
言
っ
た
観
点
を
通
ち
越
し
て
、
作
者
と
し
て
の
川
端
の
精
神
の
有
様
が
潤
題

に
な
っ
て
く
る
。
筆
者
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
私
的
実
感
の
有
無
で
は
伝
く
、

存
在
論
的
実
感
の
欠
如
が
と
の
心
中
場
面
の
質
的
弛
緩
を
招
来
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
乙
乙
で
存
在
論
的
実
感
と
言
う
場
合
、
そ
れ
は
、
生
存
す
る
根
拠
と
な
る
精
神
的

地
盤
を
失
っ
た
個
人
の
、
存
在
の
不
安
に
対
す
る
意
識
の
緊
張
の
密
度
を
指
す
の
で
ゐ
る
。

実
人
生
の
目
標
を
失
っ
た
虚
無
的
な
男
性
と
い
う
の
が
、
「
彼
」
に
対
す
る
作
者
の
規
定

で
あ
る
。
「
彼
」
の
自
殺
の
動
機
が
子
供
じ
み
た
思
い
つ
き
の
域
を
出
な
い
の
も
、
「
彼
」

の
行
為
が
存
在
の
充
実
を
求
め
て
焦
慮
す
る
自
意
識
の
痘
轡
花
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。

川
端
の
作
品
に
登
場
す
る
男
性
主
人
公
は
、
内
部
に
鋭
く
練
磨
さ
れ
た
感
覚
を
蔵
し
た
視

点
人
物
と
し
て
美
的
世
界
の
媒
体
と
伝
る
と
い
っ
た
ケ

1
ス
が
多
い
。
筆
者
も
そ
う
し
た
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創
作
万
法
は
作
者
の
資
質
に
適
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
評
価
し
、
視
点
人
物
の

内
面
の
感
覚
の
細
微
な
構
造
、
感
性
の
力
学
に
は
注
目
し
続
け
る
つ
も
り
で
あ
る
。
と
乙

ろ
が
、

「
死
者
の
書
』
の
「
彼
」
は
視
点
人
物
的
な
性
格
を
有
す
る
と
同
時
に
、
主
人
公

と
し
て
の
内
的
規
定
も
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
現
実
上
の
行
為
に
赴
く
。
そ
の
と
き
の
「
彼
」

の
認
識
や
行
動
が
説
得
力
を
持
た
な
い
の
は
、
先
K
引
用
し
た
心
中
の
場
面
K
見
た
通
り

で
あ
る
。
あ
の
場
面
で
の
「
彼
」
の
認
識
は
、
一
貫
性
の
な
い
生
活
に
対
す
る
断
片
的
な

修
飾
語
で
し
か
往
く
、
自
殺
と
い
う
行
為
自
体
も
現
実
に
遂
行
さ
れ
ず
、
意
味
を
結
ば
伝

ぃ
。
「
彼
」
は
何
と
な
く
自
殺
を
思
い
つ
き
、
そ
れ
を
ま
た
何
と
な
く
中
止
す
る
よ
う
な

人
間
伝
の
で
あ
る
。
自
殺
を
取
り
止
め
た
「
彼
」
の
様
相
は
、
「
よ
し
。
お
前
を
支
那
人

に
賓
り
に
行
っ
て
や
る
。
」
と
い
う
妻
に
対
す
る
言
葉
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
行
き

場
を
失
っ
た
自
意
識
の
発
作
の
知
き
意
義
し
か
持
た
な
い
。
「
彼
」
の
ζ

の
発
言
が
契
機

と
な
っ
て
、
「
彼
」
と
妻
は
朝
鮮
料
理
屋
兼
淫
売
屋
を
訪
れ
る
こ
と
に
在
る
。
こ
の
よ
う

な
一
貫
性
を
有
せ
ず
、
支
雛
滅
裂
伝
「
彼
」
の
扱
い
方
に
、
作
者
の
創
作
上
の
行
き
詰
ま



り
と
混
迷
告
打
開

L
ょ
う
と
す
る
認
識
上
の
あ
が
き
を
見
な
い
訳
に
は
い
か
芯
い
。

ζ

の
作
品
の
後
半
部
で
は
、
虚
し
く
空
を
切
る
よ
う
ぽ
「
彼
」
の
現
実
で
の
行
為
は
姿

を
消
し
て
、
作
者
は
「
彼
」
を
し
て
外
界
の
認
識
活
動
に
的
を
し
ば
ら
せ
る
。
以
下
、
淫

売
屋
そ
中
心
と
し
て
叙
せ
ら
れ
る
「
彼
」
の
内
面
の
動
き
に
は
、

ス
プ
リ
ン
グ
@
ボ

l
ド
と
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
よ
り
遠
く
、
よ
り
異
質
な
世
界
へ
と
大
胆

『
伊
豆
の
踊
子
』
を

に
跳
躍
す
る
作
者
の
認
識
の
運
動
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

菊
子
は
細
い
限
を
鈍
く
閉
ぢ
る
や
う
に
朝
鮮
語
で
歌
っ
て
ゐ
た
。
留
め
て
突
き
出

し
た
唇
は
品
闘
が
な
い
や
う
に
見
え
た
。
議
紙
張
り
の
妖
婆
の
面
を
見
て
ゐ
る
感
じ
だ

っ
た
。
朝
鮮
の
赤
土
を
塗
り
固
め
た
ゃ
う
芯
重
い
踊
を
い
つ
も
樽
み
た
い
に
立
て
て

ゐ
た
。
秋
子
は
賓
春
婦
ら
し
い
一
個
の
理
屈
を
そ
の
上
氏
載
せ
た
か
の
や
う
に
、
短

い
足
を
外
輸
に
撹
げ
て
よ
し
ょ
し
歩
く
。
千
代
子
は
捕
ま
っ
た
ば
か
り
の
豹
の
子
供

の
や
う
だ
。
し
か
し
菊
子
は
豚
の
や
う
な
筋
肉
の
鈍
さ
だ
け
で
生
き
て
ゐ
る
。

若
い
娼
婦
遥
K
対
す
る
「
彼
」
の
即
物
的
で
冷
酷
な
観
察
眼
に
注
目
し
よ
う
。
彼
女
等

は、
「
彼
」
の
限
民
、
動
物
や
無
機
物
と
等
価
な
次
元
で
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
乙
に
は
、

「
彼
」
の
私
情
の
片
鱗
も
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
人
間
を
生
物
学
的
次
元
で
眺
め
た
り
、

自
然
や
物
と
等
価
な
存
在
と
し
て
捉
え
る
視
点
は
『
春
景
色
』
に
も
見
ら
れ
た
。

『
春
景

色
』
に
お
い
て
は
、
抱
き
合
っ
て
寝
て
い
る
「
彼
」
と
恋
人
千
代
子
の
姿
態
が
「
彼
」
の

直
感
的
な
連
想
K
よ
っ
て
梅
の
花
の
雄
薬
と
雌
築
の
細
微
で
「
美
し
い
緊
張
」
の
構
造
と

重
々
り
合
っ
て
い
る
の
だ
。
心
理
過
程
を
経
ず
、
対
象
を
感
史
的
に
鋭
く
把
握
す
る
姿
勢

『
死
者
の
書
』
の
「
彼
」
の
朝
鮮
娘
達
を
眺
め

は
作
者
の
内
部
で
資
質
化
さ
れ
て
い
る
。

る
視
線
に
も
、
作
者
の
感
性
の
特
性
が
託
さ
れ
て
い
る
乙
と
は
疑
い
得
な
い
。

し
か
し
、

『
死
者
の
書
」
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
作
者
独
自
の
感
覚
的

な
発
想
が
、
単
に
感
性
上
の
資
質
の
発
現
と
い
う
地
点
に
止
ま
ら
ず
、
作
者
の
精
神
全
体

の
本
質
を
形
成
す
る
思
念
上
の
問
題
K
ま
で
膨
張
、
悠
大
さ
れ
た
場
所
で
扱
わ
れ
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
心
中
場
面
で
の
「
彼
」
の
描
か
れ
方
は
不
自
然
で
、
作
品
の
主
人
公

と
し
て
そ
ぐ
わ
伝
い
感
じ
を
与
え
る
。
そ
れ
は
、
感
性
の
み
を
託
さ
れ
て
内
面
性
の
脱
溶

し
た
視
点
人
物
に
「
彼
」
を
限
定
せ
ず
、
虚
無
的
で
あ
る
ま
ま
あ
る
種
の
精
神
性
を
附
与

し
よ
う
と
す
る
作
者
の
苦
慮
に
起
因
す
る
と
言
え
る
。
そ
の
際
の
作
者
の
創
作
上
の
苦
闘

は
、
川
端
自
身
の
現
実
に
対
す
る
認
識
や
姿
勢
を
方
向
付
け
る
た
め
の
模
索
の
傑
相
で
も

あ
る
。さ

て
、
乙
こ
で
も
う
少
し
「
彼
」
の
現
実
K
対
す
る
認
識
の
具
体
的
様
相
を
追
求
し
て

み
よ
う
。

二
十
歳
の
私
は
自
分
の
性
質
が
孤
児
根
性
で
歪
ん
で
い
る
と
厳
し
い
反
省
を
重
ね
、

そ
の
息
苦
し
い
憂
穆
に
湛
へ
切
れ
往
い
で
伊
豆
の
旅
に
出
て
ゐ
る
の
だ
っ
た
。
だ
か

ら
、
世
間
尋
常
の
意
味
で
自
分
が
い
い
人
に
見
え
る
乙
と
は
、
言
ひ
や
う
な
く
有
難

い
の
だ
っ
た
。

(
「
伊
豆
の
踊
子
」
)
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「
何
を
泣
い
て
ゐ
る
ん
だ
。
」

