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や

な

と

る

虚
構
の
「
鳥
を
と
る
や
な
ぎ
」
の
成
立

「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
は
、
「
煙
山
に
エ
レ
ッ
キ
の
ゃ
な
ぎ
の
木
が
あ
る
よ
。
」
と
い
う
、

慶
次
郎
の
言
葉
で
始
ま
る
。
そ
の
言
葉
に
対
し
て
、
「
私
」
は
、
す
ぐ
に
「
エ
レ
キ
の
楊
の
木

?
」
と
尋
ね
返
そ
う
と
す
る
。
「
エ
レ
キ
の
楊
の
木
」
と
は
、
何
の
乙
と
で
あ
ろ
う
か
。
乙
の

奇
妙
な
言
葉
に
対
し
て
、
「
私
」
は
、
ひ
ど
く
興
味
を
ひ
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
授
業
中
も
そ

の
ゃ
な
ぎ
の
乙
と
を
早
く
慶
次
郎
に
一
尋
ね
た
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
ど
う
云
ふ
わ
け
か
あ
ん

ま
り
聞
き
た
か
っ
た
た
め
に
云
ひ
出
し
兼
ね
て
」
い
る
ほ
ど
だ
う
た
。

と
こ
ろ
が
、
冒
頭
の
言
葉
の
発
言
者
で
あ
る
慶
次
郎
の
反
応
は
、
そ
う
い
っ
た
「
私
」
の
敏

感
な
反
応
と
は
対
照
的
に
、
鈍
い
。
慶
次
郎
は
、
「
私
」
が
、
「
エ
レ
キ
の
拐
の
木
F
」
と
聞

き
返
そ
う
と
し
た
時
に
は
、
す
で
に
、
源
吉
へ
の
い
た
ず
ら
に
夢
中
で
、
「
私
」
の
乙
と
な

ど
、
も
う
限
中
に
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
授
業
中
の
慶
次
郎
は
、
自
分
が
言
っ
た
こ
と

な
ど
、
「
も
う
忘
れ
た
よ
う
な
顔
」
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
私
」
だ
け
が
、
乙
の
「
エ
レ
キ
の
楊
の
木
」
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
に
興
味

を
ひ
か
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

授
業
が
終
わ
っ
た
後
、
「
私
」
は
、
よ
う
や
く
、
皮
次
郎
に
尋
ね
る
機
会
を
得
た
。
慶
次
郎

は
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

「
今
朝
権
兵
衛
茶
屋
の
と
乙
で
、
馬
を
ひ
い
た
人
が
さ
う
云
っ
て
ゐ
た
よ

ι
煙
山
の
野
原
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に
烏
を
吸
ひ
込
む
拐
の
木
が
あ
る
っ
て
。
エ
レ
キ
ら
し
い
っ
て
云
っ
た
よ
。
」

慶
次
郎
が
「
馬
を
ひ
い
た
人
」
か
ら
聞
い
た
と
い
う
「
エ
レ
キ
の
楊
の
木
」
と
は
、
「
エ
レ
キ
」

で
「
烏
を
吸
ひ
込
む
楊
の
木
」
で
あ
っ
た
。

「
私
」
は
、
ま
す
ま
す
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
ら
し
く
、
「
行
か
う
ぢ
ゃ
な
い
か
。
見
に
行
か

う
ぢ
ゃ
な
い
か
。
ど
ん
な
だ
ら
う
。
き
っ
と
古
い
木
だ
ね
。
」
と
答
え
る
。
そ
れ
は
、
「
私
」

が
、
「
冬
に
よ
く
や
る
木
片
を
焼
い
て
髪
毛
に
擦
る
と
ご
み
を
吸
ひ
取
る
ζ

と
を
考
へ
」
た
か

ら
で
あ
る
。
「
私
」
は
、
「
エ
レ
キ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
静
電
気
に
よ
る
科
学
的
な
現
象
を

秋

枝

保

美

連
想
し
、
さ
ら
に
、
子
供
ら
し
い
類
推
か
ら
、

様
の
現
象
を
予
想
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
煙
山
に
エ
レ
ッ
キ
の
ゃ
な
ぎ
の
木
が
あ
る
よ
。
」
と
い
う
慶
次
郎
の
言
葉
は
、

「
私
」
の
科
学
的
な
現
象
に
対
す
る
興
味
を
刺
激
し
、
そ
の
木
の
存
在
を
舷
か
め
た
い
と
い
う
街

動
を
「
私
」
に
起
乙
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
後
、
「
エ
レ
キ
の
楊
の
木
」
採
し
が
、

作
品
内
の
「
私
」
の
目
標
と
な
る
。

「
烏
を
吸
ひ
込
む
楊
の
木
」
に
つ
い
て
も
、
同

そ
の
日
の
昼
過
ぎ
、
「
私
た
ち
」
は
、
実
際
に
そ
の
木
を
探
す
た
め
、
煙
山
の
野
原
へ
出
か
け

る
。
二
人
が
分
け
入
っ
た
煙
山
の
野
原
は
、
「
ひ
っ
そ
り
と
し
て
人
も
馬
も
居
ず
」
、
草
に
穏

が
一
杯
に
出
て
い
て
、
「
け
む
り
の
や
う
」
で
あ
り
、
不
気
味
で
幻
想
的
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て

い
る
。
ま
た
、
辺
り
の
風
景
も
日
が
か
げ
っ
た
よ
う
に
暗
い
。
「
義
ケ
森
や
南
品
山
が
、
た
い

へ
ん
陪
く
そ
び
え
、
そ
の
上
を
雲
が
ぎ
ら
ぎ
ら
光
っ
て
、
処
々
に
は
龍
の
形
の
黒
雲
も
あ
っ

て
、
ど
ん
ど
ん
北
の
方
へ
飛
」
ん
で
い
る
と
い
う
描
写
は
、
雨
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
雨
は
、
賢
治
の
作
品
で
は
、
不
吉
な
事
件
を
怒
き
起
乙
す
も
の
と
し
て
、
よ
く
使
わ
れ
て

門注
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い
る
。
乙
の
よ
う
な
風
長
か
ら
、
す
で
に
、
「
私
た
ち
」
は
、
何
か
不
吉
な
も
の
を
感
じ
、
不

安
を
抱
き
は
じ
め
て
い
る
と
一
7

一
口
っ
て
よ
い
。

「
私
た
ち
」
は
、
ま
ず
、
そ
の
煙
山
に
あ
る
川
原
へ
行
っ
て
み
る
乙
と
に
す
る
。
毒
ケ
森
か

ら
出
て
来
る
小
さ
な
川
の
川
原
で
あ
る
。
そ
の
川
の
少
し
上
況
の
方
に
は
、
川
に
沿
っ
て
、
大

き
な
拐
の
木
が
何
本
も
並
ん
で
立
っ
て
い
た
。
乙
の
川
に
沿
っ
て
、
い
よ
い
よ
、
「
エ
レ
キ
の

拐
の
木
」
を
求
め
て
の
初
但
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
川
に
足
を
入
れ
た
と
た
ん
に
、
「
私
た
ち
」
は
、
「
何
と
も
云
へ
な
い
寂

し
」
さ
に
お
そ
わ
れ
る
。

そ
れ
か
ら
川
が
ま
が
っ
て
ゐ
る
の
で
水
に
入
り
ま
し
た
。
空
が
雲
っ
て
ゐ
ま
し
た
の
で

水
は
灰
い
ろ
に
見
え
そ
れ
に
大
へ
ん
つ
め
た
か
っ
た
の
で
、
私
た
ち
は
あ
ま
の
じ
ゃ
く
の

や
う
な
何
と
も
云
へ
な
い
寂
し
い
心
持
が
し
ま
し
た
。

「
あ
ま
の
じ
ゃ
く
の
や
う
な
何
と
も
云
へ
な
い
寂
し
」
さ
と
は
、
ど
う
い
う
煎
情
で
あ
ろ
う
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か
。
「
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」
は
、
「
買
け
て
滅
び
る
者
の
一
切
の
仲
間
件
を
具
え
」
た
妖
怪
だ
と
い

う
。
た
だ
一
人
、
品
目
に
逆
ら
い
な
が
ら
、
結
局
負
け
て
し
ま
う
「
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」
に
は
、
孤

独
の
影
が
あ
る
。
そ
し
て
、
「
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」
は
、
「
岩
手
懸
な
ど
で
は
闘
の
灰
の
中
に

(注
4
)

い
る
」
と
い
う
。
灰
の
中
の
孤
独
者
で
あ
る
。

「
私
た
ち
」
の
感
じ
た
寂
し
さ
は
、
「
ひ
っ
そ
り
」
し
た
野
原
の
中
、
自
分
た
ち
を
と
り
ま

く
世
界
に
対
し
て
感
じ
る
違
和
感
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
同
時
に
、
そ

の
中
に
一
人
い
る
こ
と
か
ら
来
る
不
安
で
も
あ
る
。
灰
色
の
冷
た
い
水
の
中
に
足
を
つ
け
た
と

た
ん
に
お
そ
っ
て
き
た
そ
の
感
情
が
、
灰
の
中
に
た
っ
た
一
人
い
る
と
い
う
「
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」

を
連
想
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

野
原
に
入
っ
た
と
き
か
ら
、
辺
り
に
不
気
味
な
雰
囲
気
を
感
じ
と
っ
て
い
た
「
私
た
ち
」

は
、
乙
乙
で
、
さ
ら
に
、
何
か
た
だ
な
ら
ぬ
不
安
を
感
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
起
乙
る
べ
き
何
か
の
前
兆
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
「
い
ち
ば
ん
は
づ
れ
の
楊
の
木
の
前
ま
で
」
歩
い
て
は
き
た
が
、
「
や
っ
ぱ

