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宮
沢
賢
治
に
「
泉
あ
る
家
」
と
い
う
小
品
が
あ
る
。
郡
の
依
頼
で
土
性
調
査
に
当
っ
て
い
る

宮
沢
・
斉
田
の
二
人
の
青
年
が
、
山
中
で
行
き
暮
れ
、
谷
の
泉
で
出
透
っ
た
老
人
の
家
に
一
夜

の
宿
を
借
り
る
。
老
人
の
家
に
は
二
十
ば
か
り
の
孫
娘
ら
し
い
女
も
居
て
、
気
ま
り
悪
げ
に
黙

っ
た
ま
ま
応
待
を
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
夜
更
け
、
二
人
は
、
外
で
の
剣
舞
の
贈
し
ゃ
話
し

声
、
ま
た
、
酔
っ
た
鉱
夫
の
喚
き
声
に
二
度
ま
で
も
眼
を
醒
ま
さ
れ
る
|
|
そ
う
い
っ
た
話
で

木
山
ヲ
令
。

外
で
は
ま
た
は
げ
し
く
ど
な
っ
た
。

(
あ
あ
こ
ん
な
に
眠
ら
な
く
て
は
明
日
の
仕
事
が
ひ
ど
い
)
富
沢
は
思
ひ
な
が
ら
床
の
間

の
方
に
ゐ
た
斉
田
を
見
た
。

斉
田
も
は
っ
き
り
目
を
あ
い
て
ゐ
て
低
く
鉱
夫
だ
な
と
云
っ
た
。
宮
沢
は
手
を
ふ
っ
て

黙
っ
て
ゐ
ろ
と
云
っ
た
。
乙
ん
な
と
き
も
の
を
云
ふ
の
は
老
人
に
ど
う
し
て
も
気
の
毒
で

た
ま
ら
な
か
っ
た
。

外
で
は
い
よ
い
よ
暴
れ
出
し
た
。
た
う
た
う
娘
が
扉
風
の
向
ふ
で
起
き
た
。
そ
し
て

(
酔
っ
た
ぐ
れ
、
大
き
ら
ひ
だ
)
と
ど
う
や
ら
こ
っ
ち
を
見
な
が
ら
わ
び
る
や
う
に
誘
ふ

や
う
に
な
ま
め
か
し
く
咳
い
た
。
そ
し
て
足
立
田
も
な
く
土
間
九
お
り
て
戸
を
あ
け
た
。
外

で
は
す
ぐ
し
ず
つ
ま
っ
た
。
女
は
い
ろ
い
ろ
細
い
声
で
訴
九
る
や
う
に
し
て
ゐ
た
。
男
は
酔

っ
て
ゐ
な
い
や
う
な
声
で
み
ぢ
か
く
何
か
誤
き
か
ハ
ー
し
た
り
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
か
ら
二
人

は
し
ば
ら
く
押
問
答
を
し
て
ゐ
た
が
間
も
な
く
一
人
と
も
つ
か
ず
二
人
と
も
つ
か
ず
家
の

な
か
に
は
い
っ
て
来
て
わ
づ
か
に
着
物
の
う
ζ

く
音
な
ど
し
た
。
そ
し
て
い
っ
ぱ
い
に
気
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兼
ね
や
恥
で
緊
張
し
た
老
人
が
悲
し
く
こ
く
り
と
息
を
呑
む
音
が
ま
た
し
た
。

二
度
目
、
酔
っ
た
鉱
夫
に
眠
り
を
破
ら
れ
た
場
面
で
、
乙
の
作
品
は
、
乙
こ
で
終
っ
て
し
ま

う
。
夜
の
し
じ
ま
に
発
せ
ら
れ
る
秘
か
な
物
品
目
・
人
声
・
息
づ
か
い
が
、
専
ら
宮
沢
ら
の
位
置

つ
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か
ら
叙
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
し
た
が
っ
て
、
一
読
し
た
だ
け
で
は
、
向
う
の
事
態
は
必
ず
し
も

判
然
と
し
な
い
風
で
あ
る
。
が
、
老
人
が
、
こ
う
し
た
事
態
を
、
乙
の
上
も
な
く
不
体
裁
な
も

の
と
し
て
差
恥
し
て
い
る
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
蓑
恥
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
懸
念
通

り
に
客
で
あ
る
宮
沢
ら
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
点
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

あ
胞

が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
大
き
い
の
は
、
宮
沢
ら
町
場
の
青
年
の
前
に
、
夜
更
け
「
女
こ
引
ば

り
」
な
ど
と
い
う
卑
狼
な
言
葉
を
吐
く
男
た
ち
が
や
っ
て
来
、
の
み
な
ら
ず
、
娘
が
そ
う
し
た

男
の
一
人
を
家
に
引
き
入
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
狽
雑
な
暮
し
ぶ
り
を
曝
さ
ね
ば
な
ら
な

い
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
の
恥
し
さ
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
。
泉
の
傍
で
最
初
に
老
人
に
出
遭

っ
た
と
き
、
宮
沢
が
、
青
金
鉱
山
で
鉱
山
の
者
を
泊
め
る
宿
が
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
の
だ
が
と

言
う
。
す
る
と
、
乙
の
老
人
は
、
「
ま
だ
ま
る
で
の
子
供
」
の
よ
う
な
二
青
年
を
眺
め
や
り
、

「
不
思
議
な
表
情
を
し
て
笑
」
い
、
そ
れ
か
ら
、
「
青
金
で
誰
か
申
し
上
げ
た
の
は
う
ち
の
こ

と
で
す
が
、
何
分
汚
な
い
し
、
い
ろ
い
ろ
失
礼
ば
か
り
あ
る
の
で
」
と
答
え
る
。
乙
れ
は
、

明
ら
か
に
、
老
主
人
に
「
返
事
す
る
な
」
と
抑
止
さ
れ
て
い
た
娘
が
「
大
き
ら
ひ
だ
」
と
妙
に

な
ま
め
か
し
い
咳
き
を
も
ら
し
な
が
ら
物
慣
れ
た
様
子
で
出
て
行
き
、
外
の
男
を
中
に
引
き
入

れ
て
や
る
と
い
う
、
夜
更
け
の
出
来
事
の
伏
線
を
な
し
て
い
る
。
二
人
は
一
向
に
気
付
か
な
か

っ
た
の
だ
が
、
乙
の
老
人
の
家
は
、
恐
ら
く
は
、
近
在
の
鉱
山
労
働
者
を
相
手
に
酒
色
を
提
供

す
る
、
い
わ
ゆ
る
陵
旅
宿
の
類
な
の
で
あ
る
。
老
人
の
惹
恥
は
、
鉱
夫
相
手
に
そ
う
し
た
い
か

が
わ
し
い
生
業
を
事
と
し
て
い
る
暮
ら
し
ぶ
り
を
、
宮
沢
ら
、
町
場
の
ま
だ
子
供
ら
し
さ
の
抜

け
切
ら
ぬ
青
年
に
、
垣
間
見
さ
せ
る
破
目
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

一
方
、
こ
の
よ
う
に
気
兼
ね
と
慧
恥
で
恐
縮
し
切
っ
て
い
る
老
主
人
の
、
蚊
帳
一
枚
を
隔
て

た
乙
ち
ら
側
に
は
、
宮
沢
と
斉
田
の
二
青
年
が
眼
醒
め
て
い
て
ブ
老
人
や
老
人
の
さ
ら
に
向
う

の
娘
た
ち
の
気
配
を
敏
感
に
感
受
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
特
に
富
沢
は
、
あ
ま
り
の
不
体
裁
さ

nwu 



に
白
山
を
呑
む
の
さ
え
憤
っ
て
い
る
老
人
の
様
子
を
、
底
た
た
ま
ら
ぬ
思
い
で
感
じ
取
っ
て
い

る
。
老
人
が
か
く
も
恥
し
い
思
い
を
強
い
ら
れ
る
不
幸
な
場
面
に
、
自
分
が
立
ち
合
っ
て
い
る

こ
と
が
、
彼
に
は
「
気
の
毒
で
た
ま
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
蚊
帳
の
向
う
の
老
人
が
気
兼
ね
と

差
恥
で
消
え
入
り
た
い
よ
う
な
思
い
に
駆
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
、
宮
沢
も
ま
た
そ
の
思
い
を

察
し
て
、
気
の
毒
さ
に
消
え
入
り
た
い
よ
う
な
患
い
に
駆
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

*
 

さ
て
、
い
き
な
り
作
品
の
内
部
に
立
ち
入
る
恰
好
に
な
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る

と
、
乙
の
「
泉
あ
る
家
」
に
は
、
日
常
的
な
人
間
関
係
を
素
材
と
す
る
宮
沢
の
小
説
的
作

品
1
|以
下
、
詩
・
童
話
・
自
然
を
素
材
と
す
る
ス
ケ
ッ
チ
風
の
散
文
と
区
別
し
て
、
便
宜
的

ハ
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に
こ
う
呼
ぶ
ー
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
特
徴
を
明
瞭
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
恩
わ
れ