「
私
達
は
ね
、
そ
れ
は
悲
し
い
乙
と
が
あ
る
の
で
す
。
」

彼
は
ふ
ん
と
そ
っ
ぽ
を
向
い
た
。

〈
『
死
者
の
書
』
)

前
に
も
引
用
し
た
が
、

『
伊
豆
の
踊
子
』
の
引
用
部
分
は
、
主
人
公
の
「
私
」
の
認
識

活
動
の
核
密
な
す
体
の
も
の
で
あ
る
。
踊
子
一
行
に
「
世
閥
均
尋
常
の
意
味
で
自
分
が
い
い

人
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
孤
児
で
あ
る
ζ

と
か
ら
〈
る
現
実
上
の
劣
等
感

か
ら
脱
却
出
来
た
「
私
」
は
、
そ
れ
以
後
、
素
直
芯
空
虚
伝
気
持
で
踊
子
を
感
覚
的
に
美

し
く
見
る
乙
と
に
全
神
経
を
集
中
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
較
べ
て
、

『
死
者
の
書
」
の
「
彼
」
は
、
朝
鮮
料
理
屋
の
娼
婦
逮
が
、
自
分
違

を
理
解
し
て
く
れ
る
い
い
人
と
「
彼
」
を
見
合
し
て
悲
痛
な
身
上
話
を
打
ら
聞
け
て
も
、

冷
た
く
背
を
向
け
る
。
「
彼
」
は
ま
た
、
虚
無
的
で
欝
屈
し
た
内
商
品
官
現
実
生
活
で
追
い

詰
め
ら
れ
た
挙
句
死
す
ら
願
っ
て
い
る
娼
婦
遠
の
心
情
に
感
情
移
入
し
て
人
間
の
極
限
状



態
に
お
け
る
生
の
哀
れ
き
に
思
い
を
致
す
と
と
も
し
な
い
。

『
伊
豆
の
踊
子
』
の
「
私
」

が
現
実
と
自
己
の
内
面
と
の
断
層
を
な
く
す
る
乙
と
に
認
識
の
意
義
を
見
出
し
て
い
る
の

に
対
し
、

「
死
者
の
書
』
の
「
彼
」
は
、
現
実

κ対
し
て
意
識
的
に
距
離
を
保
っ
と
と
に

精
神
の
方
向
を
求
め
て
い
る
。
以
後
筆
者
が
分
析
し
評
価
し
て
い
く
作
品
の
内
置
に
も
か

か
わ
っ
て
く
る
観
点
と
し
て
、
両
作
品
の
主
人
公
の
認
識
の
質
の
相
違
を
こ
と
で
は
っ
き

り
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
死
者
の
書
』
の
地
点
か
ら
『
伊
豆
の
踊
子
』
を
眺
め
る
と
、

作
者
の
現
実
、
人
間
に
対
す
る
意
識
の
転
移
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
し

か
し
、
感
覚
而
に
限
っ
て
言
え
ば
『
伊
豆
の
踊
子
』
の
「
私
」
と
『
死
者
の
書
』
の
「
彼
」

の
内
面
は
一
一
脈
相
通
じ
る
面
が
あ
る
。

「
伊
豆
の
路
子
』
の
「
私
」
は
、
捜
悩
す
る
自
意

識
を
失
っ
た
代
償
と
し
て
、
踊
子
に
自
分
の
旅
の
関
心
の
全
て
を
注
い
で
全
意
識
を
集
中

さ
せ
る
。
か
く
し
て
『
伊
豆
の
踊
子
」
の
作
品
世
界
は
、
「
私
」
の
眼
を
通
し
て
見
た
踊

子
の
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
に
満
ち
満
ち
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
私
」
の
意
識
の
感
覚

的
集
中
性
と
い
う
特
性
は
、
そ
の
ま
ま
「
死
者
の
書
』
の
「
彼
」
に
も
当
て
は
ま
る
の
で

あ
る
。

二
人
の
女
は
同
時
K
ビ
イ
ル
瓶
の
口
に
噛
み
つ
い
た
。
千
代
子
の
歯
は
け
だ
も
の

の
や
う
K
新
し
か
っ
た
。
二
人
が
ラ
ッ
パ
に
瓶
を
口
に
あ
て
て
上
向
い
た
。

ζ

く
乙

く
動
く
少
女
の
小
さ
い
咽
喉
怖
か
ら
彼
は
旅
愁
に
似
た
色
情
を
感
じ
た
。
千
代
子
は

二
息
で
空
K
し
た
瓶
を
投
げ
出
し
て
償
坐
り
に
な
っ
た
。

千
代
子
、
菊
子
、
秋
子
と
い
う
三
人
の
娯
婦
の
供
応
と
乱
発
さ
れ
る
身
上
話
に
う
ん
ざ

り
し
伝
が
ら
、
「
彼
」
が
千
代
子
比
の
み
特
別
仕
関
心
を
払
っ
て
い
る
こ
と
は
、
長
々
と

続
く
料
理
爆
の
場
面
全
体
を
通
し
て
明
自
に
読
み
取
れ
る
。
「
彼
」
の
千
代
子
に
対
す
る

興
味
の
質
は
、
彼
女
と
の
心
斑
的
伝
交
渉
で
は
な
く
、
「
旅
愁
に
似
た
色
情
」
と
い
う
一

点
に
あ
る
。
「
彼
」
の
認
識
の
特
性
は
、
別
の
所
で
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

二
年
も
娼
婦
で
ゐ
伝
が
ら
、
妻
の
肩
に
載
っ
て
ゐ
る
小
さ
い
頭
は
、
ど
う
し
て
あ

ん
な
に
棄
の
や
う
に
新
鮮
な
の
だ
ら
う
。
彼
女
の
長
白
な
歯
も
一
重
験
も
咽
喉
も
、

そ
し
て
奏
の
穂
の
や
う
に
色
づ
い
た
腹
も

l
!
。
彼
女
の
椿
の
紐
が
緩
ん
で
ゐ
た
。

腹
と
赤
い
も
の
が
見
え
て
ゐ
た
。
一
二
月
の
寒
さ
に
上
衣
一
枚
を
肌
に
着
て
ゐ
た
。
チ

ヨ
ツ
キ
の
や
う
仕
上
衣
に
は
合
せ
自
に
紐
を
結
ん
だ
だ
け
で
胸
が
見
え
て
ゐ
た
。
ぴ

ち
び
ち
周
ま
っ
た
全
身
が
感
じ
ら
れ
た
。
妻
は
壁
に
免
れ
て
千
代
子
の
胸
を
抱
い
て

ゐ
た
。

乙
の
場
面
に
お
け
る
「
彼
」
の
意
識
の
構
造
に
注
意
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
「
二
年
も

娼
婦
で
ゐ
伝
が
ら
:
:
:
」
と
い
う
認
識
が
先
行
し
て
千
代
子
に
対
す
る
感
覚
的
な
色
情
を

喚
起
し
、
次
に
「
彼
」
の
視
線
は
、
色
情
の
対
象
た
る
千
代
子
の
姿
勢
に
集
中
す
る
。
そ

の
際
「
彼
」
は
特
殊
な
場
所
に
置
か
れ
て
い
る
妻
の
立
場
や
心
情
位
ど
に
つ
い
て
は
一
顧

だ
に
し
芯
い
。
「
彼
」
の
意
識
構
造
が
『
伊
豆
の
踊
子
」
の
「
私
」
や
『
春
景
色
』
の
「
彼
」

の
よ
う
な
視
点
人
物
的
な
主
人
公
と
違
っ
て
い
る
の
は
次
の
点
で
あ
る
。

-42-

視
点
人
物
的
な
男
性
主
人
公
の
場
合
の
意
識
情
造
は
、
対
象
+
|
感
覚
|
↓
認
識
と
い

う
過
程
で
知
覚
が
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、
「
彼
」
の
場
合
、
対
象
ホ
|
認
識
+
↓
感
覚
と

い
う
過
程
で
知
覚
が
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
視
点
人
物
の
場
合
、
感
性
の
働
き
が

認
識
に
先
行
し
た
の

K
較
べ
て
、
「
彼
」
の
場
合
は
、
対
象
庁
札
対
す
る
認
識
が
感
覚
の
作

用
に
先
行
し
、
例
え
ば
色
情
と
い
っ
た
感
覚
的
な
反
応
を
喚
ぴ
起
す
。
ま
た
、
従
来
の
視

点
人
物
の
場
合
は
、
感
覚
l
↓
認
識
の
ル

1
ト
が
一
方
通
行
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
彼
」

の
場
合
、
感
覚
+
↓
認
識
と
い
っ
た
形
で
相
互
通
行
す
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
感
性
に
の