り
野
原
は
ひ
っ
そ
り
し
て
音
も
な
か
っ
た
」
。
肝
心
の
烏
が
全
く
見
当
ら
な
い
の
だ
っ
た
。

「
私
た
ち
」
は
、
だ
ん
だ
ん
「
心
配
」
に
な
っ
て
い
く
。

ま
た
一
方
、
二
人
は
、
「
烏
を
と
る
栃
の
木
」
が
実
際
に
烏
を
と
る
と
き
の
様
子
を
、
想
像

?
レ
同

u
m
v
u
抗
U

ス
v

。

「
烏
が
来
な
く
ち
や
わ
か
ら
な
い
ね
え
。
」
慶
次
郎
が
又
云
ひ
ま
し
た
。

「
う
ん
、
隠
か
何
か
来
る
と
い
h

ね
え
。
木
の
上
を
飛
ん
で
ゐ
て
、
き
っ
と
よ
ろ
よ
ろ
し

て
し
ま
ふ
と
僕
は
お
も
ふ
よ
。
」

「
き
ま
っ
て
ら
あ
、
殺
生
石
だ
っ
て
さ
う
だ
さ
う
だ
よ
。
」

「
き
っ
と
烏
は
く
ち
ば
し
を
引
か
れ
る
ん
だ
ね
。
」

「
さ
う
さ
。
く
ち
ば
し
な
ら
き
っ
と
磁
石
に
か
〉
る
よ
。
」

「
楊
の
木
に
磁
石
が
あ
る
の
だ
ら
う
か
。
」

「
磁
石
だ
。
」

烏
の
来
な
い
の
が
不
安
で
あ
る
一
方
、
そ
れ
が
遅
れ
れ
ば
遅
れ
る
ほ
ど
、
揚
が
烏
を
吸
い
込
む

と
い
う
現
象
に
対
す
る
期
待
は
強
く
な
り
、
二
人
の
想
像
は
拡
が
っ
て
い
く
。

そ
し
て
、
烏
の
く
ち
ば
し
が
金
属
的
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
拐
の
木
に
磁
石
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
予
想
す
る
。
子
供
に
特
有
の
類
推
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
に
し
て
、
「
私
た
ち
」
は
、
自

分
の
中
に
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
の
像
を
作
り
あ
げ
た
。
そ
れ
は
、
少
年
た
ち
の
「
虚
構
の

楊
」
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
の
時
で
あ
っ
た
。

風
が
ど
う
っ
と
や
っ
て
来
ま
し
た
。
す
る
と
い
ま
ま
で
青
か
っ
た
栃
の
木
が
、
俄
か
に

さ
つ
と
灰
い
ろ
に
な
り
、
そ
の
葉
は
み
ん
な
ブ
リ
キ
で
で
き
て
ゐ
る
や
う
に
変
っ
て
し
ま

ひ
ま
し
た
。
そ
し
て
ち
ら
ち
ら
ち
ら
ち
ら
ゆ
れ
た
の
で
す
。

私
た
ち
は
思
は
ず
一
諸
に
叫
ん
だ
の
で
し
た
。

「あ
h

磁
石
だ
。
や
っ
ぱ
り
磁
石
だ
以

二
人
は
、
こ
の
よ
う
に
、
風
に
葉
を
裏
返
し
た
楊
の
木
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
た

ち
の
予
想
が
当
た
っ
て
い
る
と
信
じ
る
。

開
閣
の
茶
葉
に
は
、
細
毛
が
あ
っ
て
、
日
光
に
あ
た
る
と
銀
色
に
光
り
、
「
ブ
リ
キ
で
で
き
て

ゐ
る
や
う
に
」
見
え
る
。
そ
の
金
属
的
な
と
乙
ろ
が
、
「
磁
石
」
に
つ
な
が
る
の
だ
と
岡
山
わ
れ

る
。
乙
う
い
っ
た
観
察
の
し
か
た
に
も
、
子
供
特
有
の
類
推
が
見
ら
れ
る
。
乙
の
観
察
は
、

彼
ら
の
虚
構
が
介
入
し
た
観
察
で
あ
り
、
客
観
的
観
察
で
は
な
い
。
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
、
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虚
構
と
観
察
と
は
不
可
分
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
に
、
二
人
の
予
想
は
ほ
ぼ
確
定
的
と
な
っ
た
。
後
は
、
烏
が
や
っ
て
来
て
、
「
楊

の
木
に
時
間
を
引
っ
ぱ
ら
れ
て
、
逆
に
な
っ
て
木
の
中
に
吸
ひ
込
ま
れ
る
」
と
乙
ろ
を
見
る
だ
け

で
あ
る
。

し
か
し
、
一
向
に
烏
は
飛
ん
で
来
ず
、
野
原
は
ひ
っ
そ
り
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
野
原
の

不
気
味
な
様
子
か
ら
、
再
び
不
安
が
募
っ
た
た
め
か
、
「
私
」
は
、
「
み
ん
な
そ
の
拐
の
木
に

吸
は
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ら
う
か
。
」
と
、
「
ま
さ
か
さ
う
で
も
な
い
と
は
思
ひ
な
が
ら
」
言

っ
て
み
る
。

と
の
よ
う
に
、
乙
乙
ま
で
は
、
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
を
ど
こ
か
に
存
在
さ
せ
て
い
る
ら
し

い
野
原
は
、
ま
だ
、
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
野
原

を
、
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
を
求
め
て
紡
復
す
る
こ
人
の
様
子
が
措
か
れ
る
。
少
年
た
ち
は
、

そ
の
紡
包
の
初
め
か
ら
、
ま
わ
り
の
自
然
に
対
し
て
不
吉
な
も
の
を
感
じ
、
ま
た
、
「
何
と
も
云

へ
な
い
寂
し
さ
」
を
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
ま
だ
前
兆
の
段
階
で
あ
り
、
烏
は
や
っ
て

来
な
い
。
そ
の
「
ひ
っ
そ
り
」
し
た
野
原
の
中
で
、
少
年
た
ち
の
虚
構
の
入
り
混
じ
っ
た
観
察
に

よ
っ
て
浮
き
あ
が
っ
て
く
る
野
原
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
、
次
か
ら
次
へ
と
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

虚
構
の
「
鳥
を
と
る
や
な
ぎ
」
の
崩
壊

二
人
が
、
再
び
歩
き
出
そ
う
と
、
川
に
足
を
入
れ
た
と
き
の
乙
と
で
あ
っ
た
。

向
ふ
の
拐
の
木
か
ら
、
ま
る
で
ま
る
で
百
疋
ば
か
り
の
百
舌
が
、
一
ぺ
ん
に
飛
び
立
っ

て
二
か
た
ま
り
に
な
っ
て
北
の
方
へ
か
け
て
行
く
の
で
す
。
そ
の
塊
は
波
の
や
う
に
ゆ

れ
て
、
ぎ
ら
ぎ
ら
す
る
雲
の
下
を
行
き
ま
し
た
が
、
俄
か
に
向
ふ
の
五
本
自
の
大
き
な
楊
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の
上
ま
で
行
く
と
、
本
統
に
磁
石
に
吸
ひ
込
ま
れ
た
や
う
に
、
一
ぺ
ん
に
そ
の
中
に
落
ち
込

み
ま
し
た
。
み
ん
な
そ
の
梢
の
中
に
入
っ
て
し
ば
ら
く
が
あ
が
あ
が
あ
が
あ
鳴
い
て
ゐ
ま

し
た
が
、
ま
も
な
く
し
い
ん
と
な
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

つ
い
に
、
烏
が
現
わ
れ
る
。
し
か
も
、
「
本
統
に
磁
石
に
吸
ひ
込
ま
れ
た
や
う
に
」
、
楊
の
木

に
落
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
私
」
は
、
「
実
際
変
な
気
が
し
て
し
ま
」
っ
た
。
今
の
は
、
烏

が
木
に
吸
い
込
ま
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
単
に
降
り
た
だ
け
な
の
か
、
ど
っ
ち
と
も
わ
か
ら

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
、
「
も
ず
が
か
た
ま
っ
て
飛
ん
で
行
っ
て
、
木
に
お
り
る
乙
と
は
、
決
し
て
め

づ
ら
し
い
こ
と
で
な
か
っ
た
」
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
一
方
、
「
今
日
の
は
あ
ん
ま
り
俄
か
に
落

ち
た
」
と
い
う
乙
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
あ
の
馬
を
引
い
た
人
の
は
な
し
の
通
り
木
に
吸
ひ
込
ま

れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
か
ら
で
も
あ
る
。
「
私
」
の
判
断
は
、
「
煙
山
の
野
原
に
烏
を
吸
ひ

込
む
拐
の
木
が
あ
る
」
と
い
う
馬
子
の
言
葉
の
た
め
に
、
揺
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

慶
次
郎
も
、
「
私
」
と
同
じ
だ
と
見
え
て
、
し
ば
ら
く
し
て
、
「
今
の
は
吸
ひ
込
ま
れ
た
の

だ
ら
う
か
。
」
と
言
っ
た
。
「
私
」
と
慶
次
郎
と
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
半
信
半
疑
の
問

