
国

木

ぎ虫

自

歩

の

田

独
歩
ほ
ど
意
識
し
て
自
然
を
作
品
。
中
に
持
ち
込
み
、
そ
れ
を
生
命
と
し
た

作
家
は
ま
れ
で
あ
る
う
。

彼
の
小
説
七
十
余
議
の
う
ち
、
何
等
か
の
形
で
，
自
然
を
扱
っ
た
主
要
作
品
が

『
武
裁
野
』
を
は
じ
め
と
し
て
十
五
議
ば
か

b
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
彼
の
代

表
作
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品

K
描
か
れ
た
自
然
は
、
そ
の
性
格
上
、
三
種
類

K
介
類
で
き
る
。
け
『
武
蔵
野
』
、
『
空
知
川
の
岸
辺
』
の
自
然
。
口
『
春

の
烏
」
の
-
一
自
然
。
日
『
た
き
火
」
、
『
源
hv
ぢ
』
、
『
忘
れ
偽
ぬ
人
々
』
、

『
わ
か
れ
』
、
『
少
年
の
悲
哀
山
、
『
川
内
務
』
、
『
酒
中
日
記
』
、
『
神
の
子
』

『
運
命
論
者
』
、
『
女
州
知
』
の
恩
然
。
こ
の
う
ち
、
『
武
球
野
』
、
『
空

知
川
の
岸
辺
』
は
自
然
観
賞
文
、
紀
行
文
と
し
て
の
也
格
上
、
乙
ζ

で
は
取
h
J

扱
わ
な
い
ζ

と

K
す
る
。
ま
た
、
口
臼
の
分
類
の
基
準
は
後
述
す
る
こ
と
に
す

る。
ζ

ζ

で
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
小
説
の
中

κ殖
か
れ
て
い
る
自
然
の
特
色
を
さ

ぐ

D
念
が
ら
、
そ
の
自
然
の
性
格
を
明
ら
か

K
し
て
み
よ
う
と
思
う
c

独
歩
が
終
生
持
ち
続
け
た
、
い
わ
ば
人
生
哲
学
と
し
て
、
「
驚
異
心
」 然

写

菰

...... 
宅

義

信

(
「
至
誠
」
、
「
シ
ン
七
リ
テ
イ
」
、
「
不
思
議
の
念
」
、
「
真
面
白
」
、

「
赤
燦
々
の
大
感
情
」
左
ど
は
全
部
同
義
)

4

な
る
も
の
が
あ
る
。
と
れ
は
、

吋
欽
か
ざ
る
の
記
』
、
『
牛
肉
と
馬
鈴
-u
己
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
作
品
の

中
で
繰
タ
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
ζ

ろ
の
も
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
は
、
せ
ん
じ
つ
め
れ
ば
次
の
ご
と
く
な
ろ
う
o

我
々
人
間
は
常

K

同
じ
ζ

と
の
無
感
動
の
繰
タ
返
し

1
1
習
慣
の
圧
力

i
i
の
中
で
憎
怯
的

K
、

無
味
乾
燥
に
生
き
て
い
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
自
分
は
、
常

K
鴻
巣
の
心
i

新
な
感
動

l
ー
を
も
っ
て
自
分
を
取
h
y
巻
く
す
べ
て
の
事
物
に
対
し
た
い
。

と
ζ

ろ
で
、
独
歩
は
そ
の
ほ
馬
呉
心
を
常
に
も
っ
と
と
が
で
き
左
か
っ
た
。
む

し
ろ
、
持
て
ず
に
煩
悶
、
苦
悩
し
続
け
て
い
た
。
そ
の
姿
は
、
『
欲
か
ざ
る
の

記
』
の
中
に
、
『
牛
悶
と
馬
鈴
-
品
ニ
、
『
悪
婚
』
の
中

K
如
実
に
み
て
と
れ
る
。

「
悪
'
緩
』
で
は
、
「
議
呉
心
」
を
志
向
す
る
気
持
と
、
世
事
に
う
ず
も
れ
よ

う
と
す
る
俗
念
の
葛
藤
に
苦
し
む
煩
悶
の
子
、
浅
見
謙
輔
(
独
歩
の
分
身
)
が
、

俗
崖
の
巷
か
ら
自
然
美

K
富
む
村
へ
や
っ
て
き
て
、
八
我
然
し
て
山
ょ
に
立
つ

o

e

 

時
、
忽
然
と
し
て
、
我
生
存
の
不
思
議
走
る
を
感
ず
、
此
時
に
於
て
「
歴
史
'
一

念
〈
将
来
な
し
、
た
だ
見
る
、
我
が
生
命
其
者
の
比
不
思
議
な
る
宇
宙
に
城
存

す
る
こ
と
を
。

V
と
叫
ぶ
。
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ま
た
、
八
山
を
下
れ
ば
社
会
あ

b
o
天
地
生
存
を
自
覚
せ
る
余
も
、
社
会

κ入

る
と
と
分
秒
、
忽
然
と
し
て
社
会
の
一
員
に
念

b
了
し
ぬ
。
而
も
遂
K
我
-
窪
を

震
動
し
た
る
痛
烈
な
る
感
想
を
忘
る
る
能
は
ざ
る
が
故
K
苦
悩
す
る
余
は
悲
惨

な
る
か
な

o
Vと
あ
る
。

と
れ
に
よ
れ
ば
「
篤
異
心
」
を
も
っ
て
自
己
の
生
存
を
感
じ
得
る
の
は
、

「
山
上
」
、
即
ち
酌
ω
山
花
な
い
て
と
い
う
と
と
に
な
り
、
ト
品
川
町
よ
・
9
俗
世
間
に

も
ど
れ
ば
そ
の
「
篤
異
心
」
は
消
滅
す
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
b
、
「
驚
異
心
」
を

直
覚
す
る
大
き
い
条
件
と
し
て
、
「
自
然
」
と
い
う
場
が
必
要
に
な
る
の
で
あ

る
。
『
惑
iM
と

の

み

K
限
ら
ず
、
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
、
『
神
の
子
』
、
『
独

歩
病
床
録
」
な
ど
に
も
、
ハ
昨
夜
、
眠
ら
ん
と
欲
す
る
前
、
飽
く
迄
、
天
辺
の

月
明
を
賞
ナ
。
あ
あ
、
か
か
る
時
K
と
そ
、
シ
ン
セ
リ
テ
ー
は
我

K
燃
ゆ

V

(
「
欺
か
ざ
る
の
記
』
)
と
い
っ
た
具
合
に
、
自
然
は
、
「
篤
美
、
心
」
を
直
覚

さ
せ
る
「
場
」
及
び
「
契
機
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

悠
久
に
し
て
、
不
思
議
念
る
、
生
死
を
吐
呑
す
る
よ
う
左
大
自
然
、
自
A
U

が

い
か

K
も
が
い
て
飛
び
出
そ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
が
で
き
念
い
大
自
然
、
そ
の

一
角

K
、
そ
れ
か
ら
み
れ
ば
芥
子
粒
ほ
ど
も
な
い
自
己
が
生
存
し
て
い
る
の
を

見
出
し
た
時
K
始
め
て
、
独
歩
の
心

K
は
不
思
議
の
念
、
孤
独
の
念
、
自
己
憐

慾
の
念
が
わ
い
て
き
た
の
で
る
る
。
そ
れ
は
、
さ
ら
に
、

ζ

の
よ
う
念
自
然
の

中
K
あ
っ
て
は
、
八
我
れ
と
他
と
何
の
相
違
が
あ
る
か
、
皆
・
な
見
た
れ
此
生
を
天

の
一
方
、
地
の
一
角
に
享
け
て
悠
久
た
る
行
絡
を
辿
タ
棺
携
へ
て
無
窮
の
天
に

帰
す
る
者
で
は
念
い
か
、
と
い
ふ
や
う
な
感
が
心
の
底
に
起
っ
て
我
知
ら
ず
一
択

が
頬
を
っ
た
ふ
と
と
が
あ
る
。
其
時
は
笑
に
我
も
な
小
か
ゆ
他
ん
も
左
い
山
、
わ

め
掛
か
い
俳
い
W
L
V

併
が
い
れ
打
、
、
忍
ば
れ
て
来
る
、
僕
は
其
時
ほ
ど
心
の
平
穏

を
感
ず
る
ζ

と
は
友
い
、
其
時
ほ
ど
自
由
を
感
ず
る
ζ

と
は
左
い
。
其
時
ほ
ど

名
利
競
争
の
俗
念
消
え
て
総
て
の
物

K
対
す
る
同
情
の
念
の
深
い
時
は
念
い

V

(
一
傍
点
筆
者
)
と
言
う
『
忘
れ
倍
ぬ
人
々
』
の
大
津
の
場
合
の
よ
う
に
、
人
類

全
般

K
対
す
る
感
情
へ
と
発
展
し
て
い
く
し
、
ま
た
、
そ
こ
に
、
人
情
と
自
然

と
の
間
の
〈
幽
か
で
あ
る
が
、
絶
え
ざ
る
こ
と
の
な
い
る
る
約
束

V
を
感
じ
る

と
い
う
風
K
も
な
る
。
と
う
な
る
と
、
大
自
然
の
中
氏
立
つ
入
閣
は
自
己
と
は

無
縁
の
第
三
者
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ

K
、
「
自
然
の
中

K
人
聞
を
と
ら
え
る
」
と
い
う
独
歩
の
常
套
手
段
が
生
ま
れ
て
く
る
。

そ
ζ

で、

ζ

の
「
自
然
の
中

K
人
聞
を
と
ら
え
た
」
作
品
と
し
て
、
先
に
口

に
分
類
し
た
『
春
の
烏
』
を
み
て
み
よ
う
。

る
る
日
、
私
は
一
人
城
山
花
登

b
ま
し
た
。
(
中
山
崎
)
落
葉
を
踏
ん
で
、

頂
K
達
し
、
例
の
天
主
台
の
下
ま
で
ゆ
く
と
寂
々
と
満
山
声
念
き
う
ち
に

何
者
か
優
し
い
声
で
歌
ふ
の
が
闘
え
ま
す
。
見
る
と
天
主
台
の
石
垣
の
角

κ六
蔵
が
馬
乗
h
y
k
ま
た
が
っ
て
、
両
足
を
ぶ
ら
ぶ
ら
動
か
し
な
が
ら
、

目
を
遠
く
放
っ
て
俗
歌
を
歌
っ
て
ゐ
る
の
で
し
た
。
空
の
色
、
白
の
光
、

古
い
城
あ
と
、
そ
し
て
少
年
、
ま
る
で
絵
で
す
。
少
年
は
天
使
で
す
。
こ

の
時
私
の
目

K
は
六
歳
が
白
』
倒
と
は
ど
う
し
て
も
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