る。
そ
の
一
つ
は
、
作
品
の
心
理
的
傾
向
と
で
も
呼
ぶ
ぺ
き
特
徴
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
乙
乙
に

は
、
日
常
的
な
人
間
同
志
の
触
れ
合
い
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
作
者
の
モ
チ
ー
フ

は
、
そ
う
し
た
場
面
の
客
観
的
な
背
景
を
問
題
に
す
る
方
面
に
で
は
な
く
、
主
観
的
な
側
面
、

つ
ま
り
、
そ
う
し
た
場
面
で
の
人
物
の
心
理
の
状
態
の
方
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
「
泉
あ
る
家
」
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
、
退
職
官
吏
風
の
品
の
良
さ
を
潔
よ
わ
せ
た
老

人
が
営
む
山
中
の
酸
味
宿
と
い
う
設
定
は
、
こ
れ
だ
け
で
す
で
に
、
背
後
の
重
い
現
実
を
想
像

さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
だ
が
、
作
者
は
そ
う
し
た
背
景
の
方
は
読
者
の
勝
手
な
想
像
に
任
せ

た
形
で
、
作
品
を
、
た
だ
に
夜
更
け
の
悲
哀
感
の
漂
う
異
和
的
な
心
理
の
交
錯
状
況
に
突
き
進

め
、
そ
の
ま
ま
終
止
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

特
徴
の
二
つ
目
は
、
描
か
れ
て
い
る
心
理
が
、
他
者
に
対
す
る
受
身
性
に
根
差
し
た
心
理
で

あ
る
点
で
あ
る
。
乙
の
点
に
つ
い
て
は
少
し
く
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

右
の
場
面
で
宮
沢
が
抱
い
て
い
る
「
気
の
毒
」
と
い
う
心
理
を
分
析
的
に
眺
め
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
、
自
他
に
対
し
て
の
こ
様
の
意
識
の
動
き
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
彼
は
、

一
方
で
、
老
人
の
気
兼
ね
や
諸
島
恥
を
、
殆
ど
自
分
自
身
の
も
の
と
し
て
感
受
し
、
同
情
し
て
い

る
。
そ
の
限
り
で
は
、
彼
は
老
人
の
存
在
を
全
面
的
に
受
容
し
、
老
人
の
心
理
状
態
に
一
体
化

し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
が
、
他
方
、
彼
は
、
老
人
に
気
兼
ね
や
差
恥
を
強
い
て
い
る
の

が
、
こ
の
場
の
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
も
自
覚
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ

に
老
人
に
対
し
て
自
分
を
加
害
者
と
し
て
悪
く
患
う
よ
う
な
、
否
定
的
な
自
己
意
識
が
働
く
こ

と
に
な
る
。
宮
沢
の
「
気
の
毒
」
と
い
う
心
理
は
、
老
人
の
存
在
を
受
容
し
一
体
化
す
る
意
識

と
、
否
定
的
な
自
己
意
識
と
の
表
裏
し
た
意
識
で
あ
る
と
言
え
る
。
あ
る
い
は
、
富
沢
の
意
識

が
、
他
者
に
対
し
て
は
専
ら
受
容
的
・
肯
定
的
に
働
く
と
同
時
に
、
自
己
自
身
に
対
し
て
は
排

除
的
・
否
定
的
に
働
く
と
乙
ろ
に
、
「
気
の
毒
」
と
い
う
心
理
が
生
じ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
、
他
者
に
向
け
て
突
き
出
し
主
張
さ
れ
う
る
堅
固
な
自
己
は
も

と
よ
り
、
他
者
を
客
観
的
に
対
象
化
し
て
眺
め
う
る
自
己
も
存
在
し
な
い
。
富
沢
の
意
識
で

は
、
自
己
よ
り
も
他
者
の
存
在
の
方
が
優
先
さ
れ
た
状
態
に
あ
り
、
自
己
は
、
他
者
に
対
し
て

は
受
容
的
な
消
極
的
存
在
で
し
か
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
老
人
へ
の
「
気
の
毒
」
な
思
い
に
浸

さ
れ
て
い
る
富
沢
は
、
老
人
に
対
し
て
受
身
的
な
状
態
に
あ
る
と
言
え
る
。

「
泉
あ
る
家
」
の
「
気
の
毒
」
と
い
う
心
理
に
見
ら
れ
る
、
あ
い
表
裏
し
た
二
つ
の
意
識
傾

向
、
つ
ま
り
、
他
者
に
対
し
て
の
受
容
的
・
肯
定
的
な
意
識
傾
向
と
、
自
己
自
身
に
対
し
て
の

排
除
的
・
否
定
的
な
意
識
傾
向
と
は
、
い
ず
れ
の
傾
向
に
ウ
ヱ
イ
ト
が
置
か
れ
る
か
は
作
品
に

よ
り
違
っ
て
く
る
が
、
宮
沢
の
小
説
的
作
品
に
は
一
貫
し
て
現
わ
れ
て
お
り
、
作
品
の
重
要
な

特
徴
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
恐
ら
く
、
こ
こ
に
は
作
者
宮
沢
の
自
我
意
識
が
反
映

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
乙
れ
を
、
た
と
え
ば
我
が
園
の
小
説
作
家
の
一
典
型
た
る
志
賀
直
哉

の
作
品
な
ど
と
対
比
し
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
、
私
に
は
興
味
深
い
の
だ
が
、
そ
の
点
に
関
し

て
は
今
し
ば
ら
く
措
く
。
先
に
、
「
泉
あ
る
家
」
以
外
の
作
品
の
場
合
を
見
て
お
き
た
い
。
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宮
沢
の
散
文
小
品
中
、
最
も
小
説
ら
し
い
ま
と
ま
り
・
結
構
を
見
せ
て
い
る
の
は
、
「
十
六

日
」
で
あ
ろ
う
。
乙
れ
は
、
山
家
の
若
夫
婦
の
間
に
生
じ
た
さ
さ
い
な
い
ざ
乙
ざ
の
顛
末
を
描

い
た
作
品
で
あ
る
。

盆
の
十
六
日
、
妻
お
み
ち
と
の
ん
び
り
差
し
向
か
い
で
休
日
を
楽
し
ん
で
い
る
鉱
山
勤
め
の

嘉
吉
の
と
こ
ろ
守
化
石
探
し
の
町
の
学
生
が
道
不
案
内
で
舞
い
込
ん
で
来
る
。
せ
っ
か
く
の

団
撲
を
邪
魔
さ
れ
て
、
嘉
吉
は
始
め
は
不
機
嫌
な
顔
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
学
生
の
好
青
年
ぶ

り
に
直
ぐ
気
持
ち
を
ほ
ぐ
し
、
お
み
ち
の
持
ち
出
し
た
騰
を
す
す
め
る
な
ど
し
て
、
快
く
も
て

な
し
て
や
る
。
や
が
て
学
生
は
立
ち
去
り
、
嘉
吉
も
再
び
く
つ
ろ
い
で
謄
に
向
う
が
、
気
が
つ

く
と
、
妻
の
様
子
が
、
何
や
ら
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
妙
で
あ
る
。
彼
は
、
先
ほ
ど
の
、
日
頃
は

接
す
る
こ
と
も
な
い
町
の
学
生
の
前
で
の
差
じ
ら
い
の
様
子
な
ど
か
ら
、
心
を
動
か
さ
れ
た
ら

し
い
と
察
す
る
。
そ
し
て
、
俄
か
に
嫉
拓
か
ら
憤
激
し
、
お
み
ち
を
罵
る
や
ら
踏
を
蹴
飛
ば
す



や
ら
で
、
た
ち
ま
ち
朝
か
ら
の
団
撲
を
ぶ
ち
壊
し
に
し
て
し
ま
う
。
が
、
し
か
し
、
嘉
吉
の
そ

の
憤
激
も
、
決
し
て
長
続
き
は
し
な
い
。
「
酔
っ
た
狸
」
の
よ
う
な
泣
き
ぺ
そ
顔
で
片
付
け
を

始
め
る
彼
女
の
様
子
を
見
る
と
、
「
矢
も
た
て
も
た
ま
ら
ず
俄
か
に
お
み
ち
が
可
哀
さ
う
に
な

っ
て
」
し
ま
い
、
む
し
ろ
、
「
さ
っ
き
の
あ
の
顔
い
ろ
は
、
乙
っ
ち
の
邪
推
か
も
し
れ
な
い
。

及
び
も
し
な
い
あ
ん
な
男
を
、
い
き
な
り
一
言
二
言
は
な
し
て
、
そ
ん
な
乙
と
を
考
へ
る
な
ん

で
あ
る
乙
と
で
は
な
い
。
」
と
思
い
直
し
、
の
み
な
ら
ず
、
「
さ
う
だ
と
す
る
と
、
お
れ
が
あ

ん
な
大
学
生
と
で
も
引
け
目
な
し
に
ば
り
ば
り
談
し
た
。
そ
の
お
れ
の
力
を
感
じ
て
ゐ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
」
と
自
分
の
腕
力
に
自
負
を
回
復
、
早
速
に
、
今
の
は
冗
談
だ
か
ら
と
一
下
回
っ
て