答
を
す
る
。
そ
し
て
、
迷
っ
た
末
に
、
「
私
」
が
一
つ
の
提
安
を
す
る
。

「
石
を
投
げ
て
見
ゃ
う
か
。
石
を
投
げ
て
も
遁
げ
な
か
っ
た
ら
死
ん
だ
ん
だ
。
」

実
験
に
よ
っ
て
、
証
明
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

結
果
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

石
は
そ
の
半
分
も
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
百
舌
は
に
は
か
に
が
あ
っ
と
鳴
っ
て
、
ま
る

で
音
譜
を
ば
ら
ま
き
に
し
た
や
う
に
飛
び
あ
が
り
ま
し
た
。

乙
の
木
が
「
烏
を
と
る
鵠
」
で
は
な
い
か
と
い
う
彼
ら
の
期
待
は
、
打
ち
砕
か
れ
る
。
彼
ら
の

虚
椛
の
拐
は
、
崩
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

慶
次
郎
は
、
「
が
っ
か
り
し
た
ゃ
う
」
だ
っ
た
し
‘
「
私
」
は
、
「
た
い
へ
ん
寂
し
い
気
が

し
」
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
沈
ん
だ
気
分
を
、
河
原
で
見
つ
け
た
「
砥
石
に
な
る
や
う
な
柔
ら
か

な
白
い
円
い
石
」
が

m
Mし
、
二
人
の
聞
に
、
何
と
な
く
う
つ
ろ
な
気
分
が
拡
が
っ
て
い
く
。

ほ
ん
た
う
は
そ
れ
は
あ
ん
ま
り
柔
ら
か
で
砥
石
に
は
な
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
と
に
か
く
私
た
ち
は
さ
う
云
ふ
石
を
よ
く
砥
石
と
云
っ
て
外
の
硬
い
大
き
な
石
に
水

で
擦
っ
て
四
角
に
し
た
も
の
で
す
。
皮
次
郎
は
そ
れ
を
両
手
で
起
し
て
、
川
へ
パ
チ
ャ
ン

と
投
げ
ま
し
た
。
石
は
す
ぐ
沈
ん
で
水
の
底
へ
行
き
、
乙
と
に
ま
ア
自
に
少
し
背
白
く
見

え
ま
し
た
。
私
は
そ
れ
が
又
何
と
も
云
九
ず
悲
し
い
や
う
に
思
っ
た
の
で
す
。

実
験
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
虚
構
が
崩
れ
た
今
、
彼
ら
に
は
、
い
っ
た
い
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
乙
に
あ
る
の
は
、
子
供
の
精
神
の
発
達
に
深
く
関
っ
た
一
つ
の
ド
ラ
マ
で
あ

る。

内
仲
直

a
u
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子
供
た
ち
は
、
ま
わ
り
に
あ
る
様
々
な
物
を
別
の
物
に
見
立
て
て
畳
封
。
乙
の
「
砥
石
に
な

る
や
う
な
柔
ら
か
な
白
い
円
い
石
」
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
ほ
ん
た
う
は
:
:
:
砥
石
に

な
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
」
と
、
「
私
」
は
回
想
し
て
い
る
が
、
「
私
た
ち
」
は
、

「
さ
う
云
ふ
石
を
よ
く
砥
石
と
云
っ
て
外
の
硬
い
大
き
な
石
に
水
で
擦
っ
て
四
角
に
し
」
て
遊

ん
で
い
た
の
だ
っ
た
。

そ
の
場
合
、
物
は
、
「
そ
れ
自
体
で
は
大
し
て
重
要
で
な
」
く
、
「
た
ん
に
子
ど
も
の
空
想

円注
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に
と
っ
て
お
も
ち
ゃ
の
役
目
を
は
た
す
だ
け
の
物
」
で
あ
る
。
「
白
い
円
い
石
」
が
、
「
私
た

ち
」
に
と
っ
て
、
「
砥
石
」
と
い
う
空
想
物
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
だ
け
あ
る
よ
う
に
。
つ
ま

り
、
子
供
た
ち
は
、
主
観
に
よ
っ
て
、
対
象
が
自
在
に
変
化
す
る
よ
う
な
世
界
に
住
ん
で
い
る

【世
ω

こ

と
一
=
守
え
る
。
そ
れ
は
、
「
自
我
と
外
部
世
界
が
わ
か
れ
て
い
な
い
と
世
界
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
、
風
に
ひ
る
が
え
っ
た
拐
の
銀
色
の
哀
楽
を
見
て
、
「
あ
L

磁
石
だ
。

や
っ
ぱ
り
磁
石
だ
U

と
叫
ん
だ
、
あ
の
観
察
と
も
つ
な
が
る
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
拐
が
烏
を
と
る
と
い
う
現
象
が
、
ま
だ
起
こ
ら
な
い
野
原
の
中
で
、
二
人
の
少
年
が
織
り

な
す
世
界
そ
の
も
の
が
、
自
我
と
外
部
世
界
の
別
れ
て
い
な
い
子
供
た
ち
の
世
界
の
特
異
性

を
、
象
徴
的
に
表
わ
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

そ
乙
へ
、
突
如
、
百
舌
が
栃
の
木
に
舞
い
降
り
る
と
い
う
一
つ
の
現
象
が
、
割
り
込
ん
で
き

た
の
で
あ
る
。
そ
の
現
象
に
対
す
る
判
断
に
迷
っ
た
末
、
「
私
」
は
、
烏
が
拐
に
吸
い
込
ま
れ

た
の
か
否
か
、
石
を
投
げ
て
確
か
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
行
為
は
、
自
分
た
ち
の
虚
椛
の
何
回
が

実
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
う
試
み
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
子
供
た
ち
は
、
成
長
す

る
に
つ
れ
、
主
観
的
世
界
を
実
在
の
世
界
に
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
に
時
記
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
一
般
的
に
は
、
子
供
た
ち
の
主
観
的
世
界
は
、
実
在
の
世
界
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
て
い

く
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ひ
っ
そ
り
し
た
野
原
の
中
に
突
如
や
っ
て
来
た
烏
の
群
れ
は
、
あ

た
か
も
、
実
在
と
い
う
未
知
の
世
界
か
ら
、
子
供
た
ち
の
主
観
的
世
界
へ
や
っ
て
来
た
伎
者
の

よ
う
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
試
み
が
失
敗
し
、
彼
ら
の
出
脱
税
の
協
が
否
定
さ
れ
た
今
、
彼
ら
は
、
そ
れ
ま

で
の
実
在
の
世
界
だ
と
思
っ
て
い
た
世
界
が
崩
れ
て
行
く
の
を
感
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ

ま
り
、
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
の
世
界
と
実
在
の
世
界
と
の
分
裂
を
休
験
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ

い
。
そ
れ
は
、
自
己
と
実
花
と
の
問
の
徹
底
的
わ
仏
政
隔
の
状
態
で
あ
る
。
人
は
、
そ
の
時
、
去

に
孤
独
を
自
党
す
る
。
だ
か
ら
、
「
私
」
は
「
た
い
へ
ん
寂
し
い
」
気
が
し
た
の
で
あ
る
。
乙

の
野
原
に
入
り
込
ん
だ
時
に
感
じ
た
一
種
の
違
和
感
|
|
不
吉
な
も
の
、
そ
れ
に
続
く
「
何
と

も
云
へ
な
い
寂
し
」

sー
ー
は
、
乙
乙
で
徹
底
的
な
も
の
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
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し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
世
界
の
中
で
「
砥
石
」
と
言
っ
て
い
た
石
も
、
今
は
同
じ
く
怠
味
を

失
っ
て
、
た
だ
の
石
乙
ろ
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
だ
か
ら
、
慶
次
郎
は
、
「
そ
れ
を
両
手
で

起
し
て
、
川
ヘ
パ
チ
ャ
ン
と
投
げ
」
て
し
ま
う
し
、
「
私
」
は
、
水
の
底
へ
沈
ん
で
し
ま
っ
た

石
を
見
な
が
ら
、
「
文
何
と
も
云
九
ず
悲
し
い
や
う
に
思
っ
た
」
の
で
あ
る
。

乙
の
石
の
描
写
は
、
二
人
の
心
の
象
徴
と
し
て
印
象
的
で
あ
る
。

石
は
す
ぐ
沈
ん
で
水
の
底
へ
行
き
、
乙
と
に
ま
つ
白
に
少
し
青
白
く
見
え
ま
し
た
。

乙
の
石
は
、
彼
ら
の
心
の
底
に
沈
ん
で
、
も
は
や
帰
っ
て
来
な
い
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
今
で
は
、
心
の
底
で
、
美
し
い
思
い
出
の
よ
う
に
「
ま
っ
・
自
に
少
し
青
白
く
」
見
え
る

だ
け
な
の
で
あ
る
。
「
私
」
の
悲
し
み
は
、
今
は
も
は
や
も
ど
っ
て
く
る
こ
と
の
な
い
世
界

|
|
自
己
と
実
在
と
の
聞
に
隔
た
り
の
な
か
っ
た
世
界
ー
ー
ー
を
追
慕
す
る
と
こ
ろ
か
ら
く
る
感

情
で
あ
ろ
う
。

「
エ
レ
キ
の
協
の
木
」
を
探
す
少
年
た
ち
は
、
自
然
の
中
で
、
観
察
し
、
子
供
特
有
の
想
像

力
で
推
理
し
、
彼
ら
の
「
虚
稀
の
拐
の
木
」
を
作
り
あ
げ
た
。
し
か
し
、
そ
の
「
楊
の
木
」

は
、
実
験
に
よ
っ
て
、
無
惨
に
も
崩
れ
た
。
同
時
に
、
少
年
た
ち
の
主
客
一
体
の
世
界
は
崩

れ
、
少
年
た
ち
は
、
自
己
と
実
在
の
世
界
と
の
分
裂
を
経
験
し
、
哀
の
孤
独
を
味
わ
っ
た
の
で

ゑ

yhv
。

そ
乙
で
終
わ
る
の
な
ら
ば
、
乙
の
作
品
は
、
子
供
の
精
神
発
達
の
ド
ラ
マ
を
描
い
た
作
品
と

い
う
乙
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
乙
の
少
年
た
ち
の
行
く
末
に
は
、
彼
ら
の
想
像
力
を
捨
て
去