白
痴
と
天
使
、
4

な
ん
と
い
ふ
哀
れ
左
対
照
で
せ
っ
。
し
か
し
、
私
は
こ
の

時
白
痴
な
が
ら
も
少
年
は
や
は
り
自
然
の
子
で
あ
る
か
と
つ
く
づ
く
感
じ

ま
し
た
。
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ζ

れ
は
、
城
山
と
い
う
自
然
の
中
に
六
放
少
年
を
と
ら
え
た
部
分
で
あ
る
。

具
体
的
な
自
然
描
写
は
一
つ
も
な
い
。
し
か
し
、
自
然
は
強
く
我
々

K
弾
い
て

く
る
。

ζ

れ
は
、
対
象
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
ま
で
も
叙
述
し
て
い
く
散
文
的
措
官
寸
法

の
代

D
K
、
対
象
の
核
心
だ
け
を
簡
潔
に
叙
述
し
て
い
く
備
等

l
iい
わ
ば
詩

的
描
写

i
l
方

法

が

と

ら

れ

て

い

る

た

め

で

あ

る

。

城

山

の

風

光

を

八

寂

々

と

し

て

満

山

声

を

き

う

ち

に

V
と
ま
ず
そ
の
核
心
だ
け

を
簡
潔

K
と
ら
え
、
さ
ら

K
、
八
空
の
色

v、
八
日
の
光

V
、
八
古
い
城
あ
と

V



と
い
う
具
合
K
叙
述
し
、
六
蔵
を
八
そ
し
て
少
年

V
と
叙
べ
、
と
れ
ら
を
ま
と

め
て
〈
ま
る
で
絵
で
す

V
と
一
言
う
叙
述
、
八
少
年
は
天
使
で
す

v、
八
少
年
は

や
は
h
y
自
然
の
子
で
あ
る

V
と
い
っ
た
描
写
左
ど
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。

ζ

ζ

の
自
然
は
、
郎
物
也
、
描
写
性
に
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

一
つ
の
雰
囲
気
と
し
て
概
念
的
に
自
然
を
作
品
の
中
に
持
ち
込
ん
で
い
る
わ
け

だ
。
と
れ
は
、
『
武
球
野
」
、
『
笠
知
川
の
岸
辺
』
な
ど
の
二
、
三
の
例
外
を

除
い
て
、
独
歩
が
描
い
た
自
然
に
み
ら
れ
る
共
通
の
大
き
い
性
格
で
あ
る
。

と
こ
で
、
独
歩
が
「
篤
呉
心
」
の
範
と
仰
い
だ
ワ

1
ズ
ワ

1
ス
に
思
い
を
い

た
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
ワ

l
ズ
ワ

l
ス
が
散
文
作
家
で
は
す
・
く
詩
人

で
あ
っ
た
ζ

と
。
さ
ら
に
、
自
然
詩
人
と
呼
称
さ
れ
る
ワ

l
ズ
ワ

1
ス
で
は
あ

る
が
、
独
歩
が
災
唱
し
た
『
屯
』
に
し
ろ
、
『
マ
イ
ケ
ル
』
に
し
ろ
、
『
ソ
リ

タ
リ

1
・
リ

i
パ

i
』
に
し
ろ
、
自
然
の
描
写

K
よ
る
観
賞
は
皆
無
と
い
っ
て

い
い
。
即
ち
、
自
然
の
美
を
う
た
っ
た
も
の
と
い
う
よ

b
、
多
分
に
神
秘
的
で

あ
夕
、
家
凶
気
的
で
あ
る
。

ζ

の
種
の
自
然
詩

K
親
し
ん
だ
独
品
少
の
掛
い
た
自

然
が
そ
う
い
う
傾
向
を
帝
び
て
も
不
思
議
は
な
い
。
独
歩
も
、
全
般
的

K
、
自

然
を
見
る
場
合
、
芸
術
家
の
よ
う

K
自
然
の
美
を
鑑
賞
す
る
の
で
も
念
く
、
自

然
科
学
者
の
よ
う
に
客
鋭
的
に
自
然
現
象
を
観
談
ず
る
の
で
も
念
〈
、
自
己
を

白
然
の
中
に
投
げ
込
ん
で
、
自
然
と
交
わ
り
、
自
然
の
声
を
聞
こ
う
と
す
る
態

度
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
外
に
、
次
の
独
歩
自
一
身
の
宮
に
も
注
意
す
る
必
裟
が
あ
る
。

余
、
女
を
描
き
、
然
も
そ
の
帯
の
級
制
を
説
か
ず
。
余
と
て
も
描
か
ん

と
忠
へ
ば
多
少
は
描
き
う
る
な
h
J
。
(
中
略
)
所
存
あ
っ
て
の
事
ま
り
。

出
向
泌
々
々
し
と
笑
ふ
勿
れ
。
余
は
他
臼
、
余
の
文
の
外
国
文
に
翻
訳
せ
ら

る
る
時
、
徒
ら
に
翻
訳
者
を
-
煉
殺
す
る
の
み
に
て
、
何
等
の
印
象
を
読
者

に
与
え
ざ
る
を
恐
る
れ
ば
念

D
。
(
中
略
)
さ
れ
ば
唯
人
間
を
描
き
、
事

件
を
描
く
、
安
宏
き
ζ

と
は
'
終
て
除
け
h
J
。
ハ
中
略
)
紫
色
を
描
く
に
も

十
二
分
に
会
得
せ
る
も
の
を
六
七
分
に
止
め
置
く
を
上
乗
と
ナ
。
(
『
芸

術
観
』
)

八
余
の
文
の
外
国
文

K
翻
訳

i
v云
々
の
箇
所
は
、
笑
う
念
と
い
わ
れ
て
も

微
笑
を
さ
そ
う
が
、
そ
れ
は
さ
て
会
き
、
前
述
の
錨
写
上
の
特
徴
は
一
応
怠
凶

的
左
も
の
で
も
あ
る
わ
け
だ
。

さ
て
、
『
春
の
鳥
』
に
か
え
る
と
、
六
戯
は
烏
の
飛
ぶ
ま
ね
を
し
て
い
て
、

足
か
ら
落
ち
て
死
ん
で
し
ま
う
。
城
山
の
天
主
台

K
立
っ
て
、
そ
の
自
然
を
仰

ぎ
な
が
ら
、
そ
の
六
蔵
の
死
を
契
機
と
す
る
人
生
不
思
議
の
念
を
感
じ
、
そ
こ

を
一
飛
ん
で
い
る
春
の
烏
の
中
に
六
戒
を
見
出
す
と
い
う
内
谷
を
通
し
て
、
作
者

は
、
人
間
を
包
む
大
き
い
存
在
と
し
て
、
き
わ
め
て
凶
念
的

K
自
然
を
揃
い
て

い
る
。
ぞ
と
に
、
具
体
的
描
竿
は
な
く
と
も
、
『
春
の
烏
』
に
自
然
色
の
た
だ

よ
う
原
凶
が
あ
る
わ
け
だ
。

ζ

れ
ら
は
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
ワ

i
ズ
ワ
l
ス
の
杉
楼
と
忠
わ
れ

る
が
、

ζ

の
「
春
の
烏
』
は
、
独
歩
の
作
品
の
中
で
も
一
き
わ
門
ノ

i
ズ
ワ

l
ス

臭
の
強
い
も
の
で
あ
る
。
苑
を
扱
い
な
が
ら
も
、
そ
ζ

に
は
哀
感
は
あ
ま

b
な

い
。
死
ん
だ
六
泌
を
自
然
の
一
禁
物

l
l悠
々
と
天
が
け
る
春
の
は
岬
|
|
の
中

に
見
出
す
と
い
う
'
ぷ
述
の
中
に
は
、
自
然
に
比
し
て
人
闘
の
み
じ
め
さ
、
は
か

な
さ
を
詠
嘆
す
る
面
は
な
さ
え
ら
れ
て
い
て
、
静
寂
な
気
分
、
殺
分
筆
的
な
感

じ
さ
え
す
る
静
訟
な
気
分
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。

ζ

う
い
う
自
然
の
雰
囲
気
は
、
(
向
じ
こ
と
の
繰
h
y
返
し
に
な
る
が
)
ま
さ

に
ワ

l
ズ
ワ

l
ス
の
自
然
詩
に
み
ら
れ
る
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
種
の
自
然
を

H

描
い
た
も
の
は
、
全
作
品
中
、
と
の
『
春
の
烏
』
だ
け
だ
と
い

え
る
。
ワ
l
ズ
ワ

l
ス
的
自
然
観
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
独
歩
は
と
う
い
う
自

然
を
描
く
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
い
や
む
し
ろ
、
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
c

何

-3-



故
か
o

そ
れ
は
、
次
の
片
上
伸
の
一
言
葉
が
は
っ
き
タ
説
明
し
て
く
れ
る
。

『
ワ
l
ズ
ワ

1
ス

κは
独
歩
ほ
ど
の
煩
悩
な
〈
執
着
衣
〈
、
そ
の
態
度
は
、
い

か
に
も
霊
的
、
超
越
的
で
あ
っ
た
。
ワ
!
ズ
ワ

i
ス
に
は
哲
人
の
静
か
念
る
心

を
懐
い
て
世
上
を
哀
れ
む
と
い
う
風
が
あ
っ
た
。
(
中
略
)
そ
と
へ
ゆ
く
と
独

歩
は
あ
く
ま
で
熱
情
の
人
で
あ
る
、
煩
悩
の
人
で
あ
る
。
(
中
路
)
独
歩
の
見

る
さ
ま
ざ
ま
の
人
の
運
命
は
、
や
が
て
た
だ
ち

K
彼
自
身
の
遂
命
で
あ
る
と
し

か
忠
わ
れ
4

な
か
っ
た
。
潤
れ
み
慰
め
る
と
い
う
ワ

l
ズ
ワ

i
ス
の
態
度
と
は
違

っ
て
、
我
も
共
に
苦
し
み
、
我
も
共
に
悲
し
み
、
我
も
共

K
泣
い
た
。
と
と
は

独
歩
が
ワ

l
ズ
ワ

l
ス
K
比
べ
て
は
る
か

K
熱
情
的
で
あ
夕
、
し
た
が
っ
て
ま

た
は
る
か
に
弱
く
、
女
性
的
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
叫
(
一
困
木
田
独
歩
論
」
)