宥
め
に
か
か
り
、
和
解
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
泉
あ
る
家
」
は
、
山
家
の
生
活
者
の
世
界
を
、
作
者
を
投
影
し
た
外
の
世
界
の
人
物
が
垣

間
見
る
構
造
に
な
っ
て
い
た
が
、
「
十
六
日
」
は
、
山
家
の
生
活
者
の
世
界
が
、
そ
の
住
人
自

身
の
立
場
で
描
か
れ
、
作
者
宮
沢
に
近
い
町
の
人
間
は
、
彼
ら
の
世
界
に
波
紋
を
も
た
ら
す
外

か
ら
の
悶
入
者
に
な
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
山
家
の
生
活
者
の
世
界
が
、
「
泉
あ
る
家
」
で

は
外
側
の
眼
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
十
六
日
」
で
は
、
内
側
の
限
を
通
し

て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
、
構
造
的
に
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。
作
者
宮
沢
の
実
生
活
上
の
行
動

か
ら
み
て
、
「
泉
あ
る
家
」
は
、
彼
自
身
の
実
体
験
に
即
し
て
舎
か
れ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る

が
、
「
十
六
日
」
の
方
は
、
発
想
の
契
機
は
実
体
験
に
あ
ろ
う
が
、
内
容
的
に
は
想
像
力
に
よ

る
虚
構
作
品
で
あ
ろ
う
。
そ
の
せ
い
で
も
あ
ろ
う
か
、
結
婚
三
年
目
の
夫
婦
の
生
活
風
景
と
し

て
は
、
文
字
通
り
に
「
ま
ま
ど
と
」
じ
み
て
い
る
気
が
す
る
の
だ
が
(
嘉
吉
と
お
み
ち
は
、
夫

婦
と
い
う
よ
り
も
兄
妹
の
よ
う
な
印
象
で
あ
る
が
、
乙
れ
は
グ
賢
治
と
妹
ト
シ
d

と
い
う
先
入

観
の
せ
い
で
あ
ろ
う
か
)
、
そ
れ
ぞ
れ
の
素
朴
な
心
情
は
生
き
守
つ
い
て
お
り
、
人
物
自
体
は
小

手
先
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
感
じ
は
な
い
。

そ
れ
は
さ
て
捨
き
、
作
者
の
モ
チ
ー
フ
が
素
材
の
主
観
面
、
心
理
に
あ
る
こ
と
は
改
め
て
一
言

う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
通
り
す
が
り
の
町
の
学
生
の
関
入
か
ら
心
民
一
的
な
異
和
が
生
じ
、
嫉
妬

と
な
っ
て
爆
発
、
し
か
し
、
妻
を
「
可
哀
さ
う
に
」
思
う
一
念
で
そ
れ
も
雲
散
霧
消
し
、
元
通

り
の
宥
和
が
回
復
す
る
ー
ー
と
い
う
具
合
に
、

ζ

れ
は
、
素
朴
な
山
家
の
住
人
の
心
情
世
界
に

惹
き
起
こ
さ
れ
た
波
紋
を
描
い
た
作
品
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
M
H

素
朴

な
山
家
の
住
人
の
心
情
グ
と
い
う
の
が
、
「
泉
あ
る
家
」
の
「
気
の
毒
」
と
い
う
心
理
同
様

に
、
他
者
に
対
す
る
受
身
性
に
根
差
し
た
も
の
で
も
あ
る
。

嘉
吉
は
刻
々
の
自
分
の
感
情
の
ま
ま
に
行
動
す
る
、
比
一
一
か
粗
暴
な
と
こ
ろ
の
あ
る
人
間
で
あ

る
。
し
か
し
、
一
定
の
感
情
に
駆
ら
れ
れ
ば
そ
の
感
情
の
ま
ま
に
自
分
を
押
し
通
す
、
自
己
中

心
的
な
単
純
な
感
情
的
人
間
か
と
言
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
彼
の
場
合
、
せ
っ
か
く

の
団
療
を
邪
魔
し
た
学
生
に
立
腹
は
し
で
も
、
相
手
の
気
の
好
さ
そ
う
な
の
に
気
付
け
ば
、
直

ぐ
に
「
気
に
入
っ
て
」
し
ま
っ
た
り
、
妻
の
さ
さ
や
か
な
浮
気
心
に
「
落
ち
は
じ
め
た
な
だ
れ

の
や
う
」
な
憤
激
を
し
て
も
、
彼
女
の
哀
れ
気
な
様
子
が
限
に
入
る
と
、
「
矢
も
た
て
も
た
ま

ら
ず
俄
か
に
可
哀
さ
う
に
な
っ
て
」
し
ま
っ
た
り
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
相
手
に
対
す
る
否
定

的
な
感
情
は
、
生
ま
身
の
相
手
の
前
で
は
そ
の
ま
ま
持
続
し
え
ず
、
い
と
も
容
易
に
好
感
・
同

情
と
い
っ
た
肯
定
的
な
感
情
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

嘉
吉
の
こ
う
し
た
点
は
、
勿
論
、
彼
の
善
良
さ
・
優
し
さ
と
言
っ
て
よ
い
の
だ
が
、
ま
た
別

の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
相
手
の
心
理
九
の
共
鳴
し
易
さ
・
一
体
化
し
易
さ
で
あ
り
、
そ

う
し
た
乙
と
か
ら
す
る
相
手
に
対
し
て
の
動
じ
易
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
は
、
刻
々
の
感
情

に
駆
ら
れ
易
い
人
間
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
感
情
が
相
手
の
様
態
に
極
め
て
敏
感
に
左

右
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
相
手
の
様
態
を
無
視
し
た
自
己
中
心
的
な
感
情
は
、
彼
に
は
見
ら
れ
な

為

。

団
撲
を
ぶ
ち
壊
し
に
し
て
し
ま
っ
た
場
面
で
の
嘉
吉
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
彼
に
は
ま
ず
、

「
か
ら
だ
が
風
と
青
い
寒
天
で
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
さ
れ
た
や
う
な
情
な
い
気
」
が
起
こ
る
。
惨

慌
た
る
有
様
で
散
ら
ば
っ
た
膳
や
青
い
寒
天
、
そ
こ
を
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
吹
く
、

明
か
る
い
戸
外
か
ら
の
風
|
|
恐
ら
く
、
そ
う
し
た
目
前
の
光
景
が
、
自
分
の
粗
暴
さ
を
背
責

す
る
よ
う
に
嘉
吉
は
感
受
し
、
情
な
さ
に
取
り
滋
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
乙
で
の
自
賓
の
念

に
は
自
己
否
定
的
な
意
識
が
働
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
に
、
お
み
ち
九
の
「
矢
も
た
て
も
た

ま
ら
」
ぬ
ほ
ど
の
同
情
の
念
、
「
可
哀
さ
う
」
な
思
い
に
か
ら
れ
、
自
分
の
邪
推
だ
と
思
い
直

し
、
早
速
に
和
解
の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
な
場
に
立
た
さ
れ
た
一
般
の
夫
で

あ
れ
ば
、
多
分
、
安
の
女
々
し
い
泣
き
面
に
厭
味
を
感
じ
た
り
、
自
分
の
振
舞
い
の
大
人
気
な

さ
に
ば
つ
の
惑
さ
を
覚
え
た
り
し
て
、
素
直
に
は
宥
め
に
は
か
か
れ
な
い
と
乙
ろ
で
あ
ろ
う

が
、
彼
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
拘
泥
は
皆
無
で
あ
る
。
妾
へ
の
同
情
の
念
が
湧
く
や
、
以
後
の

彼
の
意
識
は
、
ひ
た
す
ら
に
彼
女
を
肯
定
し
元
通
り
の
宥
和
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
集

中
し
、
自
分
自
身
九
の
顧
慮
は
生
じ
て
乙
な
い
。
読
者
は
、
お
み
ち
の
本
心
を
善
意
に
村
度
し

て
ゆ
く
う
ち
に
、
自
分
の
腕
力
に
自
負
を
抱
き
始
め
る
嘉
吉
に
、
思
わ
ず
笑
い
を
誘
わ
れ
る
の

だ
が
、
と
は
言
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
を
抜
け
目
の
な
い
厚
顔
な
人
物
だ
と
は
受
け
取
ら
な
い

だ
ろ
う
。
彼
の
心
理
は
、
お
み
ち
九
の
同
情
を
合
理
化
す
ぺ
く
、
あ
く
ま
で
も
相
手
本
位
に
、
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彼
女
の
身
に
よ
り
沿
っ
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
利
己
的
な
意
識
は
少
し
も
関

与
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
嘉
吉
は
、
殆
ど
無
私
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

本
質
的
に
無
私
な
筈
の
人
物
が
無
意
識
裡
に
自
分
の
腕
力
へ
の
さ
さ
や
か
な
自
負
を
抱
い
て
い

ハ
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る
、
そ
の
無
邪
気
さ
が
笑
い
を
誘
う
だ
け
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
自
己
の
非
に
対
し
て
は
強
い
自
責
の
念
を
抱
き
、
他
者
の
苦
痛
に
対
し
て
は