り
、
実
在
を
実
在
と
し
て
認
識
す
る
世
界
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
乙
の
作
品
の
世

界
は
、
乙
れ
で
完
結
し
て
は
い
な
い
。
最
後
に
、
ど
ん
で
ん
返
し
と
も
言
う
べ
き
一
節
が
付
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

E 

神
秘
の
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」

自
分
た
ち
の
世
界
の
崩
壊
を
経
験
し
た
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
の
世
界
と
実
在
の
世
界
と
が
分

裂
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
た
ち
の
判
断
に
対
す
る
不
信
の
状
態
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
一
群
の
百
舌
が
再
び
飛
ん
で
来
て
、
向
乙
う
の
三
本
自
の
楊
の
上
で
、
「
又
何
か

に
引
っ
ぱ
ら
れ
た
や
う
に
、
い
き
な
り
そ
の
中
に
入
っ
」
た
と
き
、
も
は
や
、
二
人
と
も
「
そ

の
木
の
中
で
も
ず
が
死
ぬ
」
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
慶
次
郎
は
、
「
本
気
に
」
石
を
投
げ
た

が
、
「
百
舌
は
一
ぺ
ん
に
と
ぴ
あ
が
」
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
私
」
は
、
「
ほ
ん
た
う

に
さ
び
し
く
な
っ
て
も
う
帰
ら
う
と
恩
」
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
ど
こ
か
に
、
け
れ
ど
、
ほ
ん
た
う
の
木
は
あ
る
よ
己
と
い
う
慶
次
郎
の
慰
め
め

一
一
三
一
円
葉
に
、
「
私
」
代
、
今
一
度
、
あ
の
府
税
の
轄
の
台
十
代
全
行
じ
よ
う
止
す
る
。
「
ほ
ん
六
う

の
木
」
は
、
ど
乙
か
に
あ
る
は
ず
で
、
乙
こ
に
な
い
だ
け
な
の
だ
、
と
思
い
直
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
外
へ
行
っ
て
見
ゃ
う
U

と
、
再
び
、
磁
石
か
何
か
で
烏
を
引
っ
ぱ
り
込
む
拐
の
木

を
探
し
続
け
る
た
め
、
歩
き
出
す
。

そ
の
時
で
あ
っ
た
。

そ
し
た
ら
皮
次
郎
が
、
ち
ょ
っ
と
う
し
ろ
を
絞
り
向
い
て
叫
び
ま
し
た
。

「
ぁ
、
ど
ら
ん
、
あ
ん
な
に
居
た
よ
U

私
も
ふ
り
向
き
ま
し
た
。
も
ず
が
、
ま
る
で
千
疋

ば
か
り
も
飛
び
た
っ
て
、
野
原
を
ず
う
っ
と
向
ふ
へ
か
け
て
行
く
や
う
に
見
え
ま
し
た

が
、
今
度
も
又
、
俄
か
に
一
本
の
楊
の
木
に
落
ち
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
私
た
ち

己
は
も
う
何
も
云
ひ
ま
せ
ん
で
し
た
。
烏
を
吸
ひ
込
む
栃
の
木
が
あ
る
と
も
思
へ
ず
、
又
烏

の
落
ち
込
み
ゃ
う
が
あ
ん
ま
り
ひ
ど
い
の
で
、
そ
ん
な
乙
と
が
全
く
な
い
と
も
思
へ
ず
、

ほ
ん
た
う
に
気
持
ち
が
悪
く
な
っ
た
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
再
び
、
百
舌
が
「
俄
か
に
一
本
の
拐
の
木
に
落
ち
」
る
の
を
見
た
と
き
、
「
私

た
ち
」
は
、
つ
い
に
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
さ
き
ほ
ど
実
験
し
た
と
お
り
、
「
烏
を
吸

ひ
込
む
楊
の
木
が
あ
る
」
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
一
方
、
「
烏
の
落
ち
込
み
ゃ
う
」
を
見
れ

ば
、
そ
れ
が
「
あ
ん
ま
り
ひ
ど
い
」
の
で
、
そ
ん
な
木
が
「
全
く
な
い
と
も
思
へ
」
な
い
の
で

あ
る
。
彼
ら
の
判
断
は
、
そ
の
二
つ
の
問
で
揺
れ
て
い
る
。

自
分
た
ち
の
世
界
の
崩
壊
を
怪
験
し
た
彼
ら
は
、
し
か
し
、
ま
だ
、
彼
ら
自
身
の
世
界
か
ら

脱
け
き
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
分
裂
し
て
し
ま
っ
た
自
分
の
世
界
と
実
在

の
世
界
と
の
両
方
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
、
そ
の
二
つ
の
間
で
揺
れ
動
い
て
い
る
。
そ
ん
な
彼

ら
の
前
に
あ
る
世
界
は
、
彼
ら
の
判
断
を
越
え
た
と
乙
ろ
に
存
在
す
る
、
何
や
ら
符
休
の
知
れ

な
い
世
界
で
あ
る
。
そ
ん
な
世
界
の
前
で
、
烏
を
と
る
協
は
自
分
た
ち
の
虚
椛
に
す
ぎ
ず
、
実

在
し
な
い
の
だ
、
と
い
う
彼
ら
の
、
虚
構
と
実
在
と
の
常
識
的
な
区
別
自
体
が
、
揺
ら
ぎ
、
無

効
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
私
」
の
感
じ
た
気
持
ち
悪
さ
と
は
、
そ
の
常
識
的

な
区
別
自
体
が
無
化
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
乙
ろ
に
起
乙
る
心
の
動
揺
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

つ
ま
り
、
い
っ
た
ん
彼
ら
の
中
に
で
き
た
自
己
の
世
界
と
実
在
の
世
界
と
の
分
裂
を
、
さ
ら

に
無
化
す
る
よ
う
な
、
新
し
い
空
間
が
開
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
の
判
断
を
越
え

ど
と
乙
ろ
に
存
在
す
る
新
し
い
神
秘
の
空
間
で
あ
る
。

そ
し
て
、
同
時
に
、
彼
ら
は
、
静
電
気
や
磁
石
等
の
科
学
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
合
理
的
に
説

明
で
き
る
も
の
と
し
て
の
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
は
、
存
在
し
な
い
乙
と
に
気
付
い
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
虚
椛
の
拐
の
木
を
、
「
野
原
の
う
ち
、
ど
乙
か
外
の
処
」
で
探
そ
う
と

し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
も
う
だ
め
だ
よ
。
帰
ら
う
U

と
「
私
」
が
言
い
、
慶
次
郎
も
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「
だ
ま
っ
て
く
る
っ
と
戻
っ
た
」
の
で
あ
る
。
静
電
気
や
磁
石
で
烏
を
吸
い
込
む
揚
な
ど
、
い

く
ら
探
し
て
も
、
決
し
て
見
つ
か
ら
な
い
乙
と
に
気
付
い
た
か
ら
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
「
私
」
の
中
に
、
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
は
、
や
は
り
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
「
私
」
は
、
作
品
最
後
の
一
文
に
お
い
て
、
「
け
れ
ど
も
い
ま
で
も
ま
だ
私
に
は
、
楊
の

木
に
烏
を
吸
ひ
込
む
力
が
あ
る
と
思
へ
て
仕
方
な
い
の
で
す
己
と
一
言
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

「
私
」
の
中
に
あ
る
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
は
、
主
客
一
体
と
な
っ
た
、
あ
の
少
年
の
世
界
に

あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
少
年
の
世
界
が
虚
構
と
実
在
と
に
分
裂
し
て
し
ま
っ
た
直
後
、
そ
の

分
裂
自
体
を
さ
ら
に
無
効
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
人
の
常
識
的
判
断
を
越
え
た
と
乙
ろ
に
存

在
す
る
「
ほ
ん
た
う
に
気
持
ち
悪
い
」
世
界
、
そ
の
世
界
の
中
に
、
「
私
」
の
哀
の
「
烏
を
と

る
ゃ
な
ぎ
」
は
、
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
烏
を
吸
ひ
込
む
楊
の
木
が
あ
る
と
も
思
へ

ず
、
又
烏
の
落
ち
込
み
ゃ
う
が
あ
ん
ま
り
ひ
ど
い
の
で
、
そ
ん
な
乙
と
が
全
く
な
い
と
も
思
へ

ず
」
と
い
う
ふ
う
に
。

以
上
の
よ
う
に
、
烏
を
と
る
拐
を
探
し
始
め
た
少
年
た
ち
は
、
ま
ず
、
自
分
た
ち
の
虚
格
の

拐
を
作
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
一
つ
の
実
験
に
よ
っ
て
崩
れ
去
っ
て
し
ま
い
、
彼
ら

の
中
に
、
自
己
の
虚
構
の
世
界
と
実
在
の
世
界
と
の
分
裂
が
生
じ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
の

直
後
に
、
そ
の
分
裂
を
さ
ら
に
無
化
す
る
よ
う
な
、
得
体
の
知
れ
な
い
、
新
し
い
空
間
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
乙
の
作
品
は
、
そ
の
空
間
が
成
立
す
る
ま
で
の
過
程
を
描
い
た
作