み
偏
し
た
対
象
把
握
に
知
的
判
断
が
加
わ
っ
た
乙
と
K
な
る
。
そ
の
結
果
、
従
来
の
男
性

主
人
公
の
虚
無
的
な
内
面
が
空
白
、
空
洞
を
し
か
意
味
し
な
か
っ
た
の

K
対
し
、
虚
無
が

虚
無
で
あ
る
ま
ま
精
神
性
を
付
与
さ
れ
た
こ
と
に
往
る
。
論
が
抽
象
的
に
位
ら
な
い
よ
う

に
今
一
度
、

『
死
者
の
書
』
の
作
品
内
容
に
立
ち
入
っ
て
「
彼
」
の
精
神
の
有
機
に
触
れ

て
み
た
い
。
朝
鮮
料
理
屋
を
出
た
後
、
「
今
夜
死
ぬ
こ
と
は
お
止
め
に
芯
っ
た
の
。
」
と



い
う
妻
の
聞
に
答
え
て
「
止
め
た
。
僕
は
あ
の
千
代
子
と
結
婚
す
る
ん
だ
。
朝
鮮
へ
送
り

届
け
た
ら
さ
よ
か
怯
ら
だ
。
」
と
、
現
実
で
は
実
現
不
可
能
伝
無
責
任
な
戯
言
を
吐
い
た
り

す
る
。
だ
が
、
こ
う
い
う
「
彼
」
の
発
組
は
、
千
代
子
に
対
し
た
と
き
の
精
神
の
様
相
を

鋭
く
暗
示
す
る
。
つ
ま
り
、
現
実
で
は
全
く
生
活
の
充
実
を
味
わ
え
ず
、
宙
づ
り
の
状
態

に
あ
る
「
彼
」
の
意
識
が
生
存
の
確
か
め
、
存
在
感
を
求
め
て
、
瞬
時
で
は
あ
る
が
体
験

し
た
の
が
千
代
子
に
対
す
る
色
情
で
あ
る
。
現
実
で
は
存
在
の
根
拠
を
伝
く
し
な
が
ら
も

実
在
し
て
い
る
乙
と
の
手
答
え
を
模
索
し
て
焦
慮
し
て
い
る
の
が
「
彼
」
の
精
神
状
態
で

あ
る
。
さ
ら
に
肝
要
な
乙
と
は
、
「
彼
」
が
死
を
生
き
る
こ
と
も
出
来
往
い
と
い
う
ζ
と

だ
。
実
人
生
を
一
貫
し
て
生
き
る
姿
勢
を
有
せ
ず
、
ま
た
死
を
も
生
き
得
位
い
「
彼
」
は
、

眼
前
の
死
を
見
つ
め
る
ζ

と
よ
り
他
、
精
神
の
可
能
性
は
な
い
。

『
死
者
の
書
』
は
次
の

一
文
で
終
わ
る
。

彼
は
妻
の
掌
の
力
が
ぐ
っ
と
加
は
る
と
同
時
に
限
を
開
い
て

l
l自
分
が
そ
の
上

へ
落
ち
て
行
く
暗
い
海
を
見
た
。

誤
解
を
避
け
る
た
め
に
言
明
し
て
お
く
が
、
「
彼
」
は
心
中
し
た
の
で
は
な
い
。
「
彼
」

は
逃
げ
道
を
失
っ
て
極
度
な
緊
張
の
も
と
に
死
を
凝
視
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
乙
の
よ

う
伝
惣
念
上
の
死
の
獲
得
が
作
者
の
生
き
た
資
質
K
繋
が
る
か
ど
う
か
は
以
後
の
問
題
で

あ
る
。
次
に
扱
う
『
死
憶
紹
介
入
』

(
昭
四

t
五
)
で
は
、
死
を
凝
視
す
る
作
者
の
精
神

の
有
様
が
問
題
と
な
る
。

『
死
檀
紹
介
入
」

(
昭
四

t
五
)
は
、
朝
木
新
八
と
い
う
男
が
経
験
し
た
話
を
「
私
」

が
聞
く
と
い
う
想
定
の
も
と
に
脅
か
れ
て
い
る
。
作
者
は
、
新
八
が
「
私
」
に
語
る
奇
異

位
体
験
談
と
い
う
虚
構
の
筋
書
に
人
間
の
生
死
に
関
す
る
自
己
の
認
識
を
融
合
さ
せ
て
い

る
訳
で
あ
る
。
従
っ
て
、

ζ

の
作
品
K
託
さ
れ
た
作
者
の
認
識
の
様
相
を
探
求
す
る
た
め

に
は
、
ま
ず
、
作
中
の
「
私
」
と
と
も
に
新
人
に
聞
き
入
る
所
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。新

八
は
、
学
生
時
代
K
勉
強
部
屋
を
必
要
と
し
て
浅
草
の
帽
子
修
繕
震
の
二
階
を
借
り

る
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
借
用
条
件
が
変
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
部
屋

を
、
夜
は
女
車
掌
の
酒
井
ユ
キ
子
が
使
用
し
、
新
八
は
ユ
キ
子
が
留
守
の
昼
間
だ
け
使
用

す
る
と
い
っ
た
形
式
を
取
る
。
共
同
使
用
と
は
言
っ
て
も
、
新
八
は
ユ
キ
子
と
そ
の
部
屋

で
一
度
も
顔
を
合
わ
せ
た
ζ

と
は
な
く
、
ユ
キ
子
が
車
掌
を
し
て
い
る
乗
合
自
動
車
K
偶

然
乗
っ
た
と
き
に
ユ
キ
子
の
容
貌
を
観
察
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

鉛
筆
と
ニ
ッ
ケ
ル
と
、
乙
の
子
供
じ
み
た
飾
り
が
朝
木
新
八
を
動
か
し
た
の
は
、

勿
論
彼
女
の
顔
が
野
を
走
る
子
供
の
や
う
に
飾
り
な
く
美
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

切
れ
の
長
い
自
の
一
章
一
検
で
あ
る
こ
と
は
、
少
し
寂
し
い
勝
気
だ
っ
た
が
、
そ
れ
に

よ
く
似
合
ふ
鼻
筋
で
あ
り
、
そ
れ
を
幼
い
柔
ら
か
さ
に
見
せ
る
面
長
の
頬
の
線
で
あ

っ
た
。
野
の
娘
が
町
へ
出
て
色
白
K
な
る
ー
ー
そ
の
途
中
の
や
う
な
頬
の
健
か
さ
で
、
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よ
く
見
れ
ば
う
ぶ
毛
に
巷
の
ほ
こ
り
が
あ
る
か
と
思
は
れ
る
外
は
口
紅
色
伝
い
。

ζ

れ
が
、
新
八
の
ユ
キ
子
に
対
す
る
第
一
印
象
で
あ
る
。
新
八
は
最
初
ユ
キ
子
と
知
ら

ず
に
、
彼
女
の
清
潔
な
野
性
が
都
会
生
活
で
摩
り
切
れ
ず
に
洗
練
さ
れ
か
か
っ
て
い
る
清

楚
な
美
し
さ
に
注
意
を
ひ
か
れ
て
、
乗
車
し
て
い
る
問
中
彼
女
を
見
つ
め
て
い
た
。
し
か

し
、
下
車
す
る
際
に
「
車
掌
・
酒
井
ユ
キ
子
」
と
書
か
れ
て
い
る
名
札
に
よ
っ
て
、
彼
女

が
部
屋
を
共
同
使
用
し
て
い
る
女
性
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
新
八
が
生
き
て
い

る
ユ
キ
子
を
見
た
の
は
、
乙
れ
が
最
初
で
最
後
で
あ
っ
た
。

一
方
ユ
キ
子
は
、
新
八
を
そ

れ
と
知
っ
て
顔
を
合
わ
す
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
急
性
肺
炎
で
死
ん
で
し
ま
う
。
結
局
二
人

は
昼
夜
に
分
け
て
同
じ
部
屋
を
毎
日
使
用
し
な
が
ら
、
心
的
交
渉
は
お
ろ
か
一
言
も
言
葉

を
交
わ
さ
佐
い
ま
ま
生
死
の
境
を
分
つ
の
で
あ
る
。

私
自
身
で
さ
へ
晃
た
こ
と
の
な
い
花
嫁
の
裸
を
、
解
剖
肇
の
上
に
さ
ら
し
た
り
し

て
も
、
そ
れ
で
も
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
で
す
か
ね
。
私
は
そ
の
正
反
封
の
つ
も
り
で
ゐ
た
。



け
れ
ど
も
注
て
い
よ
い
よ
彼
女
の
鐙
が
早
生
逮
の
メ
ス
に
切
り
刻
ま
れ
る
の
だ
と
恩

ふ
と
、
ユ
キ
子
は
私
の
感
情
の
中
氏
、
不
思
議
と
生
き
生
き
し
て
来
た
ζ
と
は
事
賓

で
し
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
多
分
懇
人
も
な
く
っ
つ
ま
し
く
暮
し
て
ゐ
た
娘
が
、
死

韓
と
な
っ
て
初
め
て
、
白
い
解
剖
肇
の
上
で
、
若
い
男
還
に
女
と
し
て
の
娼
ぴ
を
現

は
し
た
:
:
:
。

(
中
略
〉

「
い
い
や
、
品
目
ま
で
し
ゃ
ぶ
れ
。
魔
女
で
終
っ
た
か
は
り
に
、
死
ん
だ
ユ
キ
子
は
女

の
穫
と
し
て
、
使
は
れ
る
限
り
使
は
れ
た
の
で
す
。
さ
う
思
ふ
ζ

と
は
な
か
伝
か
、

乙
ら
ら
の
胸
の
す
く
や
う
伝
盛
ん
な
感
情
で
し
た
よ
。
」

ユ
キ
子
は
身
寄
り
が
右
い
ら
し
〈
、
お
通
夜
の
翌
日
も
、
亡
骸
を
引
き
取
る
肉
親
は
現

わ
れ
な
い
。
死
体
の
扱
い
に
因
っ
た
新
人
は
、
大
学
病
院
の
助
手
を
し
て
い
る
友
人
の
入

江
に
頼
ま
れ
て
、
ユ
キ
子
が
自
分
の
内
線
の
菱
だ
っ
た
と
い
う
と
と
に
し
て
、
葬
式
も
せ

ず
に
彼
女
を
大
学
病
院
K
寄
附
す
る
。
新
人
に
し
て
み
れ
ば
、
骨
上
げ
に
行
く
者
も
往
い

み
じ
め
芯
葬
式
よ
り
も
そ
の
万
が
彼
女
の
本
懐
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
社
会
通
念
か
ら
見