無
私
の
同
情
を
注
ぐ
嘉
吉
は
、
他
者
に
対
し
て
は
、
受
身
的
な
自
己
意
識
の
人
間
で
あ
る
と
言

え
る
。
彼
は
、
本
来
的
に
は
、
他
者
(
具
体
的
に
は
妻
の
お
み
ち
)
と
の
聞
の
一
体
的
・
共
生

的
な
関
係
に
お
い
て
自
足
し
て
い
る
よ
う
な
人
間
で
あ
り
、
他
者
に
依
存
し
た
個
と
し
て
の
自

立
性
を
持
た
な
い
人
間
な
の
で
あ
る
。
個
と
し
て
の
自
立
性
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
異
和
的

な
状
況
下
で
は
、
受
身
的
な
自
己
意
識
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
面
で
暴
君
的
な
と

こ
ろ
の
あ
る
嘉
吉
に
は
、
ま
た
、
一
個
の
大
人
と
し
て
は
あ
る
種
の
ひ
弱
さ
・
脆
さ
を
も
禁
じ

え
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
も
、
彼
が
他
者
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
受
身
的
な
人
間
で
あ
っ

て
、
自
己
の
宰
領
下
に
他
者
を
置
く
ζ

と
の
で
き
る
よ
う
な
強
靭
さ
を
持
つ
人
間
で
は
な
い
か

ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

「
泉
あ
る
家
」
と
「
十
六
日
」
に
描
か
れ
て
い
る
心
理
は
、
異
和
的
、
あ
る
い
は
対
立
的
な

客
観
状
況
に
あ
っ
て
、
相
手
を
思
い
や
り
、
同
情
す
る
形
で
の
他
者
に
対
す
る
肯
定
的
な
心
理

で
あ
る
が
、
乙
う
し
た
心
理
が
、
「
大
礼
服
の
例
外
的
効
果
」
の
場
合
、
も
う
少
し
相
手
と
の

間
に
距
離
を
置
い
た
形
で
拙
か
れ
て
い
る
。

乙
の
作
品
は
、
何
か
の
式
典
を
前
に
し
た
学
校
の
校
長
室
の
風
景
を
、
性
急
な
理
想
追
求
に

走
り
が
ち
の
学
生
と
彼
ら
の
性
急
さ
に
苦
慮
す
る
校
長
と
の
対
立
的
な
関
係
を
背
景
に
、
描
い

て
い
る
が
、
そ
う
し
た
対
立
的
な
客
観
状
況
の
方
に
モ
チ
ー
フ
が
置
か
れ
て
い
な
い
乙
と
、
前

二
篇
と
同
様
で
あ
る
。

作
品
は
至
っ
て
短
い
も
の
だ
が
、
冒
頭
か
ら
の
大
半
を
資
し
て
、
乙
れ
か
ら
始
ま
る
式
典
の

無
事
な
遂
行
を
念
じ
、
さ
さ
い
な
事
に
も
前
途
の
不
安
を
覚
え
、
早
く
か
ら
緊
張
し
切
っ
て
い

る
校
長
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
殆
ど
小
心
と
も
思
え
る
よ
う
な
、
責
任
感
で
金
縛

り
に
な
っ
た
よ
う
な
生
真
面
目
な
統
率
者
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
、
乙
の
校
長
の
姿
が
、
彼
の

不
安
の
一
元
凶
で
も
あ
っ
た
学
生
の
限
に
、
一
つ
の
美
的
な
感
動
を
与
え
る
姿
と
し
て
映
じ
た
こ

と
が
明
か
さ
れ
て
、
結
ぼ
れ
る
。

校
長
の
大
礼
服
の
乙
ま
や
か
な
金
彩
は
明
る
い
雪
の
反
射
の
な
か
で
ち
ら
ち
ら
ち
ら
ち
ら

顕
へ
た
。
何
と
い
ふ
こ
の
美
し
さ
だ
。
こ
の
人
は
乙
の
正
直
さ
で
こ
h

ま
で
立
身
し
た
の

だ
と
宮
沢
は
思
ひ
な
が
ら
悦
惚
と
し
て
旗
を
持
っ
た
ま
h

校
長
を
見
て
ゐ
た
。

富
沢
は
、
学
内
掲
示
板
に
迫
名
の
示
威
的
な
宣
言
文
を
張
り
出
す
不
穏
分
子
的
な
学
生
で
あ

る
。
し
か
し
、
い
つ
式
典
の
妨
害
に
出
る
か
も
し
れ
ぬ
と
不
安
を
抱
い
て
い
る
校
長
を
よ
そ
に

そ
の
宮
沢
は
、
窓
外
か
ら
の
雪
の
反
射
と
、
緊
張
か
ら
す
る
身
震
い
と
で
、
大
礼
服
の
金
彩
を

き
ら
め
か
せ
て
い
る
校
長
の
美
し
さ
に
、
索
直
に
感
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
乙
乙
で
は
、
大

礼
服
は
、
学
内
の
不
穏
分
子
的
存
在
で
あ
っ
た
宮
沢
に
対
し
て
、
図
ら
ず
も
「
例
外
的
効
果
」

を
発
揮
し
た
わ
け
で
、
本
篇
の
主
題
も
、
大
礼
服
な
る
物
の
美
が
、
校
長
と
い
う
一
人
の
誠
実

な
人
間
の
価
値
、
す
な
わ
ち
、
彼
を
現
在
の
地
位
に
ま
で
立
身
さ
せ
た
「
正
直
さ
」
と
い
う
美

質
を
表
徴
し
、
宮
沢
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
幾
分
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
意
外
性
に

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

乙
の
作
品
に
は
、
開
巻
、
重
い
緊
迫
感
が
漂
っ
て
い
て
、
何
か
一
つ
の
ド
ラ
マ
の
開
始
を
恩

わ
せ
る
ほ
ど
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
乙
の
風
景
の
背
景
に
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
客
観
的
に

は
決
し
て
の
ど
か
な
も
の
と
は
言
え
な
い
、
学
生
対
校
長
と
い
う
対
立
的
な
状
況
が
設
定
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
校
長
の
同
懇
の
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
乙
ろ
に
よ
れ
ば
、
富
沢

は
、
「
わ
れ
ら
は
わ
れ
ら
の
信
ぜ

β

さ
る
こ
と
を
な
さ
ず
」
と
い
っ
た
よ
う
な
宣
言
(
そ
れ
は
、

白
樺
派
の
自
我
主
張
め
い
て
い
て
、
作
者
宮
沢
の
呼
吸
し
た
時
代
の
空
気
を
伝
え
て
い
る
よ
う

に
恩
わ
れ
る
。
)
を
は
ば
か
ら
ぬ
学
生
で
あ
り
、
そ
の
宣
言
の
ま
ま
に
、
徳
育
会
の
席
上
で
の

校
長
に
対
し
て
、
「
ご
ま
か
し
の
な
い
国
体
の
意
義
」
を
問
い
札
し
さ
え
す
る
。
多
少
誇
張
し

た
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
う
す
る
乙
と
で
彼
は
、
一
個
の
公
人
と
し
て
の
校
長
の
思
想
性
を
問

う
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
所
与
の
職
責
の
無
事
な
遂
行
の
み
を
念
じ
て
い
る
生
真
面
目
な
校

長
は
、
主
観
的
に
は
ど
う
で
あ
れ
、
立
場
上
は
、
諮
問
者
宮
沢
と
深
刻
な
対
立
的
関
係
に
あ
る

の
で
あ
る
。

が
、
乙
の
作
品
で
は
、
そ
れ
も
あ
く
ま
で
も
背
景
で
あ
り
、
「
例
外
的
効
果
」
と
い
う
ユ
ー

モ
ア
を
生
む
た
め
の
道
具
立
て
と
し
て
の
設
定
に
す
ぎ
な
い
。
宮
沢
と
い
う
学
生
は
、
そ
の
よ

う
な
客
観
状
況
に
も
拘
ら
ず
、
式
典
を
前
に
緊
張
し
切
っ
た
大
礼
服
姿
の
校
長
に
、
彼
の
誠
実

な
人
柄
を
看
取
し
、
感
動
し
て
い
る
。
彼
の
そ
の
感
動
は
、
校
長
を
、
学
生
統
率
の
公
的
な
役

割
を
荷
っ
た
一
個
の
公
人
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
裸
の
一
個
人
と
し
て
見
る
と
こ
ろ

に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
校
長
は
、
公
人
と
し
て
見
る
こ
と
が
忘
却
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
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の
「
正
直
さ
」
に
よ
っ
て
現
在
の
地
位
に
ま
で
こ
つ
こ
つ
と
立
身
し
て
来
た
(
恐
ら
く
は
、
も

は
や
若
く
は
な
い
)
一
人
の
男
と
し
て
、
い
た
わ
り
と
好
感
を
も
っ
て
眺
め
ら
れ
、
富
沢
に
は

肯
定
さ
れ
、
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

富
沢
に
お
い
て
は
、
「
泉
あ
る
家
」
・
「
十
六
日
」
の
場
合
に
比
ぺ
る
と
、
相
手
に
対
し
て
の

主
体
性
は
保
た
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
校
長
を
大
礼
服
の
金
彩
と
同
一
平
面