品
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

皿

馬
子
の
世
界
と
「
私
」
の
世
界

作
品
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
で
終
始
問
題
と
な
る
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
は
、
そ
も
そ
も
、

慶
次
郎
が
権
兵
衛
茶
屋
で
、
馬
子
か
ら
聞
い
た
「
煙
山
の
野
原
に
烏
を
吸
い
込
む
楊
の
木
が
あ

る
。
エ
レ
キ
ら
し
い
U

と
い
う
言
葉
に
端
を
発
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
乙
の
作
品
世
界
は
、

「
烏
を
と
る
楊
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
接
点
と
し
て
、
馬
子
と
権
兵
衛
茶
屋
の
世
界
に
つ
な
が

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

馬
子
が
権
兵
衛
茶
屋
で
く
り
ひ
ろ
げ
る
世
界
と
は
、
ど
ん
な
世
界
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

野
中
山
中
を
歩
き
ま
わ
る
の
が
仕
事
で
あ
る
馬
子
は
、
一
方
で
は
、
方
々
の
珍
し
い
話
を
聞

き
込
ん
で
は
伝
え
歩
く
話
題
提
供
者
の
よ
う
な
性
格
も
持
ち
合
わ
せ
た
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
山
中
の
茶
屋
は
、
そ
ん
な
話
の
交
換
の
場
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
そ
の
日
の
朝
、
権
兵
衛
茶
屋
で
は
、
一
人
の
馬
子
に
よ
っ
て
、
「
煙
山
の
野
原
に
烏
を

吸
ひ
込
む
楊
の
木
が
あ
る
。
エ
レ
キ
ら
し
い
U

と
い
う
面
白
い
話
が
、
披
露
さ
れ
た
の
で
あ

る。
乙
の
話
は
、
馬
子
の
作
り
話
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
乙
の
話
は
、
権
兵
衛
茶

屋
に
い
た
大
人
た
ち
を
、
半
信
半
疑
な
が
ら
も
、
半
ば
信
じ
さ
せ
る
程
度
の
冥
実
味
を
持
っ
た

諾
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
慶
次
郎
が
、
そ
の
話
を
ま
と
も
に
受
け
て
、

学
校
で
、
「
私
」
に
「
煙
山
に
エ
レ
ッ
キ
の
ゃ
な
ぎ
の
木
が
あ
る
よ
U

な
ど
と
、
言
い
出
し
は

し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

な
ぜ
、
乙
の
話
が
、
大
人
た
ち
に
、
何
ら
か
の
真
実
味
を
感
じ
さ
せ
る
乙
と
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
乙
の
話
が
馬
子
の
単
な
る
独
創
で
は
な
く
、
そ
の
基
盤
に
、
村
人
の
共

同
幻
想
の
世
界
を
持
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
乙
で
、
ま
ず
注
意
し
た
い
の
は
、
楊
の
木
で
あ
る
。
乙
の
拐
の
木
が
、
幻
想
的
な
意
味
を

門
注
目
)

持
っ
て
い
た
乙
と
を
、
柳
田
岡
男
氏
の
「
榊
樹
お
」
に
よ
っ
て
知
る
乙
と
が
で
き
る
。

「
耐
樹
符
」
に
よ
れ
ば
、
樹
木
は
、
古
代
人
の
信
仰
に
お
い
て
、
天
降
る
神
の
拍
子
、
つ
ま

り
神
の
依
代
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
信
仰
は
、
古
く
か
ら
い
ず
れ
の
民
族
に
も
あ
っ
た
「
帥

文
は
精
霊
が
高
空
に
止
住
行
走
す
と
云
ふ
信
仰
」
か
ら
起
乙
つ
で
き
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
、

「
樹
は
上
空
に
近
い
か
ら
斗
仰
の
宿
り
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
古
代
人
は
、
自
然
を
神

意
と
し
、
自
然
を
観
察
し
な
が
ら
そ
の
中
に
神
怠
を
よ
み
と
っ
た
。
だ
か
ら
、
特
に
変
わ
っ
た

特
徴
を
持
つ
木
(
例
え
ば
奇
形
の
木
等
)
を
見
れ
ば
、
何
ら
か
の
神
芯
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と

感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
い
っ
た
古
代
人
の
樹
木
信
仰
の
中
で
も
、
川
楊
は
特
別
に
注
意
を
そ
そ
が
れ
た
木
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
「
た
Y
川
坊
が
本
来
移
植
の
必
嬰
も
無
い
木
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
往
往
に
し
て

懸
け
離
れ
た
野
中
山
中
に
孤
立
し
て
存
す
る
の
を
見
る
と
、
昔
の
人
で
無
く
と
も
其
的
衆
に
関

し
て
、
不
審
を
抱
く
の
は
自
然
の
情
で
あ
る
か
ら
、
松
や
他
の
雑
木
に
比
べ
で
は
、
格
別
の
注

意
が
、
久
し
い
問
、
此
植
物
に
封
し
て
、
抑
は
れ
て
居
た
と
と
だ
け
は
考
?
り
れ
る
U

と
し
て

い
る
。つ

ま
り
、
「
普
泊
の
程
決
上
の
動
機
以
外
に
、
早
く
か
ら
此
木
の
分
布
を
促
す
べ
き
或
力

が
、
現
貿
に
存
在
し
て
居
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
或
力
と
は
、
古
代
人
の
信
仰
上
の
動

機
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
信
仰
と
い
う
の
は
、
さ
し
木
の
成
育
す
る
と
否
と
に
よ
っ
て

神
意
を
判
断
す
る
校
占
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
校
占
に
、
乙
の
川
拐
が
盛
ん
に
伎
わ
れ
た
ら

し
い
。
つ
ま
り
、
「
人
が
品
酬
を
奉
じ
て
祭
る
べ
き
場
廃
を
決
し
か
ね
た
際
に
、
此
木
を
ト
ひ
の

用
に
供
す
る
風
留
は
弘
く
行
亙
」
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
川
坊
が
、
さ
し

木
に
よ
っ
て
特
に
成
育
し
や
す
い
木
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
「
無
心
に
打
込
ん
で
置
く
杭
や

垣
根
の
柱
が
、
芽
を
吹
き
根
を
生
ず
る
こ
と
も
珍
し
か
ら
ぬ
終
的
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
い
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っ
た
性
質
か
ら
、
川
楊
は
、
古
代
人
の
信
仰
を
裏
付
け
る
強
力
な
証
拠
と
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
「
人
が
遠
く
渓
川
の
流
を
離
れ
て
生
息
の
地
を
求
め
る
乙
と
に
な
っ
て
か
ら
」

も
、
飲
用
と
す
る
地
下
の
泉
を
卜
す
る
た
め
に
、
川
楊
は
、
活
躍
し
た
。
「

U

仰
が
清
き
泉
の
庭

を
愛
し
た
ま
ふ
と
信
じ
た
人
々
に
は
、
水
に
親
し
い
川
楊
の
木
を
、
殊
に
注
意
深
く
観
察
し

て
、
正
し
い
指
導
を
受
け
ん
と
心
掛
け
た
の
も
自
然
で
あ
っ
て
、
是
が
輔
じ
て
は
新
た
な
る
居

住
の
便
宜
の
篤
に
、
乏
し
い
水
を
求
め
出
す
手
段
に
も
利
用
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
思

ふ
U

と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
川
楊
は
、
古
代
人
の
信
仰
上
、
重
要
な
位
置
を
持
つ
樹
木
で
あ
っ
た
。
一

例
と
し
て
、
利
根
川
の
、
不
コ
コ
と
い
う
河
伯
(
河
童
)
に
つ
い
て
の
信
仰
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る。

其
(
河
伯
の
)
居
所
が
年
々
に
か
は
る
の
を
、
土
地
の
者
は
い
つ
で
も
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て

居
た
。
郎
ち
そ
の
居
る
場
廃
に
は
水
が
渦
を
巻
き
、
又
川
筋
の
岸
の
柳
の
大
水
に
流
れ
た

も
の
が
、
其
岸
に
漂
著
し
て
根
を
生
じ
て
茂
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
必
ず
し
も
奇
異
を
以
て

目
す
べ
か
ら
ざ
る
此
等
の
現
象
で
も
、
信
ず
る
者
に
は
亦
一
箇
の
啓
示
で
あ
っ
た
。

作
品
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
の
場
面
と
な
っ
て
い
る
煙
山
の
野
原
の
楊
の
木
も
、
こ
の
「
紳
樹

篇
」
の
例
に
あ
る
柳
と
、
状
況
が
類
似
し
て
い
る
。

向
ふ
に
毒
ケ
森
か
ら
出
て
来
る
小
さ
な
川
の
白
い
石
原
が
見
え
て
来
ま
し
た
。
そ
の
川

は
、
ふ
だ
ん
は
水
も
大
へ
ん
に
少
く
て
、
大
抵
の
処
な
ら
着
物
を
脱
が
な
く
て
も
渉
れ
る

位
だ
っ
た
の
で
す
が
、
一
ぺ
ん
水
が
出
る
と
、
ま
る
で
川
幅
が
二
十
問
位
に
も
な
っ
て
、

恐
ろ
し
く
濁
り
ど
・
つ
ご
う
流
れ
る
の
で
し
た
。
で
す
か
ら
川
原
は
割
合
に
広
く
、
ま
っ
白

な
砂
利
で
で
き
て
ゐ
て
、
処
々
に
は
ひ
め
は
は
乙
ぐ
さ
や
す
ぎ
な
や
ね
む
な
ど
が
生
え
て

ゐ
た
の
で
し
た
が
、
少
し
上
流
の
方
に
は
、
川
に
添
っ
て
大
き
な
楊
の
木
が
、
何
本
も
何

本
も
な
ら
ん
で
立
っ
て
ゐ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
煙
山
の
野
原
の
真
中
、
毒
ケ
森
か
ら
流
れ
出
る
川
に
添
っ
て
孤
立
し
て
あ
る
楊