独
歩
に
は
ワ
}
ズ
ワ

i
ス
K
念
い
個
性
が
あ
る
よ
う
に
、
独
歩
独
自
の
自
然

が
別
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
お
歩
吟
」
の
序
文
の
中
に
八
朝
虹
を
望
ん
で
は
ア

l
ズ
ア

i
ス
を
高
吟
す

れ
ど
も
、
.
団
指
鐘
を
闘
き
で
は
西
行
を
哀
嶋
す
。

V
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
独
歩

が
こ
の
一
文

K
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
と
め
た
か
は
別
と
し
て
、
八
胡

Z
v、

八
一
向
吟
ナ
る

V
と
い
う
一
闘
を
ワ
!
ズ
ワ

i
ス
の
詩
の
中

K
見
て
、
八
暮
鐘

V
、

八
一
以
唱
す
る

V
と
い
う
溜
を
も
つ
も
の
と
は
一
応
、
弁
別
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
一
以
歩
が
意
識
し
て
接
触
し
、
そ
の
中
か
ら
何
か
を
摂
取
し
よ
う
と
し
た

の
は
、

ζ

の
朝
証
的
左
ワ

i
ズ
ワ

l
ス
の
詩
か
ら
で
あ
夕
、
西
行
を
も
っ
て
代

一
次
さ
せ
て
い
る
首
都
鐘
的
作
品
へ
の
接
触
と
は
度
合
が
迷
う
。
学
習
研
究
社
版
・

凶
木
凶
独
ト
タ
全
柴
『
飲
か
ざ
る
の
記
」
(
明
治
却
年

2
月
か
ら
明
治
回
年

3
月
ま

で
)
の
一

t

解
題
」
の
中
で
、
塩
田
良
子
氏
は
、

ζ

の
当
時
(
『
欲
か
ざ
る
の
記
』

執
築
中
)
の
独
歩
の
読
書
内
容
を
、
『
吹
か
ざ
る
の
記
」
の
記
述
に
そ
っ
て
ま

と
め
て
い
る
。
そ
の
中
の
著
者
名
、
審
物
名
の
九
割
は
、
西
洋
の
も
の
が
占
め

て
い
る
。
中
で
も
ワ

l
ズ
ワ

l
ス
関
係
が
一
番
多
〈
、
ワ

i
ズ
ワ

l
ス
の
詩
が
、

ζ

の
当
時
の
独
歩
の
愛
読
ム
背
中
の
従
読
設
問
で
あ
っ
た
と
と
は
雌
抽
出
と
し
て
ー
?
心
。

次
い
で
、
ヵ

l
ラ
イ
ル
、
ェ
マ

i
ソ
ン
と
な
る
。
さ
ら
に
、
グ
!
テ
、
叶
ノ
ル
グ

l
ネ
フ
、
ト
ル
ス
ト
ィ
、
テ
ニ
ス
ン
、
パ
イ
ロ
ン
な
ど
も
か
な
h
y
み
え
る
A

わ

が
国
の
も
の
と
し
て
は
、
厳
峰
、
緩
伴
、
凶
齢
、
近
松
、
『
平
家
物
…
出
己
、

『
竹
取
物
語
」
、
『
伊
勢
物
語
」
、
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
、
二
度
ず
っ
，
況
を

出
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

を
た
、
独
歩
、
晩
年
の
『
病
床
録
』
の
中
の
「
余
と
臼
本
の
小
説
」
の
中
に

は、

(
前
略
〉
余
は
日
本
の
小
説
に
て
、
比
較
的
露
伴
の
作
品
を
好
み
た
れ

ど
、
そ
れ
と
て
僅
か
に
二
、
三
種
を
読
み
た
る

K
過
ぎ
ず
。
他
の
作
試
の

手
K
成
れ
る
も
の
は
、
幾
ん
ど
説
ま
ず
と
一
去
ふ
も
可
な
h
y
o

会
"
は
山
本
の

小
説
に
て
勝
一
の
感
化
を
受
け
た
る
こ
と
な
か

b
き
。
外
闘
の
作
物
に
て
人
前

が
耽
読
せ
し
は
、
露
の
ツ
ル
ゲ
l
ネ
フ
、
ト
ル
ス
ト
ィ
、
仏
の
ユ

l
ゴ
i
、

モ
l
・
ハ
ツ
サ
ン
等
な
-P。
し
か
も
余
が
思
想
上
の
感
化
は
、
災
の
カ
ア
テ

イ
ル
、
ウ
オ
ヅ
オ

i
ス
等
よ
夕
、
作
品
上
の
感
化
は
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
、

ト
ル
ス
ト
ィ
、
モ
ウ
パ
ツ
サ
ン
等
よ

b
享
受
せ
h
J
o

と

あ

る

o
さ
ら
に
ま
た
、
同
じ
『
病
床
録
』
の
「
余
と
ウ
オ
ル
ズ
オ
ル
ス
」

-4ー

で
は
、

余
は
ウ
オ
ル
ズ
オ
ル
ス
に
負
ふ
と
と
ろ
多
し
。
今
の
新
芸
術
を
説
く
忠
告

と
の
湖
畔
詩
人
に
及
ば
ざ
る
は
何
故
ぞ
や
。
渠
を
解
せ
ず
し
て
新
し
き
芸

術
を
説
〈
は
無
理
念

b
。
(
以
下
略
)

と
の
べ
て
い
る
。

と
れ
ら
は
す
べ
て
、
独
歩
が
い
か
に
「
割
近
的
」
な
も
の
に
密
で
、

的
」
念
も
の
に
疎
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
独
歩
が
描
い
た
自
然
は
、
義
雄
的
、
~
及
川
澗
的
な
添
川
出
気

「迂-一辺



を
持
つ
自
然
の
方
が
は
る
か

K
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
そ
と
に

と
そ
独
歩
の
本
分
が
あ
っ
た
の
で
も
あ
る
。
最
初
に
分
類
し
た
う
ち
の
第
三
の

グ
ル
ー
プ
の
『
た
き
火
」
以
下
以
篇
が
と
の
種
の
自
然
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
。

ζ

れ
ら
を
発
表
年
代
順
に
並
べ
る
と
、
『
た
き
火
』
(
明
治
却
年
江
月
)
、

『
訴
訟
ぢ
]
(
問
却
年

8
月
)
、
『
忘
れ
得
ぬ
人
々
』
(
同
幻
年
4
月
)
、

『
河
緩
』
(
問
自
年

8
月
)
、
『
わ
か
れ
』
(
問
泊
年

ω月
)
、
『
少
年
の
悲

哀
」
(
同
部
年
8
月
)
、
『
一
泊
中
日
記
』
(
向
日
年
日
月
)
、
『
神
の
子
」

(
向
お
年
日
月
)
、
『
迩
命
論
者
」
(
向
日
刊
年
3
月
)
、
『
悪
魔
」
(
同
封
年

5
月
)
、
『
女
難
』
(
同
部
年
目
月
)
と
念
る
。

ζ

れ
ら
す
べ
て
を
、
「
暮
鍾

的
」
「
哀
唱
的
」
自
然
を
描
い
た
も
の
と
し
て
総
括
し
た
の
だ
が
、
個
々
の
作

品
に
は
当
然
そ
れ
ぞ
れ
程
度
の
泣
が
あ
る
わ
け
だ
。
そ
ζ

で、

ζ
ζ

で
は
、
と

の
U
篇
の
中
で
、
最
も
「
暮
鍾
的
、
友
唱
的
」
要
素
の
強
い
も
の
と
し
て
、

『
た
き
火
』
、
『
忘
れ
得
ぬ
人
々
』
、
司
少
年
の
悲
亥
』
、

『
女
難
』
を
中
心
に
見
て
い
く
と
と

K
す
る
。

『
泊
中
日
記
』
、

北
川
内
を
背
に
な
し
、
枯
草
白
き
砂
山
の
嘘

K
腰
か
け
、
足
念
げ
い
だ
し

て
、
伊
豆
遠
山
の
彼
方
に
沈
む
夕
日
の
鴻
き
光
を
見
送

b
っ
、
沖
よ
h
J
帰

る
父
の
船
遅
し
と
倹
つ
一
巡
子
辺
の
丞
の
心
、
そ
の
淋
し
さ
、
う
ら
悲
し
さ

如
何
あ
る
べ
き
。
(
中
略
)
悲
し
旅
人
疲
れ
し
足
を
此
爆
に
停
め
し
と
き
、

何
心
な
〈
見
娼
は
し
て
、
何
等
の
感
も
左
く
行
過
ぎ
得
べ
き
か
。
見
か
へ

れ
ば
彼
処
念
る
は
哀
れ
を
今
も
、
七
百
年
の
後
に
ひ
く
六
代
御
前
の
社
な

D
。
(
中
時
)
る
ら
ず
、
あ
ら
ず
た
だ
見
る
何
時
も
何
時
も
、
物
言
は
ぬ
、

笑
は
ざ
る
、
欽
は
ざ
る
様
子
の
、
農
夫
と
も
漁
人
と
も
見
分
け
難
き
が
淋

し
げ

K
持
を
あ
や
つ
る
の
み
(
以
下
略
〉
。

『
た
き
火
』
の
一
節
で
あ
る
。
明
治
却
年

K
発
表
さ
れ
た
こ
の
作
品
は
、
設

も
初
矧
の
も
の
に
属
す
る
。
引
用
の
一
一
節
は
、
逗
子
の
浜
辺
に
盆
を
と
ら
え
た

部
分
で
る
夕
、
感
傷
に
近
い
よ
う
な
哀
感
の
た
だ
よ
う
自
然
で
あ
る
。

ま
ず
感
情
語
、
感
情
表
現
が
目

K
っ
く
。
八
哀
れ

V
〈
あ
ら
ず
、
あ
ら
ず

V

と
い
っ
た
語
句
ゃ
、
童
の
心
を
八
そ
の
淋
し
さ
、
う
ら
悲
し
さ
如
何
あ
る
べ
き

V

さ
ら
に
仮
定
し
た
旅
人
の
心
を
八
何
等
の
感
も
な
く
行
過
ぎ
得
ベ
・
き
か

V
と
茨

現
し
た
文
な
ど
が
そ
れ

K
あ
た
る
。

と
れ
を
、
さ
き
の
『
春
の
烏
』
の
六
歳
少
年
の
犯
の
場
面
と
比
較
し
て
み
る

と
会
も
し
ろ
い
。
さ
き

K
述
べ
た
よ
う
に
、
人
事
の
中
で
設
も
悲
し
む
べ
き
死

を
取

D
扱
い
な
が
ら
『
春
の
烏
』
で
は
、
作
者
の
筆
致
は
篤
く
ほ
ど
冷
静
で
あ

る。

ζ

れ
は
、
人
間
の
死
を
、
無
常
な
る
も
の
の
常
と
し
て
「
生
命
が
ζ

の
世

か
ら
消
滅
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
、
咲
い
て
い
る
の
で
は
ま
く
、