れ
ば
非
常
に
冷
酷
な
新
八
の
こ
う
し
た
人
間
認
識
や
行
為
に
直
面
し
て
、
就
に
新
八
の
生

都
市
の
ユ
キ
子
に
対
す
る
第
一
回
象
の
場
面
K
立
ち
会
っ
て
い
る
我
々
は
、
意
外
な
感
K

胸
を
打
た
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
乙
で
改
め
て
、
ユ
キ
子
を
初
め
て
見
て
か
ら
ユ

キ
子
が
急
死
す
る
ま
で
の
新
八
の
心
的
過
程
を
再
確
認
し
て
み
て
も
、
そ
の
際
の
印
象
が

彼
の
ユ
キ
子
に
対
す
る
恋
愛
感
情
に
つ
位
が
っ
て
い
く
と
い
っ
た
風
な
内
容
は
全
く
描
か

れ
て
い
な
い
。
前
K
も
述
べ
た
が
、

ζ

乙
で
、
新
八
と
ユ
キ
子
が
同
じ
部
屋
を
共
同
使
用

し
て
い
る
と
い
う
設
定
で
小
説
を
書
き
始
め
な
が
ら
も
、
作
者
は
二
人
の
聞
に
現
実
生
活

上
の
人
間
的
な
交
渉
も
心
想
的
関
係
も
生
ぜ
し
め
位
い
よ
う
な
形
式
で
小
説
世
界
を
進
展

さ
せ
て
い
る
と
い
う
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
仕
る
ま
い
。
作
者
の
意
図
は
、
ユ
キ
子
と
新

八
と
い
う
一
組
の
男
女
の
恋
愛
関
係
を
怖
く
と
い
っ
た
次
元
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

作
者
は
新
八
の
死
ん
だ
ユ
キ
子
に
対
す
る
冷
酷
な
姿
勢
を
、
モ
ラ
ル
上
の
観
点
か
ら
問
題

に
し
て
い
る
訳
で
も
位
い
。
無
一
世
師
、
死
体
を
医
学
研
究
の
た
め
に
病
院
に
寄
付
す
る
と
い

っ
た
意
識
や
行
為
を
、
人
聞
の
良
心
の
位
相
で
追
求
す
る
と
い
っ
た
風
な
思
想
小
説
も
成

立
し
得
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
作
者
が
、
新
八
を
通
し
て
披
濯
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
間

の
生
死
に
関
す
る
認
識
の
儀
相
は
、
そ
う
い
っ
た
通
常
の
人
間
関
係
を
超
え
た
地
点
で
展

関
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
、
引
用
に
即
し
て
論
述
す
れ
ば
、
ユ
キ
子
の
死
体
が
解
剖

台
の
上
で
医
学
生
遥
の
メ
ス
に
よ
っ
て
切
り
刻
ま
れ
る
乙
と
を
想
像
し
て
「
盛
ん
伝
感
情
」

を
体
験
し
て
い
る
新
八
の
内
面
K
注
目
し
て
み
よ
う
。
乙
の
時
の
新
八
の
「
盛
ん
伝
感
情
」

は、

『
死
者
の
書
』
の
「
彼
」
が
自
分
の
死
を
眼
前
に
見
つ
め
な
が
ら
現
実
生
活
上
の
不

如
意
か
ら
死
を
願
っ
て
い
る
千
代
子
と
い
う
少
女
に
感
じ
た
「
旅
慾
に
似
た
色
情
」
と
一
脈

相
通
じ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
死
者
の
豊
富
』
で
の
作
者
の
認
識
活
動
が
、
惣

念
と
し
て
の
死
に
直
面
し
な
が
ら
、
死
を
小
説
世
界
の
前
面
に
押
し
出
し
て
く
る
こ
と
は
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せ
ず
、
あ
く
ま
で
生
き
た
人
間
の
意
識
の
通
風
闘
で
の
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

『死

穫
紹
介
入
』
で
、
作
者
は
、
死
を
正
面
か
ら
認
識
す
る
姿
勢
、
死
そ
の
も
の
を
凝
視
す
る

視
点
を
前
面
K
押
し
出
し
て
描
い
て
い
る
の
だ
。

さ
て
、
筆
者
は
、
も
う
少
し
新
八
の
話
を
追
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

新
八
は
ユ
キ
子
に
肉
親
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
妹
の
千
代
子
が
突
然
田
舎
か
ら

上
京
し
て
く
る
。
千
代
子
は
姉
の
脅
が
見
た
い
と
言
う
の
だ
。
因
っ
た
新
八
は
結
局
火
葬

場
を
訪
れ
て
、
そ
ζ

で
死
ん
だ
姉
の
骨
を
拾
っ
て
い
た
た
か
子
と
い
う
女
性
と
知
り
合
い
、

た
か
子
の
姉
の
脅
を
少
し
分
け
て
も
ら
っ
て
千
代
子
の
所
に
持
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
ζ
と
を

契
機
に
、
大
学
を
卒
業
し
て
就
職
し
た
新
八
と
千
代
子
は
一
緒
K
生
活
す
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
新
八
は
千
代
子
に
恋
愛
感
情
を
抱
い
て
い
る
訳
で
も
な
く
、
「
い
や
、
心
理
の

研
究
は

1
l大
抵
の
場
合
下
ら
ん
で
す
。
乙
の
場
合
の
事
賓
は
、
私
が
新
し
く
感
じ
た
千

代
子
の
鰻
温
で
し
た
よ
。
」
と
ユ
キ
子
の
死
体
を
抱
い
た
と
き
の
冷
た
き
に
比
較
し
て
千

代
子
の
温
い
体
温
に
「
人
生
の
別
の
色
」
を
感
じ
取
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
常
に
「
人



生
の
別
の
色
」
を
求
め
て
生
き
て
い
る
新
人
の
虚
無
的
な
心
情
が
究
極
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
結
節
す
る
か
が
乙
の
小
説
の
最
終
的
な
問
題
で
あ
る
。

千
代
子
は
、
後
に
姉
の
ユ
キ
子
と
同
じ
女
草
堂
?
と
な
り
、
姉
と
同
様
に
急
性
肺
炎
で
死

ぬ
。
新
八
は
千
代
子
の
死
ぬ
前
に
彼
女
に
結
婚
届
蓄
を
見
せ
る
が
、
そ
れ
も
彼
の
本
意
で

は
な
い
。
し
か
し
、
結
婚
屈
の
延
長
線
上
で
、
彼
は
千
代
子
の
夫
と
し
て
病
院
の
死
亡
室

で
千
代
子
の
通
夜
に
立
ち
会
う
。
「
伝
ぜ
、
死
の
瞬
間
か
ら
、
生
き
て
る
人
聞
は
死
人
を

謹
奔
し
な
け
れ
ば
な
ら
伝
い
の
か
。
」
と
い
う
の
が
新
八
の
死
に
対
す
る
感
情
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、
通
夜
そ
の
も
の
に
人
間
的
伝
意
味
は
往
く
、
そ
う
し
た
認
識
を
裏
付
け
る
よ
う

に
、
彼
は
通
夜
人
足
と
い
う
死
の
商
人
を
千
代
子
の
死
体
に
つ
き
添
わ
せ
る
。
そ
の
上
、

一
夜
明
け
れ
ば
、
彼
は
葬
式
も
せ
ず
千
代
子
の
死
体
を
大
学
病
院
に
寄
付
す
る
約
束
争
し

て
い
る
。
科
学
的
に
見
た
と
き
の
死
の
白
々
し
さ
、
金
銭
上
の
対
象
に
さ
れ
る
死
体
の
空

し
き
と
い
っ
た
観
点
は
、
新
八
の
死
人
に
対
す
る
冷
酷
さ
の
裏
付
け
に
は
な
ろ
う
。
だ
が
、

そ
れ
ら
は
、
彼
の
認
識
の
様
相
の
祉
会
的
規
定
で
は
あ
っ
て
も
彼
の
精
神
の
根
本
的
様
態

で
は
往
い
。
で
は
、
彼
の
精
神
は
最
終
的
に
は
ど
の
よ
う
位
状
態
で
結
節
す
る
の
だ
ろ
う

カ〉。

「
た
か
子
は
死
骸
に
か
ぶ
さ
っ
た
ま
ま
、
伝
か
な
か
艇
れ
な
い
の
で
す
。
乱
れ
髪
に

水
の
中
の
や
う
伝
青
い
光
が
き
し
て
吸
血
鬼
の
や
う
位
姿
伝
の
で
す
が
、
そ
れ
を
見

て
ゐ
る
と
不
思
議
に
も
、
私
の
感
情
は
盛
ん
な
焔
に
を
っ
て
来
た
の
で
し
た
よ
。
」

(
中
略
)