上
の
存
在
と
し
て
、
専
ら
外
面
的
に
捉
え
、
相
手
の
内
面
状
態
に
同
化
・
一
体
化
す
る
事
態
か

ら
は
免
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
手
を
専
ら
グ
見
る
d

位
置
に
あ
っ
て
、
「
泉
あ

る
家
」
・
「
十
六
日
」
の
場
合
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
、
相
手
の
心
理
を
グ
思
い
や
る
d

、
あ

る
い
は
P

想
像
す
る
グ
の
で
は
な
い
か
ら
、
自
身
、
心
理
的
な
動
揺
を
来
た
さ
ず
に
済
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
相
手
を
P
見
る
M
M

に
留
ま
る
乙
と
が
で
き
る
程
度
に
は
、
宮
沢

は
、
こ
こ
で
は
主
体
性
を
保
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
小
心
な
校
長
を
た
だ
の
誠
実
な
老
人
と
し

て
素
直
に
見
る
宮
沢
に
は
、
大
礼
服
と
校
長
に
対
す
る
美
的
感
受
性
の
反
応
以
上
の
も
の
、
彼

自
身
の
個
性
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
は
、
何
も
な
い
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
の
点
で
は
、
や

は
り
、
主
体
の
稀
薄
な
人
物
の
印
象
も
拭
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。

四

こ
れ
ま
で
の
三
篇
の
作
品
で
は
、
他
者
は
受
容
さ
る
べ
き
肯
定
的
な
存
在
と
し
て
あ
り
、
そ

の
他
者
に
対
し
て
の
自
己
自
身
は
、
主
体
性
の
稀
薄
な
、
む
し
ろ
、
否
定
的
に
自
覚
さ
れ
る
よ

う
な
存
在
だ
っ
た
。
し
か
し
、
宮
沢
の
作
品
に
描
か
れ
る
他
者
が
常
に
そ
う
し
た
肯
定
的
な
姿

ぞ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
反
発
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
否
定
的
な
姿
の
他
者
も
、
勿
論
、

登
場
し
て
来
る
。
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
場
合
で
も
、
他
者
は
、
冷
た
く
突
き
離
し
て
徹

底
的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
、
自
己
の
主
体
性
を
圧
迫
し
脅
か
す
存
在
、
謂
わ

ば
、
抗
し
難
い
圧
力
と
し
て
、
顕
ち
現
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
時
に
は
、
本
来
な
ら
ば
、
他
者
に

向
け
ら
れ
る
べ
き
否
定
の
ヱ
、
不
ル
ギ
l
が
、
逆
に
自
己
自
身
の
方
九
突
き
つ
け
ら
れ
、
一
種
の

自
虐
的
な
様
相
す
ら
も
呈
し
て
く
る
。

た
と
え
ば
、
「
家
長
制
度
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
乙
れ
は
、
家
長
に
支
配
さ
れ
た
山
奥
の

農
家
の
人
間
関
係
を
一
人
称
独
自
体
で
写
し
た
小
篇
で
、
向
う
の
山
家
の
住
人
の
日
常
風
崇

が
、
こ
ち
ら
の
、
通
り
す
が
り
の
よ
そ
者
の
視
点
を
通
し
て
垣
間
見
ら
れ
る
と
い
う
構
造
は
、

先
の
「
泉
あ
る
家
」
の
夜
更
け
の
場
面
に
適
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
視
点
人
物
が
、
簡
の
中
の

向
う
の
人
間
の
緊
張
し
た
心
理
を
、
鋭
敏
に
察
知
し
て
、
同
情
を
寄
せ
て
い
る
点
も
、
殆
刊
に
変

り
が
な
い
。
こ
う
し
た
点
だ
け
か
ら
す
る
と
、
こ
の
作
品
付
、
「
向
穴
ホ
ヲ
町
家
」
〉
一
枚
べ
て
論
じ

て
も
よ
い
作
品
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
た
だ
、
「
泉
あ
る
家
」
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
家
長

制
度
」
で
は
、
反
発
と
否
定
の
対
象
と
な
る
べ
き
人
物
像
が
描
か
れ
、
そ
の
人
物
と
の
関
係
で

の
心
理
が
作
品
の
前
面
に
出
て
き
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
乙
こ
で
は
、
こ
の
家
の
主

人
は
、
「
私
」
の
向
う
の
炉
端
に
鎮
座
し
て
い
る
だ
け
で
、
一
肩
一
巾
の
広
い
屈
強
の
息
子
ら
を
完

全
に
威
し
、
さ
さ
い
な
粗
相
を
し
た
女
を
無
言
で
打
癒
し
、
折
憶
を
加
え
る
、
人
間
味
の
な
い

絶
対
者
と
し
て
、
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「
家
長
制
度
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
明
ら

か
に
、
そ
の
よ
う
な
冷
酷
な
絶
対
的
支
配
者
と
し
て
の
家
長
へ
の
非
難
・
抗
議
の
意
図
を
合
ん

だ
も
の
と
見
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
否
定
す
ぺ
き
家
長
に
、
「
私
」
が
「
ま
っ
た
く
身
も
世

も
な
い
」
と
い
う
思
い
で
対
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
身
も
世
も
な
い
」
と
い
う
言
葉

は
、
家
長
で
あ
る
主
人
と
向
か
い
合
っ
て
、
乙
の
場
に
居
る
乙
と
の
耐
え
難
さ
か
ら
発
せ
ら
れ

た
悲
鳴
で
あ
っ
て
、
憤
怒
・
敵
意
・
反
発
等
の
、
相
手
を
自
ら
積
極
的
に
否
定
し
て
ゆ
く
攻
撃

的
な
感
情
は
、
そ
こ
に
は
介
入
す
る
余
地
が
な
い
。
「
私
」
は
、
目
玉
を
「
古
び
た
黄
金
の
銭

の
や
う
」
に
光
ら
せ
、
「
酒
呑
童
子
」
の
よ
う
な
畏
怖
的
な
威
容
で
も
っ
て
乙
の
家
を
支
配
し

て
い
る
家
長
に
、
た
だ
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
私
」
は
、
よ
そ
者
と
し
て

向
う
側
の
世
界
か
ら
は
隔
て
ら
れ
、
彼
ら
と
の
間
に
異
和
感
を
抱
い
て
い
る
の
だ
が
、
一
方
で

は
、
息
子
ら
や
女
と
一
体
化
し
た
心
理
状
態
に
も
あ
り
、
心
理
的
に
は
、
彼
ら
と
同
様
に
家
長

の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
否
定
す
べ
き
前
近
代
的
な
人
間
関
係
の
宰
領
者
に
対
し
て
、

「
私
」
は
、
文
字
通
り
に
受
身
の
状
態
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

同
様
の
例
は
、
同
じ
一
人
称
独
自
体
の
小
篇
、
「
花
壇
工
作
」
、
「
疑
獄
元
凶
」
に
も
見
ら

れ
る
。「

花
壇
工
作
」
で
は
、
視
点
人
物
の
「
お
れ
」
は
、
病
院
の
花
壇
設
計
に
当
っ
て
い
る
比
一
一
か

気
取
っ
た
園
芸
家
で
あ
る
。
「
お
れ
」
は
、
見
知
り
の
町
や
村
の
人
た
ち
、
看
護
婦
ら
の
注
目

を
浴
び
な
が
ら
、
「
舞
台
に
居
る
や
う
な
す
っ
き
り
し
た
気
持
ら
」
で
花
壇
の
・
出
来
上
り
を
色

々
と
思
案
し
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
れ
ま
で
窓
か
ら
見
て
い
た
設
計
依
頼
者
の
病
院
長
が
陳
腐

な
設
計
案
を
携
え
て
介
入
し
て
き
た
乙
と
か
ら
、
周
聞
で
見
物
し
て
い
た
人
々
の
表
情
に
、
ど

ち
ら
が
頭
を
下
げ
る
か
と
い
っ
た
卑
俗
な
好
奇
心
が
現
わ
れ
、
そ
れ
に
気
付
い
て
し
ま
っ
た

「
お
れ
」
の
愉
快
な
創
造
の
気
持
ち
が
台
無
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
、
心
理
の
明
か

ら
陥
・
快
か
ら
不
快
へ
の
変
転
の
過
程
が
、
幾
分
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
筆
致
で
描
か
れ
て
い
る
。
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乙
の
作
品
の
後
半
都
で
は
、
「
お
れ
」
の
限
に
入
る
人
物
は
す
べ
て
否
定
的
に
見
ら
れ
て
い
る
。