「
自
然
か
ら
生
じ
た
も
の
が
、
ま
た
も
と
の
自
然
に
帰
っ
て
い
く
」
と
い
う
よ

う
左
非
常
に
大
き
い
観
点
か
ら
と
ら
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

『
た
き
火
」

k
b
い
て
は
、
作
者
は
、
そ
の
対
象
を
客
観
的
に
み
て
い
る
の
で

は
左
〈
、
輩
、
渓
子
等
の
人
物
に
対
す
る
淀
憐
の
情
を
自
然
の
中
に
持
ち
込
み
、

そ
こ
か
ら
く
る
行
情
的
気
分

K
独
歩
自
身
が
酔
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
自
然
そ

の
も
の
よ

D
も
、
む
し
ろ
独
歩
自
身
の
息
づ
か
い
の
方
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
ほ

ど
で
あ
る
。
い
わ
ば
一
決
の
膜
ど
し
に
と
ら
え
ら
れ
た
自
然
で
あ

b
、
そ
し
て
ま

さ
K
暮
鍾
的
、
哀
唱
的
自
然
で
あ
る
。

『
た
き
火
』
の
発
表
年
代
が
明
治
却
年
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
春
の
烏
」
の

そ
れ
は
明
治
訂
年
で
あ
る
。
わ
ず
か
8
年
の
ひ
ら
き
と
は
い
え
、
前
者
は
、
独

歩
の
最
も
初
期
の
作
品
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
晩
年
に
近
い
頃
の
も
の
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で
あ
る
。
今
述
べ
た
よ
う
な
両
作
品
の
相
違
の
一
因
は
ζ

の
4

脅
か
れ
た
時
期
の

違
い
に
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
春
の
由
一
立
の
自
然
は
、
「
人
聞
を
包
む
大
き
い
存
在
」
と
し
て
、
き
わ
め

て
観
念
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
を
述
べ
た
。
自
然
の
具
体
的
措

写
に
よ
っ
て
、
自
然
を
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
ヮ
!
ズ
ワ

l
ス
の

詩
の
引
用
、
「
人
類
と
自
然
と
の
関
係
」
と
い
っ
た
哲
学
的
念
表
現
を
通
し
て

自
然
を
一
つ
の
気
分
と
し
て
説
者

K
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
傾
向
が
強
い
が
、
そ

れ
が
「
春
の
烏
』
の
自
然
の
特
色
で
あ
る
わ
け
だ
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
『
た

き
火
」
の
自
然
(
他
の
作
品
も
同
じ
だ
が
)
は
、
具
体
的
な
描
写
を
通
し
て
、

自
然
を
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
自
然
の
描
写

L

い
か
か
印
と
い
う
と
と
に
な
る
と
、
「
た
き
火
』
の
引
用
文
で
わ
か
る
よ
う
に
、

『
奉
の
烏
」
と
共
通
の
性
格
し
か
指
摘
で
き
な
い
。
つ
ま
夕
、
対
象
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
ま
で
も
描
と
う
と
す
る
綿
密
さ
は
な
く
、
即
物
性
、
描
写
性

K
欠
け
る
わ

け
だ
。

描
写
性
に
欠
け
、
幾
分
甘
さ
の
あ
る
上
ず
っ
た
調
子
の
と
の
ロ

l
マ
ン
的
自

然
が
、
そ
れ
も
仏

b
k
我
々

K
せ
ま
っ
て
く
る
の
は
、
文
体
に
よ
る
と
い
え
る
。

漢
文
の
菩
き
下
し
文
を
や
わ
ら
げ
た
よ
う
な
リ
ズ
ム
あ
る
文
章
は
、
こ
の
作
品

K
流
れ
て
い
る
感
傷
的
左
甘
さ
を
引
き
し
め
る
役
割
を
果
し
て
い
る
。

『
源
hu
ぢ
』
(
明
治
回
年
発
表
)
で
は
、
渡
し
守
の
源
hu
ぢ
と
乞
食
少
年
紀

州
を
、
物
語
的
要
素
を
加
え
な
が
ら
佐
伯
の
自
然
の
中

κ、
『
忘
れ
得
ぬ
人
々
」

(
明
治
担
年
発
表
)
で
は
、
建
夫
と
も
漁
夫
と
も
つ
か
ぬ
男
を
瀬
戸
内
の
島
の

中
に
、
篤
子
を
阿
蘇
の
夕
日
の
光
の
中

K
、
琵
琶
僧
を
四
国
の
港
町
の
由
化
、
と
り

え
て
い
る
。
そ

ζ
K
描
か
れ
て
い
る
自
然
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も

っ
て
い
る
が
、
本
質
的
K
は
哀
感
の
た
だ
よ
う
〈
哀
唱
的

V
4な
も
の
で
ち
る
。

で
は
、
自
然
の
中
に
人
間
を
と
ら
え
る
場
合
、
そ
の
人
聞
は
ど
う
い
う
側
面

か
ら
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
源
h
k

ぢ』

k
b
い
て
は
、
源
h
z

ぢ
と
乞
食
の
少
年
を
愛
川
切
さ
せ
、
そ
の
外

形
を
描
い
て
は
い
る
が
、
そ
の
内
面
は
関
さ
れ
た
ま
主
で
あ
る
。
そ
ζ

に
は
、

。
。
。
つ
0

0

0

。
O

G

0

0

0

0

か
か
る
翁
(
源
な
ぢ
)
を
求
め
ん
に
は
山
の
蔭
、
水
の
辺
、
国
々
に
は

コ

〉

》

〉

。

決
か
わ
C

・
へ
し
。
さ
れ
ど
わ
れ
い
か
で
此
翁
を
忘
れ
侍
ん
や
。
余
に
は
此
翁

。
。
。
。
0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

た
だ
何
物
を
か
秘
め
て
誰
一
人
開
く
事
叶
は
ぬ
舗
の
如
き
思
ひ
ナ
。

(
「
源
お
ぢ
」
の
一
謝
。
傍
古
川
筆
者
)

と
あ
る
。

ζ

の
文
は
、
独
歩
陀
と
っ
て
自
然
と
人
聞
は
切
っ
て
も
切
れ
ぬ
関
係

に
あ
る
と
い
う
と
と
以
外
K
、
次
の
と
と
を
も
語
っ
て
い
る
。

源
hv
ぢ
の
み
で
左
〈
、
紀
州
、
旅
人
の
翁
、
琵
首
僧
法
一
u

す
べ
て
、
独
歩

K
と

っ
て
八
開
く
事
叶
は
ぬ
箱

V
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
普
通
、
『
係
h
g
v
p
}

に
出
て
〈
る
よ
う
な
人
物
、
事
件
を
見
聞
し
た
場
合
、
そ
れ
ら
の
人
物
、
事
件

を
外
枠
と
し
て
、
自
己
の
思
想
解
釈
を
長
h
ン

ζ

ん
で
、
ぞ
の
人
吻
、
事
件
の
内

面
に
迫
ろ
う
と
し
て
、
小
説
を
組
み
立
て
る
で
あ
ろ
う
。
紀
州
や
-
線
な
ぢ
の
現

在
の
姿
そ
の
も
の
、
ま
た
は
一
つ
の
事
件
そ
の
も
の
に
重
姿
な
意
味
を
求
め
犬

そ
う
い
う
人
物
、
事
件
に
な
タ
い
た
っ
た
過
程
を
重
視
す
る
わ
け
だ
。
と
と
ろ

が
、
独
歩
k

b
い
て
は
、
源
hu
ぢ
を
前

K
し
た
時
、
そ
の
時
の
姿
、
状
態
そ
の

も
の
に
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
。
彼
の
八
開
く
事
叶
は
ぬ
箱

V
的
な
も
の

l
1・不

可
思
議
さ
、
神
秘
性
と
で
も
い
う
か
i
l
i
k
、
そ
し
て
、
彼
の
姿
が
自
然
の
…
慢

に
あ
る
と
と
ろ

K
、
意
味
が
る
ヲ
た
の
で
あ
る
。

『
忘
れ
得
ぬ
人
々
』
は
そ
れ
を
如
実
陀
物
語
っ
て
い
る
。
「
忘
れ
得
ぬ
人
」

と
は
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
人
l
l
l
肉
親
、
友
、
師
、
先
鋭
な
ど

l
!
の
と
と

で
は
な
い
。
忘
れ
て
し
ま
っ
て
も
何
の
さ
し
っ
か
え
も
な
い
、
ま
っ
た
く
の
赤

の
他
人
、
自
己
と
は
何
の
交
渉
も
な
か
っ
た
人
問
、
そ
れ
で
い
て
忘
れ
て
し
ま

う
ζ

と
の
で
き
な
い
人
間
で
あ
る
。
そ
う
い
う
「
忘
れ
ぬ
人
」
と
し
て
あ
げ
る
、

-6-



馬
子
、
良
夫
、
琵
琶
僧
は
、
そ
れ
ぞ
れ
島
伶
山
中

b
ほ
ん
の
瞬
間
的
に
あ
ら
わ

れ
、
そ
し
て
消
え
て
い
っ
た
過

b
す
が
h
y
の
人
間
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
人

物
は
ま
っ
た
く
自
己
の
内
題
を
語

D
も
し
な
け
れ
ば
、
自
己
の
生
活
も
語
h
y
は

し
な
い
。

ζ

の
時
崩
に
は
、
人
間
の
そ
う
い
う
面
よ
h
y
も
、
自
然
の
方

κ独
歩

の
関
心
は
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
特
に
『
忘
れ
偽
ぬ
人
々
』
の
し
め
く