新
八
は
た
か
子
か
ら
ハ
ン
カ
チ
を
奪
ひ
取
る
と
千
代
子
の
顔
を
隠
し
に
立
っ
て
行

っ
た
。通

夜
人
足
の
い
び
き
撃
が
す
さ
ま
じ
い
氷
雨
の
間
か
ら
聞
え
て
ゐ
た
。
そ
の
撃
も
、

ま
た
死
憶
も
、
二
人
を
燃
や
す
炎
の
役
を
つ
と
め
る
の
だ
っ
た
。

た
か
子
と
い
う
の
は
新
八
が
火
葬
場
で
知
り
合
っ
た
女
性
で
、
現
実
生
活
で
行
き
詰
ま

っ
て
彼
の
所
に
飛
び
込
ん
で
来
た
の
で
あ
る
。
彼
女
も
ま
た
、
新
八
に
と
っ
て
は
別
の
新

し
い
人
生
の
色
で
あ
る
。
新
八
は
死
を
凝
視
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
死
を
自
己
の
精
神
内
に

血
脈
化
し
て
い
る
。
新
八
に
と
っ
て
、
死
を
認
識
す
る
と
と
は
生
に
対
す
る
「
盛
ん
伝
感

情
」
を
喚
起
す
る
乙
と
に
仕
る
。
認
識
活
動
が
特
殊
な
色
合
会
帯
び
た
感
覚
、
感
情
を
生

ぜ
し
め
る
よ
う
位
精
神
の
構
造
は
、

『
死
者
の
書
」
の
「
彼
」
に
も
存
し
た
が
、
認
識
の

禄
相
が
徹
底
的
に
死
の
凝
視
を
通
し
て
展
開
さ
れ
、
逆
に
生
が
精
神
化
さ
れ
て
い
る
点
に

『
死
鐙
紹
介
入
」
の
意
義
が
あ
る
。
在
お
、
作
者
に
よ
っ
て
巧
妙
花
組
み
立
て
ら
れ
て
い

る
話
は
、
こ
う
し
た
認
識
の
運
動
を
定
着
す
る
た
め
の
虚
構
の
器
に
過
ぎ
仕
い
。
ち
作
悼
み

に
、
以
後
の
朝
木
新
八
は
葬
式
の
費
用
に
困
っ
て
い
る
死
体
を
ど
ん
ど
ん
医
科
大
学
に
寄

付
す
る
よ
う
勧
め
る
貧
民
救
済
家
と
し
て
社
会
的
名
声
を
得
た
。
裏
を
返
せ
ば
、
そ
う
し

た
新
八
の
姿
勢
は
、
死
を
糧
に
し
て
生
に
つ
な
が
る
精
神
の
有
様
の
典
型
を
暗
示
す
る
。

「
死
慢
の
媒
酌
の
婚
礼
」
に
よ
っ
て
得
た
の
が
、
新
八
の
現
在
の
妻
た
か
子
作
悼
の
だ
。
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「
水
日
間
幻
想
」

(
昭
六
)
の
作
品
世
界
で
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
伝
部
分

で
あ
る
。

付
「
あ
ら
牡
は
よ
う
と
.
さ
い
ま
す
わ
。
い
つ
も
お
鯖
麗
な
ん
で
す
も
の
。
牝
は
ひ
ど
く

や
つ
れ
る
ん
で
と
ぎ
い
ま
す
っ
て
ね
。
毛
の
長
い
犬
は
、
お
産
で
毛
が
す
っ
か
り
抜

け
て
、
飼
主
の
愛
は
す
っ
か
り
子
犬
の
方
へ
移
っ
て
し
ま
ふ
で
せ
う
し
。
」

「
鑓
の
形
も
く
づ
れ
て
、
人
聞
の
女
と
お
ん
な
じ
り
悼
ん
で
す
も
の
。
」

「
口
問
評
舎
へ
参
り
ま
し
で
も
牝
は
あ
ま
り
見
か
け
ま
せ
ん
の
ね
。
」

H
H
「
費
れ
も
し
位
い
。
愛
生
率
の
本
を
一

mm書
い
た
ζ

と
が
C
ざ
い
ま
す
の
よ
。
そ
の

本
の
動
植
物
の
名
の
索
引
に
、
日
本
住
血
吸
虫
眠
、
二
枚
貝
、
鶏
、
ニ
ン
ゲ
ン
、
お
分

り
に
位
り
ま
し
て
0
・
ニ
ン
ゲ
ン
の
下
に
括
弧
を
し
て
、
ジ
ン
ル
ヰ
、
ヒ
ト
を
も
見
よ
、



で
と
・
さ
い
ま
す
っ
て
。
人
間
も
草
履
虫
躍
も
ヘ
リ
オ
ト
ロ
オ
プ
も
直
別
が
な
い
人
間
で

す
も
の
、
ど
う
せ
人
間
を
馬
鹿
K
し
て
ゐ
る
ん
で
C
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
。
」

付
、
∞
と
も
夫
人
と
フ
オ

y
ク
ス
2

テ
リ
ア
の
交
尾
を
頼
み
に
来
た
令
嬢
と
の
会
話
で

あ
る
。
付
で
は
犬
の
牝
と
人
簡
の
女
と
が
、
同
一
視
さ
れ
、
同
で
は
人
間
が
生
物
学
的
次

元
に
ま
で
還
元
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

ζ

う
い
う
非
情
で
冷
酷
な
人
間
認
識
は
、

『
春
景
色
』
、

『
死
種
紹

『
死
者
の
書
」
、

介
入
」
の
創
作
過
程
で
、
徐
々
に
作
者
の
精
神
内
に
血
脈
化
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
認
識
と
感
覚
的
伝
自
由
連
想
が
一
体
と
伝
っ
て
極
度
に
凝
縮
さ
れ
た
地
点
花
、

獣
』
の
作
品
世
界
は
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
『
水
日
間
幻
想
』
に
つ
い
て
は
、
紙
幅

に
限
り
が
あ
る
の
で
、
と
こ
で
詳
細
に
論
述
す
る
訳
に
は
い
か
芯
い
が
、
川
端
流
の
連
想

の
型
を
一
示
す
作
品
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
)

『
伊
豆
の
踊
子
』
の
創
作
過
程
に
は
次
の
よ
う
な
川
端
の
創
作
心
理
が
押
し
込
め
ら
れ

て
い
た
の
だ
。

本
物
の
彼
女
夫
婦
は
、
悪
い
病
の
経
物
に
悩
ん
で
い
た
。
彼
女
等
は
朝
芯
ど
足
腰

の
痛
み
で
、
容
易
に
寝
床
争
起
き
上
れ
伝
か
っ
た
。
兄
は
温
泉
の
中
で
足
の
膏
薬
を

は
り
か
え
た
。
共
犯
湯
の
hu
か
の
私
は
見
る
に
忍
び
一
な
か
っ
た
。
水
の
よ
う
に
透
き

『
伊
豆
の
踊
子
」
を
楽

に
書
き
流
し
た
時
比
、
た
だ
一
つ
の
迷
い
は
乙
の
病
の
ζ

と
を
書
こ
う
か
書
く
ま
い

通
っ
た
子
が
産
れ
た
の
も
乙
の
病
の
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。

か
と
い
う
乙
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
書
け
て
い
た
ら
ば
、
少
う
し
感
じ
の
ら
が
っ
た

作
品
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
意
地
悪
く
、
そ
の
後
も
折
あ
る
度
に
、
乙
の
腫

物
の
幻
は
、
腕
子
の
目
尻
の
紅
花
劣
ら
ぬ
強
さ
で
、
私
を
追
っ
か
け
て
来
る
の
で
あ

。
る

(
中
略
〕
「
乙
の
文
章
を
書
、
き
位
が
ら
四
五
日
の
問
、
病
の
乙
と
を
明
す
か
穏
す

か
が
絶
え
ず
胸
を
行
き
交
い
、
今
も
そ
れ
を
書
く
と
と
ろ
ま
で
来
て
、
三
四
時
間
筆

を
止
め
て
い
る
う
ち
に
、
夜
が
明
け
、
頭
が
痛
く
な
り
、
と
う
と
う
書
い
て
し
ま
っ

た
。
書
け
ば
後
悔
す
る
だ
ろ
う
が
、
書
か
泣
け
れ
ば
ま
た
、
こ
れ
か
ら
も
腫
物
に
追

わ
れ
つ
づ
け
て
度
々
頭
が
痛
く
な
る
だ
ろ
う
。
人
間
て
い
や
伝
も
の
だ
と
自
分
が
う

と
ま
れ
も
す
る
が
、
反
対
に
自
分
が
い
と
し
ま
れ
も
す
る
。

(
『
「
伊
豆
の
踊
子
」

の
映
画
化
に
際
し
』
昭
八
『
今
日
の
文
学
』
四
月
号
)

乙
の
文
章
は
『
禽
獣
」
成
立
の
年
と
同
年
(
昭
和
八
年
)
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『
伊
豆
の
踊
子
』
の
「
私
」
は
乙
の
よ
う
な
暗
部
を
捨
象
さ
れ
た
上
に
設
定
き
れ
て
い
る