の
一
群
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
水
が
出
た
と
き
に
「
毒
ケ
森
」
と
い
う
山
か
ら
流
れ
て

来
て
、
乙
乙
に
漂
着
し
て
根
を
生
じ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
山
に
は
山
神
が
祭
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
の
楊
と
山
神
信
仰
と
が
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も

あ
り
う
る
。
古
く
は
、
山
神
の
信
仰
に
も
錫
の
介
在
を
必
要
と
し
た
と
い
う
例
を
、
柳
田
は
掲

げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
作
品
内
の
場
面
も
、
村
人
の
信
仰
を
生
み
出
す
た
め
の
条
件
を
備
え
て

い
る
と
考
え
て
よ
い
。

こ
の
馬
子
の
話
の
面
白
さ
は
、
「
楊
の
木
が
烏
を
と
る
」
と
い
う
、
そ
の
村
人
の
幻
想
の
世

界
と
、
「
エ
レ
キ
ら
し
い
」
と
い
う
科
学
の
世
界
を
結
び
つ
け
て
い
る
と
乙
ろ
に
あ
る
。
伝
統

的
な
幻
想
の
世
界
を
、
合
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
が
付
さ
れ

る
乙
と
に
よ
っ
て
、
話
は
、
さ
ら
に
真
実
味
を
増
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
馬
子
の
話
を
さ
ら
に
真
実
味
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
の
が
、
「
殺
生
石
」
の
存

在
で
は
な
か
ろ
う
か
。
子
供
た
ち
は
、
「
烏
を
吸
ひ
込
む
楊
の
木
」
か
ら
、
「
殺
生
石
」
を
連

想
し
て
い
る
。

殺
生
石
と
は
、
科
学
的
に
は
、
「
火
山
地
方
ま
た
は
、
温
泉
地
方
の
噴
気
孔
付
近
の
岩
石
に

つ
け
ら
れ
た
俗
称
。
噴
気
孔
か
ら
噴
出
す
る
亜
硫
酸
ガ
ス
、
硫
化
水
索
そ
の
他
の
有
毒
ガ
ス
の

(注
4
v

た
め
、
鳥
類
や
乙
ん
虫
類
な
ど
が
死
ぬ
た
め
に
か
く
呼
ば
れ
る
U

と
説
明
さ
れ
る
。
一
方
、
乙

の
殺
生
石
に
は
、
能
の
「
殺
生
石
」
を
代
表
と
す
る
い
く
つ
か
の
伝
説
が
伴
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
伝
承
が
科
学
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
い
う
発
想
を
、
馬
子
が
、
こ
の
殺

生
石
の
例
か
ら
思
い
つ
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
私
」
の
ま
わ
り
に
は
、
村
人
の
幻
想
と
科
学
と
が
結
合
さ
れ
る
よ
う
な

世
界
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
作
品
は
、
そ
う
い
っ
た
馬
子
の
世
界
と
、
「
私
」
|
|

尋
常
四
年
で
、
ち
ょ
う
ど
外
界
に
興
味
を
持
ち
出
し
、
科
学
的
知
識
も
多
少
持
っ
て
い
る
よ
う

な
少
年
|
|
の
世
界
が
共
鳴
し
あ
う
と
乙
ろ
か
ら
始
ま
る
。
つ
ま
り
、
と
の
作
品
は
、
馬
子
を

通
し
て
、
そ
の
背
後
に
、
村
人
の
共
同
幻
想
の
世
界
を
隠
し
持
っ
た
作
品
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
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作
品
「
鳥
を
と
る
ゃ
な
を
」
と
『
村
童
ス
ケ
ッ
チ
』

私
は
、
こ
れ
ま
で
、
「
さ
い
か
ち
淵
」
・
「
谷
」
・
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
の
三
作
品
を
論

〈
注
目
〉

じ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
共
通
す
る
二
つ
の
特
色
が
あ
る
。
一
つ
は
、
作
品
の
末

尾
に
、
得
体
の
知
れ
な
い
不
思
議
な
空
間
の
誕
生
が
配
さ
れ
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。
い
ま
一
つ

は
、
作
品
世
界
の
基
盤
に
、
村
人
の
共
同
幻
想
の
世
界
を
従
え
て
い
る
点
で
あ
る
。

乙
れ
ら
三
作
品
は
、
『
村
重
ス
ケ
ッ
チ
』
と
総
称
さ
れ
る
作
品
群
に
属
す
る
。
指
摘
し
た
二

つ
の
特
色
は
、
『
村
童
ス
ケ
ッ
チ
』
の
特
色
と
一
百
っ
て
よ
い
。
そ
れ
で
は
、
乙
の
作
品
群
が
、

賢
治
の
作
品
全
体
の
中
で
持
つ
意
味
と
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
共
同
幻
想
の
問
題

は
、
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
、
作
品
末
尾
の
不
思
議
な
空
間
の
持
つ
意
味
を
、
乙
乙
で
明
ら
か

に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

そ
の
得
体
の
知
れ
ぬ
空
間
と
は
、
あ
る
事
件
に
対
す
る
、
登
場
人
物
の
幻
想
的
解
釈
と
合
理

的
解
釈
と
の
悶
の
判
断
の
揺
れ
の
前
に
立
ち
現
れ
る
空
間
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
作
品
「
さ
い
か
ち
淵
」
で
は
、
し
ゆ
っ
乙
と
「
ぼ
く
」
と
が
、
突
如
降
り
出
し

た
雨
の
中
、
淵
を
泳
ぎ
渡
ろ
う
と
す
る
途
中
で
、
ど
乙
か
ら
と
も
な
く
何
者
か
の
芦
が
関
乙
え



て
く
る
と
い
う
場
面
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
ゆ
っ
乙
と
「
ぼ
く
」
の
判
断
は
、
そ
の
声
が
、
向
こ

う
岸
に
い
た
子
供
た
ち
の
声
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
何
者
か
の
戸
で
あ
る
の
か
、
自
分
た

ち
の
幻
想
と
現
実
の
合
理
的
認
識
と
の
間
で
、
揺
れ
動
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
作
品
「
谷
」
で
は
、
深
い
谷
を
呂
の
前
に
し
な
が
ら
、
「
私
」
と
慶
次
郎
が
、
向
こ

う
側
の
崖
か
ら
返
っ
て
く
る
乙
だ
ま
を
聞
く
う
ち
に
、
そ
れ
が
、
谷
の
向
乙
う
側
に
い
る
何
者

か
の
声
に
間
乙
え
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
乙
乙
で
も
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
、
乙
の
声

は
、
現
実
に
は
、
乙
だ
ま
で
あ
る
が
、
自
分
の
幻
想
か
ヨ
り
す
れ
ば
、
何
者
か
の
戸
に
他
な
ら
な

い
と
い
う
、
幻
想
と
現
実
の
二
重
写
し
と
な
っ
た
場
面
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
作
品
末
尾
に
、
登
場
人
物
に
対
し
て
、
合
理
的
解
釈
と
幻
想
的
解

釈
の
両
方
の
解
釈
を
許
す
よ
う
な
場
面
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
の
判
断

は
、
そ
の
二
つ
の
解
釈
の
悶
で
、
揺
れ
動
く
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

乙
の
登
場
人
物
の
判
断
の
揺
れ
に
つ
い
て
注
目
し
た
も
の
に
、
佐
藤
通
雅
氏
の
「
『
風
の
又

三
郎
』
」
・
「
『
風
の
又
三
郎
』
|
現
実
と
超
現
実
の
ふ
設
が
あ
る

0
5、
乙
の
論

文
に
お
い
て
、
「
風
の
又
三
郎
」
に
お
け
る
登
場
人
物
の
判
断
の
揺
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
作
品
末
尾
の
一
郎
と
嘉
助
の
状
態
|
|
転
校
生
高
田
三
郎
が
、
幻
想
の
風
の
又
三
郎

で
あ
る
か
否
か
と
い
う
判
断
の
揺
れ
ー
ー
を
「
ほ
か
な
ら
ぬ
超
現
実
性
が
極
め
て
希
薄
に
な
っ

て
い
る
」
と
解
釈
し
、
子
供
た
ち
の
「
ゆ
れ
」
を
超
現
実
と
現
実
の
「
無
残
」
な
「
亀
裂
」
へ

向
か
う
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
乙
の
登
場
人
物
の
判
断
の
揺
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
作

品
の
末
尾
の
場
面
設
定
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
合
理
的
な
法
則
に
従
っ
て
い
る
現
実
的
な
世

界
に
、
合
理
的
な
法
則
で
は
説
明
で
き
な
い
超
現
実
的
な
現
象
が
割
り
込
ん
で
く
る
乙
と
に
よ

っ
て
起
こ
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
氏
の
一
言
う
よ
う
に
、
超
現
実
性
そ
の
も
の
に
対
し
て
不
信

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
現
実
の
中
に
入
り
込
ん
で
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
信
じ

ら
れ
ぬ
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
目
前
に
起
こ
っ
た
で
き
事
が
、
彼
ら
の
中