「
音
楽
を
図
形
に
直
す
こ
と
は
自
由
で
あ
」
り
、
「
花
で

ω
2
5
0〈
白
ロ
の

F
Z
Z印
可
を
描
く

乙
と
も
で
き
る
」
と
考
え
る
ほ
ど
に
「
創
造
力
に
充
分
な
自
信
」
を
抱
い
て
い
る
「
お
れ
」
に

と
っ
て
は
、
「
博
士
を
三
人
も
使
っ
て
ゐ
る
偉
い
医
学
士
」
で
あ
り
な
が
ら
、
芸
術
的
創
造
を

解
せ
ず
、
「
正
方
形
の
な
か
の
退
屈
な
円
」
と
い
う
月
並
み
な
図
案
を
持
ち
出
す
病
院
長
は
、

「
憐
れ
む
べ
き
弱
い
精
神
の
学
士
」
で
あ
り
、
病
院
長
と
園
芸
家
の
意
見
の
く
い
違
い
の
場
面

を
、
「
院
長
さ
ん
と
そ
の
凶
芸
家
と
ど
っ
ち
が
頭
が
う
ど
く
だ
ら
う
と
い
っ
た
風
の
」
「
愚
か

な
愚
か
な
表
情
」
を
浮
か
べ
て
見
守
っ
て
い
る
連
中
は
、
芸
術
的
創
造
に
は
お
よ
そ
関
わ
り
の

な
い
卑
し
い
俗
衆
な
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
愚
劣
さ
に
対
す
る
否
定
的
な
意
識
の
働
き
方
は
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
来
た
ど
の

作
品
に
も
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
見
物
の
人
々
へ
の
感
情
は
、
「
考
九
て
も
胸
が

悪
く
な
る
」
と
い
っ
た
体
の
、
か
な
り
に
激
し
い
嫌
悪
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
否
定
的

な
意
識
が
、
愚
劣
な
彼
ら
に
対
し
て
、
「
お
れ
」
を
優
越
せ
し
め
る
か
と
い
う
と
、
こ
乙
で
は

そ
う
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
の
愚
劣
さ
が
意
識
さ
れ
る
と
、
む
し
ろ
、
心
理
的
に
狼
狽
・
動
癒
し

て
し
ま
い
、
も
は
や
仕
事
に
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
お
れ
」
は
、
園
芸
家
を
さ
し
措

い
て
「
正
方
形
の
な
か
の
退
屈
な
円
」
を
地
面
に
描
か
せ
始
め
る
病
院
長
を
前
に
、
正
面
切
っ

て
抗
弁
も
で
き
ず
、
「
も
う
今
日
は
だ
め
だ
。
設
計
図
を
搾
え
て
来
て
院
長
室
で
二
人
き
り
で

相
談
し
な
け
れ
ば
だ
め
だ
」
と
い
う
風
に
、
自
分
の
意
向
ん
を
賞
く
こ
と
で
こ
の
場
に
対
拠
す
る
と

い
う
意
志
は
、
全
く
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
怒
劣
さ
に
嫌
惑
を
抱
き
な

が
ら
も
、
実
際
に
は
、
彼
ら
に
優
越
し
た
対
応
は
何
ら
で
き
な
い
わ
け
で
、
そ
う
し
た
無
力
さ

の
自
覚
が
あ
れ
ば
乙
そ
、
彼
ら
愚
劣
な
者
に
対
し
て
、
「
あ
ん
ま
り
過
鋭
な
感
応
体
お
れ
を
撲

っ
て
や
り
た
い
」
と
い
う
、
自
虐
的
な
心
理
に
陥
っ
て
し
ま
う
乙
と
に
も
な
る
。
愚
劣
な
相
手

に
向
け
て
発
散
さ
れ
な
い
否
定
の
工
、
不
ル
ギ
l
は
、
無
力
な
自
分
自
身
の
方
に
屈
折
し
て
ゆ
く

ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
か
ら
言
う
と
、
「
花
壇
工
作
」
で
否
定
的
に
見
ら
れ
て
い
る
の
は
、
病
院
長
や

見
物
人
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
の
愚
劣
さ
に
軽
蔑
の
限
を
向
け
て
い
る
「
お
れ
」
も
ま

た
、
否
定
の
対
象
で
あ
る
。
と
一
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
こ
こ
で
直
接
の
否
定
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
「
お
れ
」
自
身
で
あ
る
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
衆
人

環
視
の
下
、
「
お
れ
」
が
「
創
造
力
に
充
分
な
自
信
」
を
抱
い
て
い
る
姿
は
、
そ
も
そ
も
最
初

か
ら
、
些
一
か
芝
居
が
か
っ
た
気
取
り
と
し
て
滑
稽
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
、
以
下
の
「
お
れ
」

の
、
病
院
長
や
見
物
人
九
の
反
応
も
、
正
面
切
っ
て
シ
リ
ア
ス
に
描
か
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ

る
。
「
お
れ
は
乙
の
愉
快
な
創
造
の
数
時
間
を
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
壊
し
た
窓
の
た
く
さ
ん
の
顔

を
で
き
る
だ
け
強
い
表
情
で
に
ら
み
ま
は
し
た
。
と
こ
ろ
が
誌
も
お
れ
を
見
て
ゐ
な
か
っ
た
。
」

と
い
っ
た
箇
所
で
は
、
一
人
悦
に
入
っ
て
、
創
造
力
に
充
ち
た
園
芸
家
と
し
て
注
目
の
的
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
幻
想
に
浸
っ
て
い
た
「
お
れ
」
は
、
殆
と
滑
稽
人
物
に
な
っ
て
い
る
。
滑
稽

人
物
と
し
て
笑
う
こ
と
で
否
定
的
に
見
ら
れ
て
い
る
の
は
、
何
よ
り
も
先
ず
「
お
れ
」
自
身
な

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
花
壇
工
作
」
は
、
「
あ
ん
ま
り
過
鋭
な
感
応
体
」
、
つ
ま
り
、

相
手
に
過
度
に
左
右
さ
れ
易
い
人
物
|
他
者
に
対
し
て
は
受
身
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
人
物

を
、
若
子
戯
固
化
し
て
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
一
プ
一
早
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
花
壇
工
作
」
に
つ
い
て
と
殆
ど
同
じ
こ
と
が
、
「
疑
獄
元
凶
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

「
疑
獄
元
凶
」
は
、
疑
獄
事
件
裁
判
の
被
告
席
に
立
た
さ
れ
て
い
る
政
党
の
総
裁
ら
し
き
老
被

告
を
独
自
者
に
、
そ
し
て
、
乙
の
独
自
者
に
対
峠
す
る
者
と
し
て
、
田
町
然
た
る
儀
容
を
も
っ
て

検
事
席
か
ら
見
下
し
て
い
る
青
年
検
事
を
配
し
た
作
品
で
あ
る
。
紙
幅
も
す
で
に
残
り
少
い
の

で
、
具
体
的
な
考
察
は
省
略
す
る
が
、
作
品
で
は
、
裁
判
開
始
直
前
に
お
け
る
、
こ
の
青
年
検

事
の
威
圧
的
な
態
度
に
気
圧
さ
れ
た
老
被
告
が
、
何
と
か
平
静
を
保
ち
、
自
己
の
体
面
を
損
う

ま
い
と
、
静
寂
な
自
然
風
景
を
思
い
浮
べ
て
み
た
り
、
相
一
千
を
に
ら
み
返
し
て
み
た
り
、
あ
る

い
は
、
現
下
の
心
境
を
漢
詩
に
案
じ
て
み
た
り
、
禅
の
語
録
を
暗
唱
し
て
み
た
り
、
辛
苦
・
焦

由向子
J

る
に
も
拘
ら
ず
、
同
情
々
、
平
静
を
夫
い
、
動
揺
し
て
ゆ
く

l
iそ
う
し
た
小
心
な
心
理

が
、
や
は
り
、
幾
分
か
戯
画
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
独
自
者
は
、
被
告
席
に
立
つ
と
い
う
特
殊
な
場
に
あ
る
者
の
負
い
目
が
作
用
し
て
い
る

と
は
一
一
百
え
、
未
だ
年
若
い
検
事
の
動
作
・
表
情
に
対
し
て
、
彼
我
の
社
会
的
地
位
・
肉
体
的
能

力
・
心
理
的
耐
久
力
等
の
優
劣
を
一
々
意
識
し
、
努
め
て
対
等
を
粧
お
う
と
す
る
あ
た
り
、
人
事

に
お
い
て
世
智
た
け
て
い
る
筈
の
老
政
治
家
に
し
て
は
、
比
一
一
か
他
者
に
動
じ
易
い
、
自
意
識
過

剰
の
気
味
の
あ
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
点
、
先
に
グ
小
心
d

と
い
う
言
葉
を
用
い
た
が
、
必

ず
し
も
現
実
の
損
得
ば
か
り
を
顧
慮
す
る
と
こ
ろ
で
の
小
心
さ
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
別
の
状

況
に
あ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
、
「
大
礼
服
の
例
外
的
効
果
」
の
校
長
が
見
せ
て
い
た
よ
う
な
誠
実

さ
・
生
真
面
目
さ
に
も
な
る
よ
う
な
、
よ
り
根
本
的
な
性
格
的
な
弱
さ
に
発
す
る
も
の
で
あ
ろ

- 24一

う
と
思
う
。
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さ
て
、
以
上
、
六
篇
の
作
品
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
心
理
面
に
作
者
の
モ
チ
ー