ー『

禽

『
禽
獣
』
と
な
ろ
と
、
事
情
は
違
っ
て
く
る
。

訳
で
あ
る
が
、
作
者
三
十
歳
の
時
の
作
品
、

「
禽
獣
』
の
「
彼
」
の
内
部
に
は
、
「
人
間
て
い
や
伝
も
の
だ
と
自
分
が
う
と
ま
れ
も
す

る
が
、
反
対
に
自
分
が
い
と
し
ま
れ
も
す
る
。
」
と
い
う
認
識
、
い
わ
ば
、
人
間
嫌
悪
、

自
己
嫌
悪
、
自
己
哀
憐
と
い
っ
た
感
性
が
は
っ
き
り
と
怠
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ー『

伊
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豆
の
窮
子
』
を
持
情
的
に
理
想
化
し
て
書
い
て
い
た
と
き
か
ら
胸
に
浮
ん
で
い
た
「
腫
物

の
幻
」
が
感
性
に
巣
喰
っ
て
い
て
、
以
後
も
作
者
の
認
識
活
動
を
支
配
し
て
い
る
。
今
、

私
の
見
解
を
裏
付
け
る
意
味
で
、
別
の
資
料
を
提
示
し
て
み
よ
う
。

実
は
、
僕
が
思
う
の
に
は
ね
、
僕
の
小
説
は
だ
い
た
い
自
己
嫌
悪
、
自
己
否
定
が

あ
る
の
で
す
ね
。

(
中
略
)
「
禽
獣
」
に
は
い
ま
私
が
い
っ
た
嫌
悪
の
よ
う
伝
も
の

が
強
く
出
て
い
る
の
で
は
伝
い
か
と
思
う
の
で
す
。

乙
れ
は
、
河
出
妻
官
房
新
社
が
企
画
し
た
「
川
端
康
成
氏
に
聞
く
」
と
い
う
廃
談
会
で
の

川
端
自
身
の
発
言
で
み
の
る
。
川
端
が
、

『
禽
獣
』
で
自
己
否
定
、
自
己
嫌
悪
と
い
う
発
想

を
相
当
位
力
点
を
置
い
て
打
ち
出
し
て
い
る
と
い
う
乙
と
は
、
乙
の
発
言
で
明
瞭
で
あ
る
。

川
端
は
乙
の
座
談
会
で
、
彼
の
い
う
嫌
悪
が
『
雪
国
」
、

『
千
羽
鶴
』
、

『
山
の
音
』
等

の
作
品
に
も
流
入
し
て
い
る
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。

三
島
由
紀
夫
は
、
川
端
自
身
が
自
作
に
強
〈
現
わ
れ
て
い
る
と
述
懐
す
る
「
嫌
悪
」
の

実
相
に
つ
い
て
さ
ら
に
追
求
し
て
、
川
端
に
次
の
よ
う
な
質
問
を
し
て
い
る
。



川
端
き
ん
が
い
や
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
の
は
、
小
説
家
と
し
て
の

C
自
分
が
い
や
位

ん
で
す
か
、
も
っ
と
奥
底
に
あ
る
自
分
の
存
在
が
い
や
な
の
で
す
か
。

川
端
は
、

ζ

の
聞
に
対
し
て
「
そ
う
で
し
ょ
う
ね
、
そ
の
あ
と
の
ほ
う
で
す
か
。
」
と

答
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
嫌
悪
の
矛
先
は
「
小
説
家
と
し
て
の
自
分
」
に
対
し
て
で

は
な
く
、
「
も
っ
と
奥
底
に
あ
る
自
分
の
存
在
」
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
伝

る
。
乙
こ
で
い
う
「
小
説
家
と
し
て
の
自
分
」
と
い
う
規
定
は
、
社
会
生
活
、
日
常
生
活

に
対
す
る
小
説
家
と
し
て
の
自
己
認
識
、
立
場
の
自
覚
を
意
味
し
、
「
も
っ
と
奥
底
に
あ

る
自
分
の
存
在
」
と
い
う
見
解
は
、
現
実
世
界
と
は
別
次
元
に
お
け
る
自
己
の
精
神
の
犠

相
を
指
し
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

川
端
は
、
現
実
社
会
K
対
し
て
主
体
的
に
取
り
組
み
、
組
織
化
さ
れ
た
社
会
の
壁
に
ぷ

っ
か
り
な
が
ら
自
己
の
主
張
を
貫
い
た
り
、
混
沌
と
し
た
社
会
情
況
の
港
中
で
自
分
の
立

場
や
思
相
閣
を
探
求
し
た
り
す
る
裂
の
作
家
で
は
な
い
。
ま
た
、
川
端
が
、
強
烈
な
自
我
信

仰
の
も
と
に
日
常
生
活
に
お
け
る
身
辺
雑
事
や
具
体
的
心
情
を
緊
張
し
た
筆
使
い
で
描
く

私
小
説
作
家
と
も
快
を
分
っ
て
い
る
作
家
で
ゐ
る
ζ

と
も
確
か
で
あ
る
。

『
禽
獣
」
の
「

彼
」
の
内
部
が
一
見
、
心
境
小
説
の
主
人
公
の
「
私
」
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
て
、
非
な
る
点
は
、
「
彼
」
の
精
神
の
位
相
が
、
心
境
小
説
の
「
私
」
の
よ
う
に

現
実
と
癒
着
し
た
地
点
と
は
無
縁
な
場
所
に
あ
る
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
。
で
は
、
本
格
小

説
に
見
ら
れ
る
よ
う
伝
現
実
に
対
す
る
全
人
的
な
挑
戦
と
か
、
私
小
説
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
自
己
に
対
す
る
異
常
な
ま
で
の
執
着
と
か
を
創
作
上
の
根
本
衝
動
と
し
伝
い
精
神
の
様

態
は
如
伺
仕
る
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
が
、
現
実
に
お
け
る
自
己
の
生
き
る
過
程

ゃ
、
倫
理
的
展
開
の
有
様
に
精
神
の
重
心
を
置
か
な
い
場
合
、
そ
の
精
神
が
風
化
と
無
縁

で
あ
る
た
め
に
は
、
あ
る
特
別
な
形
の
内
的
緊
張
と
痛
切
な
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
川
端
‘

の
場
合
、
そ
れ
は
現
実
で
喪
失
し
た
自
己
の
存
在
感
を
あ
く
ま
で
感
性
に
執
着
し
て
追
求

し
な
が
ら
、
感
覚
の
集
中
化
K
よ
っ
て
精
神
の
実
在
を
発
見
し
、
定
着
し
て
ゆ
く
と
い
っ

た
創
作
態
度
と
往
る
。
「
も
っ
と
奥
底
に
あ
る
自
分
の
存
在
」
に
対
す
る
嫌
悪
と
は
、
そ

う
い
う
彼
の
精
神
の
特
質
を
意
味
し
て
い
る
。

川
端
は
、

『
禽
獣
」
の
な
か
で
「
嫌
悪
」
を
如
何
に
処
理
し
、
定
着
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

『
禽
獣
」
の
「
彼
」
は
奇
怪
な
眼
を
も
っ
て
い
る
。

一
体
「
彼
」
は
何
を
ど
の

よ
う
に
完
て
い
る
人
で
ゐ
ろ
う
か
?

付
放
鳥
の
寵
を
眺
め
な
が
ら
彼
は
い
ら
い
ら
し
て
来
た
。

H
H
「
踊
っ
た
ら
こ
ん
や
ζ

そ
忘
れ
ん
や
う
に
、
菊
裁
を
捨
て
て
く
れ
。
ま
だ
二
階
の
押

入
に
あ
の
ま
ま
だ
ら
う
。
」
と
、
彼
は
吐
き
出
す
や
う
に
少
女
に
言
っ
た
。

白
「
僕
は
年
の
せ
ゐ
か
、
男
と
舎
ふ
の
が
だ
ん
だ
ん
い
や
に
な
っ
て
来
て
ね
。
男
っ
て

い
や
訟
も
ん
だ
ね
。
直
ぐ
乙
っ
ち
が
疲
れ
る
。
」

伺
だ
が
ら
人
聞
は
い
や
作
悼
ん
だ
と
、
孤
濁
な
彼
は
勝
手
伝
考
へ
を
す
る
。

同
彼
は
世
の
申
の
家
族
達
を
さ
げ
す
み
な
が
ら
、
自
ら
の
孤
濁
も
廟
る
の
で
あ
る
。
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今
、
筆
者
に
他
意
は
を
い
。
「
彼
」
の
嫌
悪
に
満
ち
た
眼
差
を
確
認
し
て
み
た
い
ま
で

の
こ
と
で
あ
る
。
付
で
は
直
接
人
簡
に
ぶ
つ
け
ら
れ
て
は
い
ぽ
い
が
、
外
部
現
実
に
向
け

ら
れ
た
「
彼
」
の
焦
燥
に
満
ち
た
限
が
あ
る
。
ち
な
み
花
、
乙
れ
は
「
彼
」
が
乗
っ
て
い

る
タ
ク
シ
ー
が
葬
列
の
間
へ
乗
り
入
っ
た
と
き
の
「
彼
」
の
状
態
で
あ
る
。
同
で
は
菊
戴

の
死
体
を
捨
て
る
手
聞
を
厭
う
気
持
が
そ
の
ま
ま
傍
に
い
る
手
伝
の
少
女
に
向
け
ら
れ
て

い
る
。
日
常
生
活
の
断
片
的
な
手
続
が
「
彼
」
に
は
面
倒
で
、
嫌
悪
の
対
象
な
の
で
あ
る
。

生
き
て
い
る
時
に
は
生
命
の
み
ず
み
ず
し
さ
を
鳴
る
小
鳥
で
あ
る
が
、
死
物
と
化
し
た
以

上
、
嫌
悪
の
的
で
し
か
伝
い
。
禽
獣
の
無
心
ゆ
え
の
虚
無
と
死
が
密
着
し
た
と
き
、
虚
無

の
あ
り
が
た
さ
は
ど
と
に
も
往
く
、
「
彼
」
の
嫌
悪
だ
け
が
味
気
位
く
残
る
の
で
あ
る
。

日
で
は
「
彼
」
の
嫌
悪
は
男
と
会
う
乙
と
の
煩
わ
し
き
に
あ
り
、
帥
で
は
人
間
全
体
に
ま

で
向
け
ら
れ
た
嫌
悪
が
あ
る
。
人
間
の
鮮
を
厭
う
感
覚
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
伺
色
付

t

四
の
「
彼
」
の
眼
K
倫
理
上
の
発
展
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
人
閣
の
い
る
所
ど
ζ