に
あ
る
現
実
と
超
現
実
と
い
う
常
識
的
な
区
別
を
無
効
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
氏

の
言
う
「
無
残
」
な
「
亀
裂
」
と
は
、
そ
の
常
識
的
な
区
別
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
の

判
断
の
揺
れ
は
、
そ
の
「
無
残
」
な
「
亀
裂
」
が
、
か
え
っ
て
無
化
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ

に
起
乙
る
と
考
え
ら
れ
る
。

乙
の
空
間
の
成
立
を
よ
く
描
い
て
い
る
の
が
、
作
品
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
で
あ
る
。

少
年
た
ち
の
虚
構
の
揚
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
と
き
、
彼
ら
の
う
ち
に
、
虚
構
と
実
在
、
幻

想
と
現
実
と
の
区
別
が
で
き
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
幻
想
は
、
現
実
に
は
存
在
し

な
い
も
の
と
し
て
、
現
実
か
ら
分
離
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
分
裂
の
延
長
上
に
あ
る
幻

想
空
間
は
、
現
実
と
は
何
の
関
り
も
な
く
、
現
実
と
は
別
箇
に
存
在
し
て
い
る
空
間
で
あ
る
。

人
は
、
現
実
か
ら
離
れ
た
そ
の
幻
想
空
間
の
中
で
、
自
由
自
在
に
遊
ぶ
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
佐
藤
通
雅
氏
は
、
少
年
た
ち
の
虚
構
の
揚
が
崩
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
乙
と
を
と
り
あ
げ

て
、
賢
治
の
筆
が
、
「
現
実
の
楊
を
超
現
実
の
楊
の
木
に
昇
華
さ
せ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
つ

門注
H
)

た
」
と
し
、
乙
の
作
品
の
「
モ
チ
ー
フ
」
を
「
メ
ル
ヘ
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
陥
没
」
と
し
て

い
る
が
、
氏
の
言
う
「
メ
ル
ヘ
ン
」
は
、
そ
の
現
実
か
ら
遊
離
し
た
幻
想
空
間
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。し

か
し
、
賢
治
の
世
界
は
、
そ
の
よ
う
な
単
純
な
メ
ル
ヘ
ン
の
世
界
に
は
な
い
の
だ
と
言
っ

て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
作
品
は
、
乙
乙
で
終
わ
ら
ず
、
作
品
末
尾
に
、
さ
ら
に
も
う
一
つ

の
新
し
い
空
間
が
開
け
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
少
年
た
ち
は
、
最
後
に
、
烏
が
楊
の
木

に
飛
ん
で
く
る
の
を
見
て
、
「
烏
を
吸
ひ
込
む
楊
の
木
が
あ
る
と
も
思
へ
ず
、
又
烏
の
落
ち
込

み
ゃ
う
が
あ
ん
ま
り
ひ
ど
い
の
で
、
そ
ん
な
乙
と
が
全
く
な
い
と
も
思
九
ず
、
ほ
ん
た
う
に
気

持
ち
が
悪
く
な
」
る
。

乙
乙
で
少
年
た
ち
は
、
烏
を
吸
い
込
む
拐
な
ど
と
い
う
幻
想
は
現
実
に
は
存
在
し
な
い
、
と

い
う
常
識
的
判
断
に
動
揺
を
き
た
し
て
い
る
。
現
実
と
幻
想
と
い
う
区
別
自
体
が
、
こ
こ
で
無

効
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
そ
う
い
う
常
識
的
区
別
自
体
を
揺
る

が
し
、
無
化
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
「
ほ
ん
た
う
に
気
持
ち
惑
い
」
世
界
乙
そ
が
、
賢
治
の
世

界
な
の
で
あ
る
。

そ
の
賢
治
の
世
界
で
は
、
な
ぜ
、
幻
想
と
現
実
の
区
別
自
体
が
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
作
品
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
の
経
過
が
よ
く
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
賢
治

が
、
現
実
と
幻
想
と
の
区
別
を
経
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
賢
治
は
、
そ
の
区
別
の
延

長
上
に
あ
る
、
現
実
か
ら
遊
離
し
た
幻
想
空
間
に
は
留
ま
ら
な
い
。
現
実
と
幻
想
と
の
区
別
を

意
識
し
な
が
ら
も
、
な
お
か
っ
、
幻
想
が
現
実
に
も
存
在
す
る
は
ず
だ
と
い
う
と
乙
ろ
に
、
賢

治
は
乙
だ
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
賢
治
に
と
っ
て
、
幻
想
と
現
実
と
が
重
な

り
あ
い
、
人
の
常
識
的
な
区
別
を
無
化
し
て
く
る
よ
う
な
、
あ
の
不
思
議
な
空
間
の
存
在
感

は
、
貴
重
な
感
覚
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
の
感
覚
を
唯
一
の
証
と
し
て
、
あ
の
一
程
楽
し
い
少
年
の
皮
椅
の
世
界
が
灼
れ
去
っ
た
に

も
ゆ
中
力

wイ
J

コ
法
叫
、
「
け
れ
ど
も
い
ま
で
も
私
に
は
、
拐
の
木
に
烏
を
吸
ひ
込
む
力

が
あ
る
と
思
へ
て
仕
方
な
い
の
で
す
己
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
一
言
い
方
は
、
童
話
集
『
注
文

叩
ゆ
中
料
理
屈
』
序
の
「
ほ
ん
た
う
に
も
う
、
ど
う
し
て
も
こ
ん
な
こ
と
が
か
か
か
わ
下
い
か

た
な
い
」
と
い
う
言
い
方
に
、
突
に
よ
く
似
て
い
る
。

別
役
実
氏
は
、
乙
の
『
注
文
の
多
い
料
理
屈
』
序
の
言
葉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
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る

私
は
こ
の
言
葉
を
思
い
出
す
皮
に
、
「
あ
あ
、
乙
の
感
じ
な
ん
だ
け
ど
な
」
と
考
え
る
。

乙
の
、
感
覚
的
に
言
え
ば
、
「
絶
望
的
な
肯
定
」
と
言
う
べ
き
も
の
の
よ
う
な
、
も
し
く

は
、
「
希
望
に
充
ち
た
否
定
」
と
言
う
べ
き
も
の
の
よ
う
な
、
奇
妙
な
感
触
の
中
に
、
賢

(注

J

治
の
宇
宙
が
あ
る
に
違
い
な
い
の
だ
。
(
傍
点
引
用
者
)

別
役
氏
の
言
う
「
奇
妙
な
感
触
」
と
い
う
の
は
、
賢
治
の
世
界
が
、
あ
の
少
年
の
世
界
の
崩
壊

の
上
に
な
り
立
っ
て
い
る
と
乙
ろ
か
ら
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
人
は
、
少
年
の
世
界
が
崩

壊
し
て
し
ま
っ
た
と
き
、
幻
想
は
現
実
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
決
定
的
な
事
実
に
直
面
す

る
。
そ
れ
は
、
幻
想
が
実
在
す
る
と
信
じ
て
い
た
人
聞
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
絶
望
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
な
お
か
っ
、
幻
想
は
現
実
に
存
在
す
る
は
ず
だ
と
主
張
す
る
と
き
に
出
て
く
る
の

が
、
「
ほ
ん
た
う
に
も
う
、
ど
う
し
て
も
乙
ん
な
こ
と
が
あ
る
や
う
で
し
か
た
な
い
」
と
い
う

言
い
方
で
あ
ろ
う
。

別
役
氏
は
、
「
『
ほ
ん
と
う
に
も
う
』
と
か
、
『
ど
う
し
て
も
』
と
か
、
『
し
か
た
な
い
』

と
か
い
う
語
感
」
に
、
「
何
と
な
く
絶
望
的
な
、
そ
れ
で
い
て
そ
れ
を
超
え
よ
う
と
す
る
や
さ

し
さ
に
充
ち
た
何
も
の
か
」
を
感
じ
と
っ
て
い
る
。
「
ほ
ん
た
う
に
も
う
」
・
「
ど
う
し
て
も
」

な
ど
と
い
う
言
い
方
は
、
曲
げ
る
乙
と
の
で
き
な
い
事
実
を
前
に
し
な
が
ら
も
、
な
お
か
っ
そ

の
事
実
に
反
す
る
意
見
を
信
じ
る
人
聞
が
、
論
証
と
い
う
手
段
を
辱
わ
れ
な
が
ら
も
、
な
お
か

っ
そ
の
意
見
を
強
硬
に
主
張
す
る
と
き
に
、
口
を
発
し
て
出
て
く
る
言
い
方
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
賢
治
は
、
幻
想
と
現
実
の
分
裂
と
い
う
決
定
的
な
事
実
の
前
で
、
幻
想
が
実
在
す
る
と
い

う
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
の
不
可
能
を
痛
感
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
氏
の
言
う

「
何
と
な
く
絶
望
的
な
」
感
じ
も
、
そ
乙
か
ら
く
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

賢
治
は
、
そ
の
絶
望
を
抱
き
つ
つ
も
、
そ
れ
を
の
り
超
え
て
、
幻
想
は
現
実
に
存
在
す
る
は

ず
だ
と
主
張
す
る
。
そ
こ
に
は
、
た
し
か
に
氏
の
言
う
よ
う
に
、
幻
想
が
実
在
し
て
ほ
し
い
と

願
う
よ
う
な
「
や
さ
し
さ
に
充
ち
た
何
も
の
か
」
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
作
品
「
烏
を
と