く
b
は
彼
の
ζ

の
時
期
の
人
聞
の
と
ら
え
方
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。

其
後
二
年
た
っ
た
。
(
中
略
)
溝
口
の
宿
屋
で
初
め
て
遇
っ
た
秋
山
と
'

の
交
際
は
全
く
絶
え
た
。
(
中
略
)
一
同
の
降
る
晩
の
こ
と
大
津
は
独
b
机

に
向
っ
て
摂
想
に
沈
ん
で
ゐ
た
。
机
の
上

κは
二
年
前
、
秋
山
に
示
し
た

原
秘
と
問
じ
の
『
忘
れ
侍
ぬ
人
々
』
が
畳
一
い
で
あ
っ
て
、
其
最
後
に
金
聞
き

加
へ
で
あ
っ
た
の
は
『
包
屋
の
主
人
』
で
あ
っ
た
。
「
秋
山
』
で
は
な
か

っ
た
。

大
津
(
独
歩
の
介
身
)
の
「
忘
れ
件
ぬ
人
」
は
、
こ
の
亀
屋
で
杯
を
交
わ
し

な
が
ら
心
ゆ
〈
ま
で
一
夜
を
語
h
J
あ
か
し
た
秋
山
で
は
な
く
、
こ
の
宿
一
で
一
、

二
度
決
を
合
わ
し
た
だ
け
の
宿
の
一
号
主
で
ら
っ
た
わ
け
だ
o

源
か
ぢ
、
紀
州
、

旅
人
の
翁
、
馬
子
、
琵
琶
僧
、
す
べ
て
、
独
歩
に
と
っ
て
八
開
く
事
叶
は
ぬ
箱

V

で
る
る
と
同
時
に
、
そ
れ
故
に
「
忘
れ
偽
ぬ
人
」
な
の
で
あ
る
。

乙
の
、
人
生
の
荒
波

K
疲
れ
切
っ
た
よ
う
な
旅
人
の
老
人
に
し
ろ
、
渡
し
守

の
訓
郎
幹
ぢ
に
し
ろ
、
乞
食
の
少
年
紀
州
に
し
ろ
、
小
説
の
素
材
と
し
て
は
、
晩

年
の
自
然
主
義
的
作
品
『
窮
死
』
の
中
の
文
公
や
弁
公
、
ま
た
『
二
老
人
』
の

中
の
老
人
に
共
通
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
、
人
物
へ
の
照
明
の
あ
て

万
に
よ
っ
て
は
、
旅
人
、
源
hu
ぢ
な
ど
の
人
物
も
、
文
八
ム
、
弁
会
と
同
じ
描
き

方
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
側
面
か
ら
し
か
人
聞
を
と
ら

え
Jな
か
っ
た
、
初
掛
か
ら
中
潮
に
か
け
て
の
段
階
で
は
、
人
間
ド
ラ
マ
よ
h
J
も

自
然
色
の
強
い
作
品
が
多
か
っ
た
と
い
う
の
は
当
然
と
い
え
る
。

と
に
か
く
、
こ
の
時
期
で
は
、
小
説
の
発
想
の
剥
一
と
し
て
、
一
つ
の
自
然
が

ま
ず
場
と
し
て
定
ま

b
、
次
に
そ
の
白
然
に
合
う
よ
う
な
人
初
、
事
件
が
配
越

さ
れ
、
そ
し
て
物
語
が
構
想
さ
れ
て
い
く
と
す
ら
{
言
え
る
よ
う
に
思
う
。
自
然

と
人
事
の
比
重
は
、
ず
っ
と
前
者
が
大
き
い
の
で
あ
る
。

ζ
ζ

で
、
『
忘
れ
侍
ぬ
人
々
』

K
砕
け
る
自
然
描
写
を
み
て
み
た
い

G

(
前
略
)
其
処
で
僕
は
、
春
の
日
の
闘
か
な
光
が
油
の
よ
う
な
ほ
凶
に

融
け
殆
ん
ど
漣
も
立
た
ぬ
中
を
鉛
の
船
首
が
心
地
よ
い
を
を
さ
せ
て
水
を

切
っ
て
進
行
す
る

K
つ
れ
て
、
謡
た
攻
守
ひ
く
島
々
を
辿
へ
て
法
送

'p
、
右

舷
左
舷
の
景
色
を
眺
め
て
ゐ
た
。
菜
の
花
と
支
の
単
一
同
業
と
で
錦
を
ぷ
た
守

う
左
島
々
が
丸
で
霞
の
央
に
浮
い
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
。
(
中
時
)

山
の
根
が
た
の
彼
処
此
処

K
背
の
低
い
松
が
小
社
を
作
っ
て
ゐ
る
ば
か
h
y

で
、
見
た
と
こ
ろ
焔
も
な
く
家
ら
し
い
も
の
も
見
え
友
い
c

誌
と
し
て
が

し
い
識
の
退
潮
の
痕
が

B
K
一
輝
い
て
小
さ
な
波
が
水
峰
を
奔
ん
で
ゐ
る
ら

し
く
長
い
線
が
白
匁
の
や
う
に
光
つ
て
は
消
え
て
居
る
。
(
以
下
地
)

瀬
戸
内
の
船
上
か
ら
小
島
の
景
を
と
ら
え
た
部
分
で
あ
る
。
『
た
き
火
」
の

描
写
に
比
べ
て
、
対
象
の
情
況
、
交
'
化
の
摘
さ
方
が
ぐ
っ
と
具
体
的
K
友
っ
て

き
て
い
る
。
な
ん
と
か
し
て
対
照
の
機
微
に
迫
ろ
う
と
す
る
独
ゑ
〆
の
苦
心
の
叫

が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
た
き
火
』
に
比
べ
て
、
セ
ン
テ
ン
ス
が
一

段
と
長
く
な
っ
て
い
る
ζ

と
も
描
写
が
綿
密
に
な
っ
て
い
る
証
拠
と
い
え
る
。

で
は
何
故
、
『
忘
れ
得
ぬ
人
々
』
は
描
写
が
具
体
的
に
な
っ
た
の
か
。
『
忘

れ
得
沿
人
々
』
よ

b
ニ
ク
月
前
に
発
表
さ
れ
た
作
品

K

『
武
蔵
野
』
が
ち
る
。

『
武
蔵
野
』
は
一
一
種
の
自
然
観
照
文
学
で
る
る
。
そ
と
に
描
か
れ
て
い
る
自
然

に
は
、
き
わ
め
て
綿
密
な
借
写
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
自
然
は
、
主
観
的
な

も
の
を
意
識
的
に
抹
殺
し
た
、
客
観
的
な
観
察
を
通
し
て
、
多
角
的
に
描
か
れ

て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
『
武
蔵
野
』
は
、
独
歩
の
目
鳩
山
…
を
扱
っ
た

F一
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作
品
の
中
で
は
特
殊
な
位
置
を
一
占
め
る
も
の
で
あ
る
。

「
欺
か
ざ
る
の
記
』
に
よ
れ
ば
、

ζ

の
『
武
蔵
野
』
を
蓄
〈
時
、
独
歩
は
、
こ

い
策
本
氏
の
ツ
ル
グ

l
ネ
フ
の
『
る
ひ
び
き
}
の
文
章
を
筆
写
し
た
-D
し
て
、
分

析
し
て
鎖
に
た
た
き
と
ん
で
い
る
。
『
武
戯
野
』
の
中
陀
は
、
『
あ
ひ
び
き
』

の
中
の
文
と
か
な
タ
類
似
し
た
構
造
、
内
容
の
文
も
み
え
る
。
と
に
か
〈
、

『
武
蔵
野
』
を
書
〈
頃
、
描

mAdmで
相
当
な
神
経
を
使
っ
て
い
た
と
と
は
確
か

だ
り
そ
の
余
憶
が
二
ヶ
月
後
の
「
忘
れ
侍
ぬ
人
々
」
に
影
響
し
た
の
で
は
な
い

か
と
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

ζ

の
ツ
ル
ゲ

i
ネ
フ
よ

D
学
ん
だ
自
然
描
写
の
手
法
が
、
作
品
の

中
K
骨
格

b
形
明
、
骨
ゅ
ん
か
か
品
川
わ
の
は
、
『
武
成
野
』
だ
け
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
の
作
品
を
見
る
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
世
格
に
も
よ
ろ
う
が
、
『
武

蔵
野
』
以
前
の
作
品
よ

D
は
、
地
成
分
描
写
が
綿
密
に
な
っ
て
は
い
て
も
、
や
は

h
J
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
『
武
蔵
野
』
よ

D
『
た
き
火
』
な
ど
の
描
写
に
近

い
'
と
い
え
る
。

(A) 

頃
は
夏
の
最
中
、
月
以
VW
さ
や
か
な
る
夜
で
あ
っ
た
。
〈
中
略
)
ま
だ
管

な
が
ら
月
は
高
く
澄
ん
で
さ
え
た
光
を
野
に
も
山
に
も
み
な
ぎ
ら
し
、
野

末

κ誼
〈
躍
は
玉
の
よ
う
に
輝
い
て
ゐ
る
。
(
中
略
)
入
h
J
江
に
近
づ
〈

κ
つ
れ
て
川
幅
次
第
に
広
〈
小
川
の
末
は
・
ま
も
な
く
人
タ
江
、
湖
に
満
ち

ふ
く
ら
ん
で
ゐ
る
。
船
板
を
つ
な
ぎ
合
は
し
て
か
け
た
橋
の
急
に
低
〈
な

っ
た
ゃ
う
K
見
ゆ
る
は
水
面
の
高
く
な
っ
た
の
で
、
川
ゃ
な
ぎ
は
半
ば
水

K
沈
ん
で
ゐ
る
。
疑
の
上
は
そ
よ
吹
く
風
あ
れ
ど
、
川
づ
ら
は
さ
ざ
波
た

た
ず
、
澄
み
渡
る
大
空
の
d
d
を
映
し
て
水
の
面
は
読
の
ゃ
う
。
(
中
略
)