℃
も
向
け
ら
れ
る
「
彼
」
の
嫌
悪
の
眼
が
、
今
は
問
題
な
の
だ
。
ま
た
、
日
開
で
見
た
よ

つ
に
、
「
彼
」
の
毒
々
し
い
眼
は
世
の
中
の
人
間
K
向
け
ら
れ
る
一
方
、
当
の
「
彼
」
自

身
を
も
刺
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
彼
」
の
嫌
悪
の
限
は
他
人
を
刺
す
と
き
、
そ
の

ま
ま
当
の
己
を
も
刺
す
両
刃
の
剣
の
よ
う
伝
構
造
を
し
て
い
る
。
他
人
を
嫌
悪
す
る
こ
と

が
そ
の
ま
ま
自
己
を
嫌
悪
す
る
こ
と
に
伝
り
、
両
面
併
せ
往
が
ら
人
間
全
体
、
現
実
自
体

を
嫌
悪
す
る
構
造
を
し
た
限
な
の
で
あ
る
。

ζ

う
い
う
「
彼
」
の
嫌
悪
の
限
を
問
題
に
す
る
時
、
我
々
は
次
の
よ
う
芯
「
彼
」
の
限

に
つ
い
て
色
触
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

ハ
門
し
か
し
彼
げ
比
し
て
み
れ
ば
、
新
し
い
小
鳥
の
来
た
二
三
日
は
、
全
く
生
活
が
み
づ
み

づ
し
い
恩
ひ
に
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
天
地
の
あ
り
が
た
さ
を
感
じ
る
の

で
あ
っ
た
。

同
し
か
し
、
子
供
が
お
も
ち
ゃ
を
い
ぢ
る
や
う
な
彼
は
そ
れ
が
待
て
な
い
。
小
鳥
屋
が

賜
る
と
直
ぐ
、
新
し
い
二
羽
を
古
い
一
羽
の
鑓
へ
と
移
し
て
み
た
。

日
新
し
い
命
の
誕
生
と
い
ふ
、
み
づ
み
づ
し
い
喜
ぴ
が
胸
に
あ
ふ
れ
で
、
街
を
歩
き
廻

り
た
い
ゃ
う
で
あ
っ
た
。

伺
小
さ
い
者
の
生
命
の
明
る
さ
は
撃
を
か
け
て
励
ま
し
た
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
。

前
述
の
嫌
悪
に
満
ち
た
限
と
は
逆
花
、
新
鮮
主
に
驚
く
「
彼
」
の
眼
は
、
ひ
と
え
に
小

鳥
や
犬
K
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
知
れ
る
。
「
小
さ
い
者
の
生
命
の
明
る
さ
」

を
凝
視
す
る
同
情
と
共
感
K
満
ち
た
「
お
も
ち
ゃ
を
い
ぢ
る
や
う
な
」
無
心
ぽ
眼
な
の
で

あ
る
。
乙
の
場
合
の
「
彼
」
の
限
に
は
、
「
彼
」
を
含
め
た
人
間
に
向
け
ら
れ
る
嫌
悪
の

か
け
ら
も
な
い
の
だ
。
ハ
門
の
例
の
す
ぐ
後
に
、
「
多
分
彼
自
身
が
悪
い
せ
ゐ
で
あ
ろ
う
が

人
聞
か
ら
は
そ
の
ゃ
う
か
怯
も
の
を
受
け
取
る
乙
と
が
出
来
往
い
。
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
両
極
面
を
兼
ね
備
え
た
「
彼
」
の
眼
は
、
限
そ
の
も
の
の
生
理
と
し
て
は
ど
の
よ
う
に

機
能
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
嫌
悪
に
満
ち
た
眼
を
常
K
人
聞
に
向
け
な
が
ら
も
、
人
聞
に

伝
い
生
命
の
純
粋
さ
を
小
鳥
や
犬
花
見
出
し
た
と
き
の
「
彼
」
の
限
は
、
嫌
悪
の
毒
を
す

っか・
θ
洗
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
「
彼
」
の
眼
が
そ
の
瞬
間
ど
う
浄
化
さ
れ
よ

う
が
句
本
質
的
に
は
人
聞
の
限
で
し
か
な
い
と
い
う
と
ζ

ろ
に
越
え
難
い
淵
が
横
た
わ
る
。

ど
う
転
ん
で
み
て
も
犬
や
小
鳥
で
な
く
人
間
で
あ
る
「
彼
」
は
、
ど
ん
な
に
暖
か
い
限
を

禽
獣
に
向
け
て
み
て
も
、
逆
に
犬
や
小
鳥
の
眼
差
の
あ
る
場
所
か
ら
す
れ
ば
、
彼
自
身
を

含
め
た
人
聞
を
逆
に
嫌
悪
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
人
閣
を
嫌
悪
す
る
限
を
小
鳥
や
犬
に
対

す
る
暖
か
い
眼
差
に
瞬
間
的
に
摩
り
蓄
え
て
み
て
も
、
「
彼
」
の
眼
は
小
鳥
や
犬
の
眼
で

な
い
以
上
、
嫌
悪
す
べ
き
人
間
に
逆
戻
り
す
る
危
険
に
常
に
さ
ら
き
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

だ
か
ら
人
間
は
い
や
な
ん
だ
と
、
孤
濁
な
彼
は
勝
手
伝
考
へ
を
す
る
。
夫
婦
と
な

り
、
親
子
兄
弟
と
芯
れ
ば
、
つ
ま
ら
ん
相
手
で
も
、
さ
う
た
や
す
く
鮮
は
麟
ち
難
く
、

あ
き
ら
め
て
共
に
暮
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
お
ま
け
に
人
そ
れ
ぞ
れ
の
我
と
い
ふ
や
つ
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を
持
っ
て
ゐ
る
。

そ
れ
よ
り
も
、
動
物
の
生
命
や
生
態
を
お
も
ち
ゃ

K
し
て
、
一
つ
の
理
想
の
鋳
型

を
目
標
と
定
め
、
人
工
的
に
、
略
形
的
に
育
て
て
ゐ
る
方
が
悲
し
い
純
潔
で
あ
り
、

神
の
や
う
位
爽
か
さ
が
あ
る
と
恩
ふ
の
だ
。

乙
の
文
章
の
直
前
花
、
動
物
を
愛
す
る
と
い
う
人
間
の
行
為
に
良
種
を
求
め
る
あ
ま
り

冷
酷
伝
心
が
交
る
の
は
避
け
が
た
い
と
い
う
「
彼
」
の
説
明
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
だ
か
ら
人
聞
は
い
や
な
ん
だ
」
と
い
っ
た
知
的
断
定
、
嫌
悪
の
形
に
論
理
的
必
然
性
は

な
い
。
乙
の
断
定
は
川
端
の
感
性
の
一
方
の
極
で
あ
る
嫌
悪
が
、
人
間
現
実
K
向
け
て
突

つ
ぽ
つ
た
姿
勢
で
あ
る
。
乙
の
鮮
か
佐
知
的
断
定
は
、
「
彼
」
の
精
神
の
現
実
嫌
悪
の
形

式
で
あ
る
。
ま
た
、
「
そ
れ
よ
り
も
」
と
逆
の
方
向

κ翻
っ
て
禽
獣
の
生
命
を
讃
え
る
の

も
論
理
で
は
な
い
。
論
理
の
軌
跡
を
辿
ら
ず
人
間
嫌
悪
を
純
粋
な
生
命
の
肯
定
の
方
向
へ

翻
す
の
は
、
感
性
自
体
の
法
別
で
あ
る
。
「
だ
か
ら
:
:
:
」
の
断
定
と
「
そ
れ
よ
り
も
・
:

-
:
」
の
断
定
の
接
点
花
位
置
す
る
の
が
、
千
花
子
の
合
掌
の
顔
の
感
覚
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ



る
。
「
そ
れ
よ
り
も
:
:
:
」
の
断
定
は
、
無
心
の
生
命
の
あ
り
が
た
さ
を
感
ず
る
感
性
が

つ
ぶ
や
い
た
祈
り
で
あ
る
。
「
彼
」
の
祈
り
は
無
心
の
生
命
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
人
聞
に
で
は
な
い
。
「
彼
」
は
嫌
悪
の
矢
を
自
己
を
含
む
人
間
や
現
実
K
向
け
、

共
感
、
感
謝
を
禽
獣
の
世
界
に
注
ぐ
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
川
端
は
、
「
彼
」
の
眼
を
通
し
て
自
己
の
資
質
た
る
感
性
の
両
極
を
見
事
に