フ
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
描
か
れ
て
い
る
人
物
の
心
理
が
、
自
他
の
関
係
に
お
け
る
主
体
の

受
身
的
な
在
り
様
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
の
二
点
を
明
確
化
す
る
乙
と
に
主
眼
を
置

い
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。
勿
論
、
等
し
並
み
に
、
心
理
面
に
作
者
の
モ
チ
ー
フ
が
置
か
れ
て

い
る
と
は
言
っ
て
も
、
一
人
称
独
自
体
の
作
品
と
三
人
称
客
観
体
の
作
品
と
で
は
、
自
ら
に
、

心
理
の
表
現
法
・
そ
の
対
象
化
の
度
合
等
は
異
な
る
。
ま
た
、
主
体
の
受
身
性
に
根
差
し
た
心

理
と
は
言
っ
て
も
、
専
ら
プ
ラ
ス
の
イ
メ
イ
ジ
に
お
い
て
、
他
者
に
対
す
る
受
容
的
・
肯
定
的

な
心
理
を
描
い
た
「
大
礼
服
の
例
外
的
効
果
」
・
「
十
六
日
」
と
、
逆
の
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
イ

ジ
に
お
い
て
、
自
己
自
身
に
対
す
る
否
定
的
な
心
理
を
描
い
た
「
花
壇
工
作
」
・
「
疑
獄
元

凶
」
、
あ
る
い
は
、
自
他
に
対
す
る
肯
定
・
否
定
の
絢
い
交
ざ
っ
た
異
和
的
な
心
理
を
描
い
た

「
泉
あ
る
家
」
・
「
家
長
制
度
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
で
は
、
心
理
の
様
相
は
、
全
く
別
の
心
理
と

呼
び
う
る
ほ
ど
に
異
な
っ
て
い
る
。
肯
定
・
否
定
と
い
う
視
点
か
ら
作
品
を
見
て
来
た
け
れ
ど

も
、
実
際
の
所
、
こ
う
い
う
単
純
な
図
式
に
よ
る
切
り
分
け
で
は
、
微
妙
に
差
違
の
あ
る
各
作

品
の
心
理
の
特
徴
を
、
ど
れ
だ
け
掬
い
上
げ
ら
れ
る
も
の
か
、
心
も
と
な
い
気
が
せ
ぬ
で
も
な

し
か
し
な
が
ら
、
今
、
焦
点
在
各
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
の
、
自
他
の
関
係
に
お
け
る

主
体
の
在
り
様
と
い
う
点
に
絞
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が
、
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
、
他
者

の
様
態
に
過
度
に
敏
感
な
、
心
理
的
に
影
響
を
被
り
易
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
か
ら
、
彼
ら
を
、
他
者
に
対
し
て
の
主
体
性
の
稀
薄
な
受
身
的
な
存
在
と
見
倣
す
こ

と
は
充
分
に
納
得
の
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
各
作
品
で
の
対
入
場
面
の
状
況
を
作
り
出
し
て
い

る
の
は
、
彼
ら
の
そ
の
よ
う
な
在
り
様
な
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
一
見
、
相
互
に
何
の

関
係
も
な
い
し
4

う
に
見
え
て
も
、
そ
乙
で
の
彼
ら
の
心
理
は
、
基
本
的
に
は
他
者
に
対
す
る
受

身
の
心
理
と
し
て
一
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

内
容
商
で
の
こ
れ
ら
の
二
つ
の
特
徴
と
共
に
、
こ
乙
で
も
う
二
点
、
主
と
し
て
、
形
式
面
で

の
特
徴
を
挙
げ
て
お
く
。
一
つ
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
よ
う
な
こ
と
だ
が
、
い
ず
れ
も

極
め
て
短
い
、
小
篇
の
作
品
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
最
も
長
い
「
十
六
日
」
で
も
、
四
百
字
詰

原
稿
用
紙
に
換
算
し
て
十
三
枚
足
ら
ず
、
「
家
長
制
度
」
に
至
つ
て
は
僅
か
二
枚
余
り
に
す
ぎ

な
い
。
便
宜
的
に
と
は
言
え
、
殊
更
に

H
H

小
説
4

と
呼
ぶ
の
も
隠
隠
さ
れ
る
ほ
ど
の
、
文
字
通

り
の
掌
篇
な
の
で
あ
る
。

作
品
の
小
篇
化
と
い
う
こ
と
に
は
、
幾
つ
か
の
要
因
が
あ
ろ
う
が
、
内
容
面
で
の
問
題
が
特

に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
特
徴

を
も
っ
内
容
が
作
口
開
化
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
展
開
に
は
自
ら
限
界
が
あ
り
、
必
然
、
小
篇
化
を

免
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

素
材
的
に
は
日
常
の
人
間
関
係
が
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
描
か
れ
る
の
は
、
専
ら
、
限
ら
れ
た
具

体
的
な
一
場
面
で
の
人
物
の
意
識
や
感
情
で
あ
り
、
そ
乙
で
の
客
観
状
況
は
殆
ど
追
求
さ
れ
な

い
。
「
家
長
制
度
」
・
「
疑
獄
一
元
凶
」
の
場
合
、
明
ら
か
に
、
素
材
は
、
作
者
の
社
会
的
な
間

円
註
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題
へ
の
関
心
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
作
品
の
内
実
は
す
で
に
見
た
如
く
で
あ
り
、
作
者
の

そ
う
し
た
関
心
の
一
端
は
、
タ
イ
ト
ル
の
上
で
辛
う
じ
て
窺
う
乙
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。

先
ず
、
客
観
状
況
を
追
求
す
る
方
向
に
描
写
が
伸
び
て
ゆ
か
な
い
と
い
う
点
で
、
作
品
の
長
さ

は
限
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、
描
か
れ
る
人
物
も
、
他
者
と
の
聞
に
対
立
・

葛
藤
の
ド
ラ
マ
を
惹
き
起
こ
す
こ
と
の
な
い
、
他
者
に
対
し
て
は
受
身
的
な
存
在
で
あ
る
。
彼

ら
は
、
他
者
と
の
聞
に
対
立
的
・
異
和
的
な
状
況
が
生
ず
れ
ば
、
自
己
中
心
的
な
拘
泥
も
な

く
、
忽
ち
調
和
的
・
宥
和
的
な
状
況
に
回
帰
す
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
他
者
に
圧
迫
さ
れ

て
、
混
乱
し
た
心
理
状
態
の
ま
ま
立
ち
往
生
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
他
者
と
の
対
立
・
葛
藤
の

ド
ラ
マ
を
描
く
形
で
の
展
開
も
あ
り
え
ぬ
の
で
あ
る
。

断
わ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、
私
は
、
こ
う
し
た
点
を
も
っ
て
、
乙
れ
ら
富
沢
の
作
品
を
陵

す
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
日
常
の
人
間
関
係
を
素
材
に
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
別
段
、
対
立
・

葛
藤
の
人
間
ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
や
、
社
会
問
題

が
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
も
な
い
。
小
説
で
あ
る
以
上
、
何
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
よ

う
と
も
一
向
に
差
し
支
え
な
い
。
問
題
は
、
そ
れ
が
文
学
作
品
と
し
て
読
者
を
動
か
す
乙
と
が

で
き
る
か
否
か
、
そ
の
一
点
に
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
乙
れ
ら
の
作
品
は
、
日

常
の
一
つ
の
対
入
場
面
を
、
人
物
の
心
の
動
き
と
共
に
鮮
か
に
切
り
取
っ
て
み
せ
た
小
篇
と
し

て
(
殆
ど
グ
散
文
詩
d

の
如
き
も
の
と
し
て
)
、
そ
れ
ぞ
れ
、
確
か
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
有
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
乙
の
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
に
も
関
わ
る
乙
と
な
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
作
品

を
、
表
現
の
性
格
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
き
、
事
物
が
客
観
描
写
に
よ
っ
て
対
象
的
に
表
現
さ

れ
な
い
と
い
う
点
、
言
い
換
え
れ
ば
、
表
現
さ
れ
た
事
物
に
、
常
に
、
表
現
主
体
の
主
観
が
投

影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
も
、
見
落
せ
な
い
特
徴
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
繰
り
返
し
F

心
理
が
拾
か
れ
て
い
る
d

と
い
う
風
に
言
っ
て
き
た
。
が
、
そ
の

意
味
が
、
誇
わ
ゆ
る
心
理
小
説
の
よ
う
に
、
心
理
が
知
的
に
分
析
さ
れ
対
象
化
さ
れ
る
形
で
拾

va 



写
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
で
の
描
か
れ
方
は
、

心
理
の
直
接
表
現
の
部
分
は
単
な
る
説
明
に
止
ま
り
、
過
半
は
、
客
観
的
な
事
物
の
描
写
に
伴

っ
て
、
間
接
的
・
結
果
的
に
表
現
さ
れ
る
体
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
表
現
さ
れ
た
事
物
に
、
表