南
は
山
影
暗
〈
、
さ
か
し
ま
に
映

ap、
花
と
一
米
の
子
一
貯
は
月
光
若
控
と
し

て
い
づ
れ
か
陸
、
い
づ
れ
か
水
の
け
じ
め
さ
え
つ
か
ず
、
小

t

刈
は
慌
の
，
は

う
を
さ
し
て
進
む
の
で
あ
る
。

明
治
弱
年
K
発
表
さ
れ
た
『
少
年
の
悲
哀
』
の
一
節
で
、
名
文
と
し
て
JUT
名

な
箇
所
で
あ
る
。
哀
感
た
だ
よ
う
月
の
人

D
江
を
、
独
歩
と
し
て
は
診
し
く
な

を
会
さ
え
て
、
へ
ん
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
に
走
ら
ず
に
、
漆
ち
つ
い
た
禁
致
の

中
に
と
ら
え
て
い
る
。
描
写
も
か
な
タ
具
体
也
を
も
っ
て
か

D
、
『
た
き
火
』

に
は
な
い
、
純
度
の
高
い
詩
美
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
と
の
も
の
悲
し
い

自
然
の
中

K
、
一
語

b
手
の
少
年
を
通
し
て
、
娼
婦
、
そ
し
て
少
年
の
家
の
下
男
、

徳
二
郎
の
姿
を
と
ら
え
て
い
る
。

的
舟
は
し
ば
ら
く
大
船
小
船
六
七
綾
の
聞
を
縫
っ
て
進
ん
で
ゐ
た
が
、
ま

rL 
も
な
〈
広
々
と
し
た
沖
合
に
出
た
。
月
は
・
ま
す
ま
す
さ
え
て
秋
の
夜
九
日
と

思
は
れ
る
ば
か

b
、
女
は
と
ぐ
手
を
と
ど
め
て
僕
の
そ
ば
に
す
は
っ
た
。

そ
し
て
ま
た
月
を
仰
ぎ
、
ま
た
あ
た

D
を
見
廻
し
な
が
ら
、
「
坊
様
、
あ

な
た
な
い
〈
つ
?
」
と
た
ず
ね
た
。

「
十
二
」

「
わ
た
し
の
弟
の
写
真
も
十
二
の
時
で
ナ
ょ
、
今
は
別
れ
た
ぎ

b
会
は
な

い
の
だ
か
ら
、
今
で
も
坊
様
と
同
じ
ゃ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
よ
。
」
と

き
一
回
っ
て
、
じ
っ
と
見
て
ゐ
た
が
、
た
ち
ま
ち
涙
ぐ
ん
だ
。
円
九
の
光
を
受
け

て
、
そ
の
顔
は
な
ほ
さ
ら
青
ざ
め
て
見
え
た
。
(
中
略
)
僕
は
陸
の
ぼ
っ

を
見
な
が
ら
黙
っ
て
と
の
話
を
聞
い
て
ゐ
た
。
家
々
の
と
も
し
火
ば
水
に

映
っ
て
き
ら
き
ら
と
ゆ
ら
い
で
ゐ
る
。
一
砲
の
音
を
ゆ
る
や
か

K
き
し
ら
せ

な
が
ら
大
船
の
伝
馬
を
と
い
で
行
〈
男
は
、
澄
ん
だ
声
で
鉛
歌
を
泌
す
。

こ

ど

も

か

な

し

み

僕
は
と
の
時
、
少
年
ど
と
ろ
に
も
言
ひ
知
ら
れ
治
悲
哀
を
感
じ
た
。

ζ

の
月
の
入
江
と
娼
婦
と
は
事
実
と
し
て
は
、
関
係
は
な
い
。
法
歩
の
一
首
に
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よ
る
と
、
彼
が
二
十
一
、
こ
の
時
、
柳
津
町
の
、
彼
の
道
議
地
で
あ
っ
た
山
上

で
、
毎
朝
の
よ
う

K
十
六
、
七
の
少
女
に
会
っ
た
。
一
目
で
い
か
が
わ
し
い

種
類
の
女
と
す
ぐ
知
れ
る
よ
う
な
姿
を
し
て
い
た
が
、
そ
の
顔
立
ち
v

特

κ
際
世
直
し
が
印
象
深
〈
い
つ
ま
で
も
・
忘
れ
る
と
と
が
で
き
な

か
っ
た
、
そ
の
少
女
が
モ
デ
ル
で
あ
る
と
。
つ
ま
・
9
ζ

の
娼
婦
も
ま
た
、
独
歩

の
「
忘
れ
母
ぬ
人
」
の
一
人
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ζ
ζ

で
も
ま
た
、
一
フ

の
自
殺
を
場
と
し
て
定
め
、
そ
れ
に
合
う
人
物
を
あ
て
は
め
た
と
い
う
感
じ
が

強
い
。
白
然
と
人
聞
は
省
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
と
の
中
に
は
娼
婦
の
生
活
、

内
副
が
か
な

b
色
濃
く
捕
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
だ
独
歩
の
目
的
は
、
と

の
絹
婦
の
過
去
や
生
活
そ
の
も
の
を
描
〈
ζ

と
に
は
な
い
。
そ
れ
は
、
と
れ
か

ら
朝
鮮
に
渡
っ
て
謀
泊
の
運
命
を
た
ど
ら
ん
と
す
る
薄
幸
の
娼
婦
の
哀
れ
な
姿

そ
の
も
の
を
、
月
の
入
江
の
風
光
の
中
に
と
ら
え
る
こ
と
に
あ
る
。

と
ζ

ろ
で
、

ζ

の
『
少
年
の
悲
哀
』
の
自
然
は
夜
景
で
、
「
月
」
が
そ
の
叙

景
の
中
心
で
あ
夕
、
と
れ
が
、

ζ

の
入
江

K
哀
感
と
美
を
強
く
そ
え
て
い
る
。

こ
う
い
う
月
を
中
心
と
す
る
「
夜
の
自
然
」
は
、
独
歩
が
拙
い
た
自
然
の
大
き

い
特
色
で
あ
る
。
と
と
で
扱
っ
て
い
る
作
品
で
も
、
こ
の
『
少
年
の
悲
哀
』
を

第
一
と
し
て
、
「
た
き
火
』
、
『
惑
臨
時
」
、
『
神
の
子
」
、
『
女
難
』
な
ど
は
、

そ
の
中

K
描
か
れ
て
い
る
自
然
が
す
べ
て
夜
設
で
あ
夕
、
『
忘
れ
得
ぬ
人
々
』
、

『
武
威
野
』
、
『
牛
肉
と
同
岡
山
鈴
遁
」
、
『
空
知
川
の
岸
辺
』
、
『
泊
中
日
記
』

は
、
そ
の
自
然
描
写
の
一
部
に
夜
の
自
然
を
含
ん
で
い
る
。
十
伏
禁
を
そ
の
中
に

有
せ
ぬ
作
品
は
『
春
の
烏
」
と
『
わ
か
れ
』
の
み
で
る
る
。
夜
の
自
然
を
扱
っ

た
も
の
が
如
何
K
多
い
か
を
吻
諮
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
夜
の
'
凶
然
」
で
は
、
月
、
月
光
に
つ
い
て
の
叙
述
が
そ
の

中
心
を
な
し
て
い
る
。
と
れ
は
、
自
然
錨
写
を
主
と
し
た
作
品
の
み
で
な
く
、

外
の
作
品

k
b
い
て
も
、
八
別
ぼ
中
天
に
昇
っ
て
踊
る
。
(
中
略
)
つ
い
立
ち

』
l
l
t
T
I
t
i
-
-

毒且

F
b
L
'
o

ど
ま
っ
て
居
る
と
、
往
来
へ
出
て
、
月
の
光
を
正
面
に
う
け
た
頗
は
確
か
に
ι訂

正
で
あ
る
。

V
(
『
恋
を
恋
す
る
人
』
)
、
八
あ
あ
秋
の
夕
暮
の
静
け
さ
/

月
は
既

K
林
の
上

K
出
で
其
薄
い
光
を
放
ち
、
村
々
は
煙

-D
、
森
は
浮
び
、
大

空
は
澄
み
渡
っ
て
曜
く
タ
づ
つ
を
支
へ
て
居
る
。

V
(
『
夫
婦
』
)
八
大
井
君

足
下
、
僕
は
此
哀
れ
な
る
男
女
が
、
あ
の
断
涯
の
上
に
立
ち
、
別
創
延
々
た
る

相
模
様
を
望
ん
で
、
其
薄
命
な
る
肉
体
を
冷
酷
な
る
自
然
に
迭
し
、
〈
以
下
略

)
V

(
『
芳
三
者
』
)
と
い
う
風

K
、
し
ば
し
ば
月
、
月
光
に
つ
い
て
の
文
を
は
さ

ん
で
い
る
。
を
た
、
『
款
が
ざ
る
の
記
』
で
も
、
佐
伯
、
武
蔵
労
時
代
は
も
ち
ろ

ん
、
東
京
在
住
時
代
の
日
記
に
も
頻
繁

κみ
ら
れ
る
。

八
夜
は
島
叫
増
、
タ
の
香
を
ζ

め
て
僅
か

κ照
D
そ
め
し
頃
、
九
す
ケ
HT…
~
訟
を
出
で
ぬ
の

〈
中
略
)
船
頭
河
岸
-K出
で
た

b
(中
略
)
鍵
始
河
の
中
に
流
れ
出
で
し
湾
、
科
・
の
に

下
流
の
空
よ
h
y
射
ナ
月
の
光
を
受
け
で
馬
白
〈
人
黒
〈
舟
危
〈
古
色
る
い
y
て
、
今
限
誌
に

眺
め
な
が
ら
、
懐
古
の
情
と
等
し
く
一
穫
の
哀
れ
を
感
じ
ぬ
。

v、
八
日
夕
も
、

今
管
も
別
対
を
踏
み
星
彩
を
仰
ぎ
て
城
山
の
磁
を
出
品
。

v、
八
咋
鋭
、
舟
を

蕃
庄
の
流
れ
に
浮
べ
、
別
却
に
樟
し
て
、
富
永
氏
を
離
村
に
訪
ひ
ぬ
。
(
中
凶
)

到
矧

J

流
れ
に
満
ち
、
山
岳
の
影
倒
ま
に
洛
ち
米
h
J
、
四
雌
説
々
、
あ
た
か
も
泌

一
回
を
ゆ
く
が
如
し

o

V

(
以
上
の
引
用
文
の
傍
線
、
傍
点
は
す
べ
て
選
者
)

こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
、
独
歩
が
「
夜
の
自
然
」
(
特
に
、
「
月
」
「
u
力
允
」
)