使
い
分
け
て
い
る
の
だ
。
「
彼
」
の
感
性
の
翼
が
飛
び
交
う
世
界
を
設
定
し
保
護
す
る
の

が
知
性
で
あ
る
。
知
性
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
観
念
的
な
論
理
が
先
行
す
る
よ
う
な
類
の

-
も
の
で
は
往
く
、
感
性
自
体
の
特
質
を
知
悉
し
た
精
神
の
批
評
性
と
で
も
言
う
べ
き
性
格

の
も
の
で
あ
る
。

乙
乙
で
「
彼
」
の
人
間
に
対
す
る
接
触
の
唯
一
の
試
み
た
る
千
花
子
と
の
交
渉
に
お
け

る
「
彼
」
の
姿
勢
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

彼
女
は
彼
に
背
を
向
け

τ寝
る
と
、
無
心
に
限
を
閉
ぢ
、
少
し
首
を
伸
し
た
。
そ

れ
か
ら
合
掌
し
た
。
彼
は
稲
妻
の
や
う
に
、
虚
無
の
あ
り
が
た
さ
に
打
た
れ
た
。

「
ゐ
ゐ
、
死
ぬ
ん
ぢ
ゃ
な
い
。
」

彼
は
勿
論
、
殺
す
気
も
死
ぬ
気
も
伝
か
っ
た
。
千
花
子
は
本
気
で
あ
っ
た
か
、
戯

れ
心
で
あ
っ
た
か
は
分
ら
ぬ
。
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
や
う
な
顔
を
し
て
ゐ
た
。

千
花
子
は
若
い
男
に
化
粧
を
さ
せ
て
ゐ
る
と
ζ
ろ
だ
っ
た
。

静
か
に
限
を
閉
ぢ
、
こ
こ
ろ
も
ら
上
向
い
て
首
を
伸
し
、
自
分
を
相
手
に
委
せ
切

っ
た
風
に
、
ぢ
っ
と
動
か
な
い
員
自
在
顔
は
、
ま
だ
眉
や
隙
が
織
い
て
位
い
の
で
、

命
の
な
い
人
形
の
や
う
に
見
え
た
。
ま
る
で
死
顔
の
や
う
に
見
え
た
。

引
用
部
前
半
の
千
花
子
の
合
掌
の
顔
の
イ
メ
ー
ジ
と
後
半
の
化
粧
の
顔
の
イ
メ
ー
ジ
の

聞
に
は
、
十
年
近
い
時
間
の
懸
隔
が
あ
る
。
合
掌
の
顔
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
彼
」
が
ヘ
十
年
近

く
前
、
千
花
子
と
心
中
し
よ
う
と
し
た
と
き
の
そ
れ
で
あ
り
、
化
粧
の
顔
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

十
年
後
、
「
彼
」
が
舞
踏
会
の
楽
屋
で
見
た
千
花
子
の
印
象
で
あ
る
。

千
花
子
の
合
掌
の
顔
の
イ
メ
ー
ジ
に
「
彼
」
は
、
「
虚
無
の
あ
り
が
た
さ
」
を
感
じ
て
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
千
花
子
を
有
難
く
思
わ
往
け
れ
ば
位
ら
な
い
と
い
う
感
慨

に
打
た
れ
、
そ
れ
以
後
自
殺
を
考
え
な
く
在
っ
た
。

ζ

の
瞬
間
的
位
体
験
は
、
「
彼
」
の

生
の
方
向
を
支
配
し
て
い
て
、
小
鳥
や
犬
を
相
手
に
、
そ
の
生
命
や
生
態
を
感
得
し
な
が

ら
暮
す
の
が
「
彼
」
の
生
活
と
な
っ
て
い
る
。
犬
の
出
産
の
手
助
け
や
子
犬
の
育
児
、
小

鳥
の
世
話
は
、
「
彼
」
に
と
っ
て
「
虚
無
の
あ
り
が
た
さ
」
の
追
体
験
で
あ
る
。

ζ

の
心

中
の
時
以
後
も
「
彼
」
は
時
々
千
花
子
の
舞
踏
金
見
に
行
っ
て
「
彼
女
の
肉
鐙
の
野
蛍
伝

頚
康
」
に
惹
か
れ
、
な
ぜ
あ
の
頃
結
婚
し
て
お
か
な
か
っ
た
の
か
、
と
思
っ
た
り
す
る
。

つ
ま
り
「
彼
」
は
千
花
子
と
の
心
理
的
交
渉
や
人
間
的
関
係
を
捨
象
し
た
地
点
で
、
千
花

子
と
相
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
婚
の
思
い
も
、
男
女
の
鮮
と
し
て
の
そ
れ
よ
り
も
千

花
子
の
野
性
の
魅
力
か
ら
怨
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
無
心
な
ボ
ス
ト
ン
テ
リ
ア
の
姿
態

か
ら
千
花
子
を
思
い
出
し
た
り
す
る
。
「
彼
」
の
眼
の
構
造
も
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
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い
わ
ば
、
「
彼
」
に
あ
っ
て
は
干
花
子
は
、
飼
っ
て
い
る
禽
獣
と
同
様
純
粋
な
生
命
の
器

で
あ
り
、
あ
る
い
は
生
命
の
表
出
様
態
で
し
か
位
い
。
他
の
男
と
結
婚
し
て
子
供
を
産
ん

だ
り
し
て
、
長
年
の
舞
踏
生
活
で
荒
れ
た
千
花
子
の
踊
を
「
俗
悪
な
調
態
」
と
し
か
感
じ

れ
な
く
な
っ
た
「
彼
」
の
限
に
、
千
花
子
の
化
粧
の
顔
は
、
死
顔
の
よ
う
に
映
る
。
「
彼
」

に
よ
っ
て
千
花
子
と
い
う
女
性
の
十
年
間
の
有
為
転
変
は
、
十
年
前
の
合
掌
の
顔
の
イ
メ

ー
ジ
と
現
在
眼
前
に
し
て
い
る
化
粧
の
顔
の
イ
メ
ー
ジ
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
人
間
と
し

て
の
千
花
子
の
十
年
閣
の
現
実
の
時
閣
は
、
「
彼
」
に
と
っ
て
肉
体
的
な
変
貌
を
し
か
意

味
せ
ず
、
乙
の
点
で
千
花
子
は
禽
献
の
類
で
あ
る
。

川
端
の
知
性
は
、
千
花
子
の
二
つ
の
顔
の
感
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
外
部
現
実
と
禽
獣

と
の
簡
に
障
壁
と
し
て
築
く
作
品
構
成
の
技
術
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
心
中
の
際
の
千
花

子
の
合
掌
の
顔
に
「
彼
」
が
感
得
す
る
「
虚
無
の
あ
り
が
た
さ
」
は
、
感
覚
的
に
禽
献
の



純
粋
一
な
生
命
の
讃
歌
に
通
じ
る
し
、
人
間
現
実
の
手
垢
に
染
ま
っ
た
千
花
子
の
化
粧
の
顔

か
ら
連
怨
す
る
「
命
の
往
い
人
形
」
、
「
死
顔
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
小
鳥
や
犬
の

死
体
を
嫌
悪
す
る
「
彼
」
の
感
性
の
結
国
間
で
あ
る
。
前
者
は
生
命
に
感
謝
す
る
感
性
の
結

晶
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
裏
側
に
あ
っ
て
人
間
あ
る
い
は
現
実
を
厭
う
感

性
の
産
物
で
あ
る
。

禽
獣
の
命
の
讃
歌
の
裏
側
に
は
常
に
暗
閣
に
も
似
た
死
の
深
淵
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

死
の
閣
の
中
に
瞬
間
的
に
浮
ぶ
生
命
は
、
そ
の
瞬
間
瞬
間
の
は
か
な
さ
の
一
点
で
時
聞
に

よ
る
風
化
と
は
無
関
係
で
あ
り
得
る
。
「
彼
」
の
見
つ
め
て
い
る
禽
獣
の
命
の
明
り
は
、

ま
さ
に
生
が
死
の
関
へ
と
燃
え
尽
き
ん
と
す
る
瞬
間
の
残
光
な
の
で
あ
る
。
A
m
の
純
粋
さ

は
こ
の
は
か
な
さ
に
よ
っ
て
感
覚
的
に
保
証
さ
れ
る
。
虚
無
と
死
が
密
着
し
て
し
ま
え
ば

「
彼
」
の
感
性
の
飛
び
交
う
空
間
は
消
滅
し
て
し
ま
う
。
死
と
栢
接
し
て
い
る
が
死
で
は
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な
い
虚
無
を
信
じ
て
と
も
さ
れ
る
無
心
の
生
命
の
明
り
が
「
彼
」
を
生
の
側
に
留
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
乙
の
一
点
の
感
覚
的
緊
張
に
よ
っ
て
の
み
「
彼
」
の
空
虚
な
内
部
は
、
形

骸
と
化
す
ζ

と
か
ら
免
れ
て
い
る
。

『
禽
獣
』
の
「
彼
」
の
空
虚
伝
内
部
は
『
伊
豆
の
踊
子
』
の
「
私
」
に
由
来
す
る
が
、

乙
の
両
極
の
感
性
の
運
動
は
、

『
禽
獣
」
の
作
品
世
界
の
感
覚
的
緊
張
が
保
持
さ
れ
な
が

ら
も
、
感
覚
的
観
念
と
で
も
呼
称
す
べ
き
地
点
ま
で
感
性
が
膨
張
結
自
国
し
た
形
で
、

『雪

園
』
の
美
的
世
界
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。