る
ゃ
な
ぎ
」
末
尾
の
ど
ん
で
ん
返
し
は
、
そ
の
や
さ
し
さ
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
そ
の
ど
ん
で
ん
返
し
を
行
う
と
き
、
論
託
と
い
う
手
段
を
奪
わ
れ
た
賢
治
に
も
、
た

だ
一
つ
、
託
と
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
決
定
的
な
事
実
を
支
え
て
い
る
常
識
的
判
断

そ
れ
自
体
を
無
効
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
あ
の
得
体
の
知
れ
な
い
空
間
の
存
在
感
で
あ
っ

た。
『
村
童
ス
ケ
ッ
チ
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
智
一
聞
の
誕
生
が
作
品
末
尾
に
配
さ
れ
、
そ
乙
で
作

品
が
打
ち
切
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
不
思
議
な
感
じ
は
、
余
韻
と
し
て
、
読
者
に
残

る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
語
り
は
、
そ
の
末
尾
へ
と
向
か
っ
て
一
間
続
に
進
ん
で
行
く
。
投
場
人
物
が
そ
の

末
尾
の
不
忠
議
な
空
間
ぞ
感
ず
る
に
至
る
過
程
を
、
そ
の
心
象
を
追
い
な
が
ら
、
克
明
に
拙
い

て
行
く
の
で
あ
る
。
読
者
は
、
そ
れ
を
追
い
な
が
ら
、
自
然
に
、
末
尼
の
不
思
議
な
空
間
へ
た

ど
り
つ
く
乙
と
に
な
り
、
そ
の
空
間
の
確
か
な
存
在
感
は
、
充
分
に
納
得
で
き
る
も
の
と
し

て
、
読
者
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
一
方
、
そ
の
語
り
は
、
「
私
」
「
ぼ
く
」
と
い
う
一
人
称
形
式
で
な
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
描
か
れ
方
は
、
語
り
手
「
私
」
の
立
担
明
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
感
覚
を
持
つ
に
至

っ
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
意
図
の
も
と
に
あ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
あ
の
不
思
議
な
空
間
へ
と
向
か
っ
て
進
ん
で
行
く
「
私
」
の
語
り
の
窓
識
の
中
心
は
、
そ

の
感
受
性
を
確
認
し
よ
う
と
い
う
と
乙
ろ
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
村
童
ス
ケ
ッ
チ
』
は
、
賢
治
の
世
界
の
根
底
を
な
す
賎
受
性
の
確
認
が

行
わ
れ
た
作
品
群
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
感
受
性
の
確
認
の
上
に
、
「
ほ
ん
た
う
に
も

う
、
ど
う
し
て
も
こ
ん
な
乙
と
が
あ
る
ゃ
う
で
し
か
た
な
い
と
い
ふ
乙
と
」
を
書
い
た
ま
で
、

と
い
う
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
屈
』
の
世
界
が
開
け
る
乙
と
に
な
る
。

ま
た
、
幻
想
と
現
実
と
の
分
裂
休
駁
を
経
な
が
ら
も
、
な
お
か
つ
そ
れ
を
超
え
た
と
こ
ろ
に

存
在
す
る
賢
治
の
世
界
全
体
を
象
徴
的
に
拾
い
た
の
が
、
晩
年
の
「
風
の
又
三
郎
」
で
あ
ろ

う

。

(

一

九

八

O
年
十
月
十
五
日
杭
了
)
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注
1
、
以
下
、
野
治
の
文
章
の
引
用
は
、
す
ぺ
て
『
校
本
宵
浮
賢
治
全
集
』
に
よ
っ
た
。

注
2
、
作
品
「
さ
い
か
ち
淵
」
に
お
い
て
は
、
作
品
末
尾
で
、
突
如
降
り
出
し
た
雨
と
と
も

に
、
何
者
か
の
戸
が
聞
こ
え
る
と
い
う
不
気
味
な
事
件
が
起
き
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
淵

へ
向
か
う
道
中
の
「
ほ
く
」
の
心
象
風
景
の
中
に
、
「
今
日
な
ら
、
も
う
ほ
ん
た
う
に
立

派
な
雲
の
降
が
、
京
で
む
く
む
く
盛
り
あ
が
り
、
み
み
づ
く
の
頭
の
形
を
し
た
烏
ケ
森

も
、
ぎ
ら
ぎ
ら
背
く
光
っ
て
見
え
た
は
と
い
う
よ
う
に
、
暗
示
的
に
描
か
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
作
品
「
谷
」
・
「
種
山
ケ
原
」
に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

注
3
、
『
民
俗
樫
野
典
』
・
民
俗
学
研
究
所
一
編
・
柳
田
悶
男
監
修
・
東
京
堂
版
。

注
4
、
『
綜
合
日
本
民
俗
語
奨
』
・
民
俗
学
研
究
所
編
・
柳
田
闘
男
監
修
・
平
凡
社
。

注
5
、
子
ど
も
は
た
え
ず
、
虚
構
と
観
察
と
の
あ
い
だ
を
往
復
し
て
い
る
。
あ
る
と
き
は
、
虚

構
に
没
頭
し
、
ま
た
あ
る
と
き
は
観
察
に
身
を
う
ち
こ
む
。
し
か
し
、

ζ

の
二
つ
が
、
ま

っ
た
く
は
な
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
乙
の
二
つ
を
混
同
し
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
子
ど
も
は
、
混
同
し
て
い
る
ふ
り
は
す
る
が
。
子
ど
も
は
、



乙
の
二
つ
を
お
た
が
い
に
お
き
か
え
る
乙
と
の
名
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
子
ど
も
の
観
察

に
は
、
け
っ
し
て
虚
構
は
避
け
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
子
ど
も
の
虚
絡
は
、
観
察
が
あ
ふ
れ

で
い
る
の
で
あ
る
。
(
『
精
神
発
達
の
心
理
学
』
・
波
多
野
完
治
著
・
大
月
書
庖
・
第
二

部
第
二
章
ア
ソ
ピ
)
。

注
6
、
ピ
ア
ジ
ェ
は
、
『
遊
び
の
心
理
学
』
に
お
い
て
、
乙
れ
を
「
象
徴
的
あ
そ
び
」
と
言
っ

て
い
る
。
(
『
遊
び
の
心
理
学
』
・
大
伴
茂
訳
・
愁
明
書
房
・
第
二
、
四
象
徴
的
あ
そ
び

の
分
類
と
進
化
)
。

注
7
、
『
精
神
発
達
の
心
理
学
』
(
前
掲
呑
)
・
第
四
章
第
三
節
子
ど
も
の
思
考
は
ど
ん
な
特

徴
を
も
っ
て
い
る
か
自
他
の
混
同
。

注
8
、
同
右
。

注
9
、
ピ
ア
ジ
ェ
は
、
象
徴
的
あ
そ
び
の
進
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
一
般
的
に
4

才
か
ら
7
才
に
い
た
り
、
象
徴
的
あ
そ
び
は
、
そ
の
象
徴
的
あ
そ
び
と
し
て
の
重
要
性
を

失
い
は
じ
め
る
。
そ
れ
は
数
が
少
な
く
な
る
と
い
う
乙
と
で
も
な
く
、
ま
た
強
く
感
じ
る

乙
と
が
な
く
な
る
と
い
う
乙
と
で
も
な
い
。
む
し
ろ
象
徴
は
、
実
在
へ
の
適
応
を
よ
り
密

接
に
し
、
そ
の
歪
曲
し
た
ル

l
デ
ィ
ッ
ク
な
性
質
を
失
い
、
そ
し
て
実
在
の
ま
っ
す
ぐ
な

模
倣
的
表
象
に
近
づ
い
て
ゆ
く
U

。
(
前
掲
香
)

注

m、
『
定
本
柳
田
悶
男
集
』
第
十
一
巻
所
収

注
目
、
『
世
界
大
百
科
事
典
』
・
日
・
平
凡
社
に
掲
載
、
「
せ
っ
し
よ
う
せ
き
」
の
項
よ
り
。

注
ロ
、
拙
稿
「
『
さ
い
か
ち
淵
』
論
」
(
『
近
代
文
学
試
論
』
第
十
八
号
・
一
九
七
九
年
十
一
月
)
、

「
『
谷
』
論
」
(
『
同
文
政
改
』
第
八
十
八
号
・
一
九
八

O
年
十
二
月
刊
行
予
定
)
。

注
目
、
『
宮
沢
賢
治
の
文
学
世
界
|
|
短
歌
と
童
話
|
|
』
・
佐
藤
通
雅
著
・
泰
流
社
所
収
。

注
M
、
「
『
風
の
又
三
郎
』
論
」
(
『
路
上
』

U
号
・
一
九
七
二
年
一
月
)
。

氏
は
、
『
路
上
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
『
風
の
又
三
郎
』
論
」
を
、
著
書
『
宮
沢
賢
治
の

文
学
世
界
!
|
短
歌
と
童
話
|
|
』
に
再
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、
拙
稿
に
引
用
し
た
部
分

を
合
め
て
第
二
章
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
全
体
を
削
除
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
乙
ζ

に
引

用
す
る
の
が
慣
ら
れ
た
が
、
単
行
本
八
十
四
頁
十
行
l
十
三
行
に
、
引
用
部
分
と
同
様
の

表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
氏
の
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
に
つ
い
て
の
見
方
は
変
わ
っ

て
い
な
い
も
の
と
推
定
し
、
初
出
か
ら
引
用
し
た
。

注
目
、
「
化
合
物
と
し
て
の
賢
治
」
(
『
イ
l
ハ
ト
ヴ
通
信
』
・
新
修
宮
沢
賢
治
全
集
第
九
巻

月
報
3
)
。
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