を
如
何

K
袋
し
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。
川
村
に
、
殺
切
の
文
の
八
た
ま
ら
ず
、
ぷ

を
出
で
ぬ
:
・

V
の
八
た
ま
ら
ず

V
の
一
一
諮
に
は
、
こ
う
し
た
独
歩
の
面
白
が
躍

如
と
し
て
い
る
。

独
歩
が
「
夜
の
目
抽
出
」
を
好
み
、
多
く
描
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
前
述
の

「
議
'
以
内
心
」
「
シ
ン
セ
リ
テ
イ
」
と
も
大
き
い
関
係
が
あ
る
。
「
篤
以
内
心
」
を

直
覚
さ
せ
る
場
と
し
て
描
い
て
い
る
の
は
自
然
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は

単
に
自
然
と
い
う
よ

D
「
夜
の
自
然
」
な
の
で
あ
る
。
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さ
き
に
引
用
し
た
『
悪
魔
』
に
か
い
て
、
シ
ン
セ
リ
テ
イ
の
土
で
あ
る
浅
見

謙
輔
が
立
っ
て
い
る
の
も
、
月
光
ま
ば
ゆ
い
夜
景
の
中
で
あ
る
。
『
神
の
子
』

で
も
、
向
じ
〈
独
歩
の
分
身
で
あ
る
「
若
い
男
」
は
、
八
夜

v、
八
冴
え
て

い
る
月

v、
八
林

V
、
八
行
〈
手
遥
か
の
笛
の
音

v、
八
野

V
、
八
銀
色
の
一
務

に
包
ま
れ
て
ゐ
る
瀧
に
光
っ
て
居
る
湖
水

V
等
々
か
ら
構
成
さ
れ
る
自
然
の
中

で
、
謙
輔
と
同
じ
心
境

κ
な
bJ
な
が
ら
岸

K
伏
し
て
働
突
し
て
い
る
。
『
欺
か

ざ
る
の
記
』
で
も
、
八
「
昨
夜
眠
ら
ん
と
欲
す
る
前
K
(
中
略
)
月
明
を
賞
ナ
。

(
中
略
〉
か
か
る
時
、
「
シ
ン
セ
リ
テ
イ
」
の
感
動
く
。

v、
八
附
刻
、
夜
更

け
て
別
判
に
散
血
併
せ
h
y
。
〈
中
略
)
吾
が
生
命
と
此
の
厳
粛
な
る
自
然
と
の
、

如
何

K
神
聖

κ相
関
係
す
る
か
を
感
ず
る
也
。

v、
八
簿
幕
、
(
中
略
)
中
の

坂
の
幽
谷

K
周
到
を
さ
ぐ
る
、
(
中
略
)
笑
K
之
自
然
の
声
な

b
o
V
の
よ
う

κ、
「
シ
ン
セ
リ
テ
イ
」
と
関
係
し
た
記
事
の
背
後

K
あ
る
自
然
は
、
ほ
と
ん

ど
夜
の
そ
れ
で
あ
夕
、
そ
と

K
は
必
ず
、
「
月
現
」
、
「
月
光
」
と
い
う
具
合

に
月
が
付
随
し
て
い
る
。

一
般
K
夜
と
い
う
時
聞
は
、
人
聞
に
と
っ
て
感
情
が
最
も
浄
化
さ
れ
、
心
臓

が
最
も
柔
ら
か
く
な
る
時
で
あ

D
、
己
れ
を
省
タ
み
、
万
物
に
思
い
を
馳
せ
る

静
寂
の
時
で
あ
る
。
そ
う
い
う
「
時
間
」

κ、
夜
の
と
ば

b
k
包
ま
れ
た
神
秘

的
な
自
然
と
い
う
「
空
間
」
が
加
わ
る
と
、
と
の
傾
向
は
さ
ら
に
強
化
さ
れ
て

い
〈
ζ

と
K
な
る
。
『
竹
取
』
や
『
伊
勢
』
を
読
ん
で
は
暗
涙
を
の
み
、
探
夜
、

と
ほ
ろ
ぎ
の
声
を
き
け
ば
胸
せ
ま
っ
て
、
自
が
う
る
ん
で
く
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ

ル
な
独
歩
の
気
質
が
、
そ
れ
に
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
る
と
い
う
と
と
に
な
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
夜
の
自
然
は
、
独
歩
が
「
篤
呉
心
」
「
シ
ン
セ
リ
テ
イ
」

を
体
験
す
る
場
と
し
て
最
適
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
の
夜
の
自
然
l
l
l
A
、
月
光
陀
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
、
哀
感
を
そ
の
基
音
と

す
る
よ
う
な
自
然

lis-
と
そ
、
さ
き
に
ワ

l
ズ
ワ

i
ス
の
朝
虹
的
、
高
吟
的
自

然
と
区
別
し
た
独
歩
独
自
の
暮
鐘
的
、
哀
唱
的
自
然
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

源
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
我
国
の
中
古
、
中
世
の
文
学
の
和
歌
や
物
語

の
中

K
最
も
多
く
見
出
せ
る
も
の
だ
が
:
:
:
。

四

『
酒
中
日
記
』
『
女
難
』
『
運
命
論
者
』
は
明
治
三
十
五
、
六
年
に
発
表
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

ζ

の
時
期
は
、
独
歩
の
創
作
活
動
も
中
掛
か
ら
後
期
へ
と

か
か
る
頃
で
あ
る
。

『
瀦
中
日
記
』
は
、
大
河
今
成
な
る
小
学
校
長
が
、
学
校
改
築
の
た
め
の
公

金
に
か
ら
ま
る
事
件
で
、
妻
子
を
死
に
追
い
や
る
結
果
と
な

D
、
良
心
の
苛
責

に
堪
え
か
ね
て
、
辞
表
を
出
し
、
東
京
を
去
っ
て
流
浪
し
た
あ
げ
く
、
瀬
戸
内

海
の
馬
島
へ
援
を
落
ち
つ
け
る
が
、
や
が
て
そ
ζ

で
死
ぬ
と
い
う
筋
の
小
説
で

あ
る
。
そ
の
内
容
は
か
な

b
現
実
味
を
会
び
て
き
て
い
る
。

「
泊
中
日
記
』
に
歩
け
る
、

ζ

の
主
人
公
の
収
h
y
扱
い
方
は
、
『
源
hv
ぢ』

『
忘
れ
得
ぬ
人
々
』
、
『
少
年
の
悲
哀
」
の
そ
れ
と
は
巡
っ
て
き
て
い
る
。

後
者
で
は
、
前
述
し
た
よ
う

κ、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
内
面
、
あ
る
い
は
そ
う

い
う
人
間

κ成
b
到
っ
た
過
程
と
い
う
も
の
に
は
、
ま
だ
独
歩
は
関
心
を
示
さ

ず
、
も
つ
ば
ら
現
在
そ
う
あ
る
状
態
の
人
聞
の
外
形
を
自
然
の
中

K
と
ら
え
る

ζ

と
に
い
そ
が
し
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

ζ

の
「
泊
中
日
記
』
で
は
、
大

河
今
蔵
を
馬
島
陀
と
ら
え
る
と
と
よ
タ
も
、
馬
島
に
い
た
る
ま
で
の
大
河
の
生

活
過
程
を
描
〈
ζ

と
が
、
主
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
作
品
と
は
主
客

転
倒
し
た
感
が
あ
る
。
人
間
の
生
活
を
客
観
的
に
描
く
と
と
に
徹
し
て
い
く
と
、

晩
年
の
『
窮
死
』
、
『
竹
の
木
戸
』
の
よ
う
に
乾
き
き
っ
た
作
品

K
な
っ
て
し

ま
う
の
だ
が
、
と
の
作
品
で
は
ま
だ
そ
と
ま
で
は
、
い
っ
て
い
な
い
。
塩
田
良
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平
氏
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
八
と
の
作
品
の
よ
さ
は
、
大
河
今
蔵
と
い
う
救
い
の

な
い
人
生
が
冷
厳
に
見
つ
め
ら
れ
て
い
る
と
と
で
は
な
く
、
そ
の
悲
劇
が
馬
島

と
い
う
美
し
い
自
然
を
背
景

κし
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
K
よ
っ
て
、
何
と
は

な
し

K
救
わ
れ
て
い
る
点
で
、
未
だ
作
品
の
行
情
性
が
残
っ
て
い
る
と
と
を
示

し
て
い
る

o
V
と
の
べ
て
い
る
。

さ
て
、
そ
の
行
情
性
の
源
で
あ
る
ほ
府
島
と
い
う
自
然
は
ど
う
描
か
れ
て
い
る

か
o

3

3

。
。

丑
仲
六
日
j
i
-
-
-
さ
て
も
気
楽
な
教
員
。
躍
を
飲
う
が
、
会
露
を
可
愛

が
っ
プ
抱

w
て
寝
ゃ
う
が
そ
れ
で
先
生
の
資
格
な
し
は
や
か
ま
し
〈
一
一
言
ふ

者
は
此
島
に
一
人
も
な
い
。
特
別

K
自
分
を
尊
敬
も
為
な
い
代
h
y
k
、
魚

あ
れ
ば
魚
、
野
菜
あ
れ
ば
野
菜
、
誰
が
持
っ
て
き
た
と
も
知
れ
ず
台
所
に

投

b
込
ん
で
る
る
。
(
中
略
)
十
日
前
の

ζ

と
、
自
分
は
縁
先
に
出
て
月

を
眺
め
、
瀧
K
緩
ん
で
湖
水
の
や
う
な
海
を
見
hv
ろ
し
な
が
ら
、

b
露
の

つ
ま
ζ

酌
で
飲
ん
で
ほ
泊
る
と
、
ふ
と
死
ん
だ
妥
子
の
と
と
、
東
京
の
母
や
妹
の
こ

と
を
思
ひ
出
し
、
又
此
身
の
流
転
を
思
ふ
て
、
我
知
ら
ず
涙
を
落
す
と
、

b
銭
は
見
て
脂
た
が
、
其
鈴
の
や
う
な
限
に
涙
を
一
ば
い
ん
酢
〈
ま
せ
た
c

大
河
が
ほ
拘
島
K
艇
を
落
ち
つ
け
る
ま
で
の
過
程
は
、
右
の
よ
う
な
馬
島
で
の
、

日
記
の
形
式
で
、
回
線
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

馬
島
で
の
と
の
大
河
の
人
物
像
は
、
や
は
h
y
独
歩
の
「
忘
れ
得
ぬ
人
」
に
近

い
も
の
が
あ
る
。

五
月
三
日
か
ら
十
九
臼
ま
で
の
十
七
臼
問
に
わ
た
る
日
記
の
形
式
を
倍

D
て、

大
河
の
過
去
を
語
る
の
が
そ
の
目
的
な
の
だ
が
、
そ
の
合
間
合
間
に
、
鳥
島
の

自
然
が
、
さ
き
の
引
用
文
の
よ
う
な
形
で
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

以
外

K
、
政
箇
所
乙
の
程
度
の
自
然
叙
述
が
み
ら
れ
る
。

引
用
文
が
端
的

K
説
開
閉
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
少
年
の
悲
哀
』
な
ど
K
み
ら

れ
る
よ
う
な
自
然
描
写
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
『
た
き
火
』
、
『
少
年
の
悲
哀
』

な
ど
で
は
、
自
然
が
内
容
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
内
容

の
な
か
で
非
常
に
大
き
い
位
置
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、

ζ

の
『
泊
中
日
記
』

で
は
、
前
者
と
同
じ
種
類
の
自
然
、
人
物
を
扱
い
な
が
ら
も
、
そ
こ

K
儲
か
れ

た
自
然
は
、
そ
の
内
容
の
外
枠
と
し
て
の
位
震
に
後
退
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
も
、
自
然
を
純
粋

κ、
具
体
的

K
描
写
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
減
一
戸

内
海
の
馬
島
と
い
う
場
、
そ
と
の
島
人
の
の
ん
び

D
と
し
た
生
活
K
つ
い
て
、
、

ど
く
か
い
つ
ま
ん
で
、
二
、
三
行
の
説
明
を
作
品
の
中

K
ま
ば
ら

K
は
め
込
む

ζ

と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
の
馬
島
の
自
然
の
よ
う
す
、
務
囲
気
を
怨
像
さ
せ
る
と

い
う
性
質
の
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

問
じ
と
と
が
、

ζ

の
作
品
よ
h
y
、
や
h

遅
れ
て
出
た
『
迷
命
論
者
』
や
『
女

難
}
で
も
い
え
る
。
「
女
難
』
の
主
人
公
の
盲
人
は
、
『
溜
中
日
記
』
の
主
人
.

公
以
上
に
、
い
わ
ゆ
る
独
歩
の
『
忘
れ
得
ぬ
人
こ
的
人
物
で
る
る
。
そ
れ
は
、

u

盲
人
が
は
じ
め
て
、

ζ

の
咽
語
の
聞
き
手
で
あ
る
「
或
る
男
」
の
目
に
映
じ
た
一

時
の
冒
頭
の
文
と
、
『
忘
れ
母
ぬ
人
々
』
に
か
け
る
、
三
人
の
忘
れ
得
ぬ
人
の

一
人
、
四
国
の
津
ケ
浜
で
の
琵
琶
僧
の
姿
を
描
い
た
部
分
を
比
較
し
て
み
る
と

わ
か
る
。
大
道
で
尺
八
を
吹
く
盲
人
と
、
琵
琶
を
奏
で
る
僧
の
姿
、
様
子
、
周

囲
の
光
景
、
及
び
そ
れ
ら
に
対
す
る
作
者
の
尚
心
の
示
し
方
、
描
き
方
は
全
く

同
じ
で
あ
る
。

『
女
難
』
は
、

ζ

の
盲
人
の
、
そ
の
時

κ到
る
ま
で
の
身
の
上
話
が
そ
の
内

容
で
あ
る
。
一
人
の
男
が
、
善
良
で
あ

D
な
が
ら
決
断
力
、
意
志
力
の
欠
除
の

故
に
、
女
難
と
い
う
、
い
わ
ば
自
己
の
遥
命
に
抗
し
件
ず
に
、
身
を
も
ち
く
ず

し
て
い
く
過
程
が
儲
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
ζ

で
は
、
自
然
は
こ
の
盲
人

の
身
の
上
話
の
前
後

K
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
夕
、
こ
の
盲
人
の
姿
を
、

こ
の
物
語
の
最
初
と
最
後
で
、
夜
の
自
然
の
中
に
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。



盲
人
の
話
の
聞
き
手
が
、
盲
人
を
鎌
倉
の
自
然
の
中
に
見
出
し
た
所
は
次
の
ど

と
く
描
か
れ
て
い
る
c

(
前
略
)
或
夜
の
と
と
、
月
影
殊

κ冴
え
て
居
た
の
で
独
h
y
散
歩
し
て

浜

κ出
た
。
浜
は
忠
一
聞
の
賑
ひ
に
引
き
か
へ
て
、
月
の
景
色
の
妙
な
る
に

も
か
か
は
ら
ず
人
出
少
し
。
自
分
は
小
川
の
海

K
注
ぐ
汀

-κ
立
っ
て
波

K

砕
く
る
白
銀
の
光
を
眺
め
て
居
る
と
、
何
処
か
ら
と
も
な
〈
尺
八
の
音
が

微
か
に
聞
え
た
の
で
四
辺
を
見
姐
す
と
、
笛
の
音
は
磁
の
方
、
程
近
い
と

こ
ろ
、
漁
船
の
多
く
曳
上
げ
て
あ
る
辺
か
ら
起
る
の
で
あ
る
。
近
づ
い
て

見
る
と
、
巣
し
て
一
般
の
小
舟
の
水
際
よ

b
四
五
間
も
曳
上
げ
て
あ
る
を
、

其
周
幽
を
取

D
巻
い
て
、
或
者
は
舷
'
K
腰
か
け
、
或
者
は
砂
上
に
臨
居

b
、

或
者
は
立
ち
な
ど
、
十
人
あ
ま

b
の
男
女
が
巣
ま
っ
て
居
る
。
其
中
氏
一

人
の
男
が
舷

K
傍
っ
て
尺
八
を
吹
い
て
居
る
の
で
あ
る
。

さ
ら

κ、
最
後

κ、
盲
人
が
身
の
上
話
を
語

b
終
え
て
立
ち
去
る
と
こ
ろ
は
、

次
の
よ
う
に
」
脅
か
れ
て
い
る
。

盲
人
は
去
る
に
望
ん
で
一
史

κ
一
曲
を
吹
い
た
。
自
分
は
殆
ん
ど
其
{
及
音

か
な
み
み

悲
調
を
聞
く
に
堪
え
な
か
っ
た
。
恋
の
曲
、
懐
旧
の
情
、
流
転
の
哀
、
う

た
て
や
其
底

K
永
久
の
恨
を
ζ

め
て
居
る
で
は
な
い
か
。
月
は
商

κ落
ち

盲
人
は
去
っ
た
。
翌
日
は
彼
の
姿
を
鎌
倉

K
は
見
ざ
タ
し
。

と
と
に
は
、
『
忘
れ
得
ぬ
人
々
」

k

b
け
る
と
同
様
な
持
情
性
が
・
た
だ
よ
っ

て
い
る
。
つ
ま

b
、
零
落
し
た
盲
人
の
姿
を
自
然
の
中
に
と
ら
え
、
そ
と
に
人

聞
の
哀
れ
さ
を
詠
嘆
的
に
み
つ
め
る
と
と
ろ
か
ら
く
る
行
情
で
あ
る
。
だ
が
、

『
忘
れ
得
ぬ
人
々
』
で
は
、

ζ

れ
に
類
す
る
部
分
が
、
そ
の
主
題
そ
の
も
の
に

な
っ
て
い
る
の

K
対
し
、
『
女
難
」
の
引
用
文
の
部
介
は
、
盲
人
の
身
の
上
話

を
、
と
の
・
討
情
で
色
づ
け
す
る
役
割
し
か
来
た
し
て
い
な
い
。

『
遥
命
論
者
』
で
も
同
じ
と
と
が
い
え
る
。
冷
酷
な
運
命

κ弄
ば
れ
て
苦
悩

す
る
主
人
公
を
、
独
歩
は
ま
だ
自
然
主
義
的

K
っ
き
放
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で

き
ず
に
、
ま
ず
最
初
に
八
一
枚
の
味
避
ぎ
、
冬
近
く
の
鎌
倉
の
浜
辺

V
で
と
ら
え
、

そ
し
て
、
身
の
上
話
の
後
、
八
自
分
は
握
手
し
て
黙
礼
し
て
此
不
幸
な
る
青
年

紳
士
と
別
れ
た
。
日
は
既
に
落
ち
て
余
光
華
や
か
に
タ
の
袋
一
を
染
め
、
踊
れ
ば

我
進
入
品
開
論
者
は
淋
し
き
砂
山
の
頂
に
立
っ
て
沖
を
遥
か
に
眺
め
て
盾
た
。
其
後

自
分
は
此
男
に
過
は
な
い
の
で
る
る
。

V
と
詠
嘆
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
三
作
品
を
そ
れ
ぞ
れ
「
額
縁
に
な
さ
ま
っ
た

a

一
枚
の
絵
」
に
た
と

え
る

4

な
ら
ば
、
そ
ζ

に
描
か
れ
て
い
る
自
然
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
の
編
紘
的
作

在
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
を
、
製
約
し
て
言
え
ば
、
『
た
き
火
』

J

『
忘
れ
得
ぬ
人
々
』

j

『
少
年
の
悲
哀
』

J

『
酒
中
臼
記
』

j

『
女
難
』
と
並
べ
て
み
る
と
、
そ
ζ

κ、
人
聞
を
自
然
の
中
氏
と
ら
え
る
ロ

l
マ
ン
的
文
学
か
ら
、
人
間
生
活
そ
の

も
の
だ
け
を
客
観
的
に
描
く
自
然
主
義
文
学
へ
と
移
行
し
て
い
く
過
程
を
、
は

っ
き

D
見
て
と
る
ζ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
『
‘
出
向
E

日

記
』
、
『
運
命
論
者
』
、
『
女
難
』
の
三
作
品
の
中

K
、
独
歩
が
必
い
た
ロ
ー

マ
ン
的
自
然
の
終
意
の
姿
が
見
て
と
れ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

独
歩
の
作
品
の
引
用
文
は
す
べ
て
、
学
習
研
究
社
版
・
園
水
田
独
歩
全

集
に
よ
る
。

-12ー

注