現
主
体
の
意
識
・
感
情
が
投
影
さ
れ
て
い
る
結
果
と
し
て
、
必
然
的
に
心
理
が
描
か
れ
て
く
る

わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
が
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
た
の
が
、
「
泉
あ
る
家
」
や
「
家
長
制
度
」
で
あ
ろ
う

と
思
う
。
「
泉
あ
る
家
」
の
夜
更
け
の
場
面
を
例
に
と
れ
ば
、
一
読
し
た
だ
け
で
は
、
読
者
に

は
、
客
観
状
況
が
判
然
と
し
な
い
。
老
主
人
の
家
が
腰
味
宿
に
類
し
た
い
か
が
わ
し
い
事
を
生

業
と
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
専
ら
読
者
の
想
像
に
委
ね
た
恰
好
に
、
奇
妙
に
同
盟
欧
化
さ
れ

て
い
て
、
直
接
に
伝
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
が
、
に
も
拘
ら
ず
、
気
兼
ね
、
差
恥
・
気
の
毒

と
い
っ
た
、
相
互
の
存
在
が
意
識
さ
れ
た
異
和
的
な
心
理
の
動
き
だ
け
は
、
極
め
て
鮮
か
に
伝

わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
表
現
主
体
で
あ
る
作
者
が
作
中
の
視
点
人
物
で
あ
る
富
沢
に
ぴ
っ
た

り
と
一
体
化
し
た
形
で
、
薄
閣
の
中
に
秘
か
な
物
音
・
人
声
・
息
づ
か
い
の
す
る
状
況
が
描
か

れ
て
い
て
、
状
況
を
外
側
か
ら
客
観
的
に
眺
め
る
視
点
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
と
乙

で
は
、
表
現
と
表
現
主
体
と
の
聞
に
距
離
が
介
在
せ
ず
、
両
者
が
一
穫
の
未
分
化
な
状
態
に
あ

る
、
あ
る
い
は
、
表
現
主
体
で
あ
る
作
者
の
即
自
的
な
表
現
と
し
て
、
作
品
が
成
立
し
て
い

る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
即
自
的
な
表
現
で
あ
れ
ば
乙
そ
、
表
現
に
作
者
の
意
識

・
感
情
等
の
内
面
の
緊
張
が
苧
ま
れ
、
客
観
状
況
が
描
か
れ
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
作
品
が
心
理

的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

表
現
が
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
文
体
の
問
題
と
し
て
言
え
ば
、
宮
沢
の

こ
れ
ら
の
小
説
的
作
品
の
文
体
は
、
本
質
的
に
は
、
事
物
そ
れ
自
体
を
喚
起
す
る
詩
の
そ
れ
で

全世
6
V

あ
っ
て
、
事
物
を
対
象
的
に
指
示
し
て
ゆ
く
散
文
で
は
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
と
思
う
。
本

稿
で
は
、
便
宜
上
こ
れ
ら
の
作
品
を
小
説
的
作
品
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
だ
が
、
作
品
の
内
実
に

即
し
て
言
え
ば
、
す
で
に
一
寸
漏
ら
し
た
の
だ
が
、
む
し
ろ
、

H
H

散
文
詩
d

と
で
も
呼
ぶ
ぺ
き

な
の
で
あ
る
。
実
際
の
所
、
富
沢
の
詩
は
、
彼
自
身
が
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
称
し
た
、
自
然

風
景
な
ど
の
客
観
世
界
の
様
相
を
、
主
体
の
心
理
の
動
き
も
ろ
共
に
記
述
し
て
ゆ
く
作
品
で
あ

っ
て
、
素
材
的
な
区
別
を
抜
き
に
す
れ
ば
、
乙
れ
ら
の
作
品
と
、
そ
れ
ら
の
「
心
象
ス
ケ
ッ

チ
」
と
の
境
界
は
、
な
か
な
か
に
立
て
に
く
い
の
で
あ
る
。
一
人
称
体
に
よ
る
作
品
の
場
合
、

特
に
そ
う
で
あ
る
。

乙
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
詩
人
と
し
て
の
宮
沢
の
本
質
を
ま
ぎ
れ
も
な
く
示
し
て

いヲ
h
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宮
沢
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
、
「
原
始
人
」
と
か
「
古
代
人
」
と
か
比
検
さ
れ
る
。
そ
の

意
味
は
、
彼
が
、
自
他
の
未
分
化
な
前
近
代
的
な
自
我
意
識
の
所
有
者
で
あ
る
、
と
い
う
乙
と

で
あ
る
。
同
様
に
、
志
賀
直
哉
も
、
自
他
未
分
の
前
近
代
的
な
自
我
の
所
有
者
と
し
て
、
「
原

始
人
」
・
「
自
然
人
」
と
い
っ
た
呼
ば
れ
方
が
さ
れ
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か

し
、
同
様
に
比
験
さ
れ
る
自
他
の
未
分
化
な
自
我
の
所
有
者
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
ら
が
極
め
て

異
な
っ
た
個
性
で
あ
る
乙
と
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
宮
沢
の
作
品
を
、
す
で
に
一
般
に
定
着

し
て
い
る
志
賀
像
を
念
願
に
置
い
て
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
容
易
に
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
共
通
部
分
、
し
か
も
か
な
り
重
要
な
共
通
部
分
も
あ
る
。
志
賀
の
作
品
の
本
領
が
短
篇

小
説
に
あ
る
乙
と
、
社
会
問
題
や
形
而
上
的
問
題
な
ど
の
抽
象
思
考
を
要
す
る
方
面
へ
の
関
心

が
乏
し
く
、
問
題
が
専
ら
対
人
関
係
で
の
心
理
面
に
置
か
れ
て
い
る
乙
と
、
作
品
が
作
者
の
内

面
の
緊
張
を
即
自
的
に
伝
え
、
作
品
と
作
者
と
の
間
に
距
離
・
落
差
が
な
い
乙
と
、
そ
し
て
さ

ら
に
、
そ
の
よ
う
な
作
品
が
グ
散
文
詩
d

と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
乙
と
等
、

こ
れ
ら
の
点
は
、
宮
沢
の
小
説
的
作
品
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
た
点
に
そ
の
ま
ま
通
ず
る
。
少

々
、
大
雑
把
に
過
ぎ
る
括
り
方
に
な
る
が
、
と
の
点
は
、
彼
ら
が
い
ず
れ
も
、
自
他
の
宥
和
・

一
体
を
前
提
と
す
る
我
が
国
の
一
元
論
的
な
精
神
風
土
上
で
の
即
自
的
な
存
在
で
あ
り
、
自
他

の
断
絶
・
対
立
を
前
提
に
発
達
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
知
性
と
の
本
質
的
な
関
わ
り
は
持
た
な
か

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
志
賀
が
、
自
我
意
識
の
分
裂

に
は
無
縁
の
、
思
索
と
行
動
の
一
致
し
た
統
一
体
と
し
て
、
作
品
よ
り
も
作
家
個
人
と
し
て
問

題
に
さ
れ
、
多
大
の
讃
仰
を
受
け
て
き
た
乙
と
は
、
宮
沢
が
、
や
は
り
、
文
学
・
科
学
・
信
仰

を
一
つ
の
個
性
の
裡
に
調
和
さ
せ
た
存
在
と
し
て
、
偶
像
化
を
生
じ
る
ま
で
に
讃
仰
を
受
け
て

き
た
乙
と
と
、
ど
ζ

か
相
い
通
ず
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
彼
ら
の
作
品
は
、
自
他
未

伽
d
一
元
論
的
精
神
風
土
に
培
わ
れ
た
感
性
の
即
自
的
表
現
と
し
て
、
過
剰
な
観
念
に
よ
り
、

そ
う
し
た
感
性
を
衰
弱
さ
せ
て
し
ま
っ
た
イ
ン
テ
リ
階
層
に
は
、
衝
撃
的
だ
っ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

と
は
い
え
、
そ
の
共
通
部
分
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
彼
ら
の
立
つ
地
盤
か
=
り
す
る
類
型

と
し
て
の
共
有
部
分
と
で
も
言
う
ぺ
き
も
の
で
、
彼
ら
の
個
性
自
体
の
共
通
性
を
示
す
も
の
で

は
な
い
。
彼
ら
の
作
品
の
内
実
に
一
歩
立
ち
入
れ
ば
、
両
者
は
全
く
対
鱗
、
的
な
存
在
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宮
沢
が
、
他
者
に
対
し
て
は
受
身
的
な
他
者
本
位
の
個
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性
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
志
賀
は
、
徹
底
し
た
自
己
本
位
の
個
性
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
十
六
日
」
と
の
対
比
で
、
私
は
志
賀
の
「
或
る
朝
」
そ
想
起
す
る
。
志
賀

は
、
乙
の
作
品
で
、
「
十
六
日
」
と
同
様
の
肉
親
閲
(
祖
母
と
孫
)
の
悶
着
の
顛
末
を
描
い
て

い
る
。
主
人
公
の
心
理
が
、
反
発
↓
葛
藤
l
v
和
解
に
よ
る
調
和
と
い
う
筋
道
を
辿
る
点
で
も
、

ハ
正

7

一
v

両
作
品
は
類
似
し
て
い
る
。
が
、
和
解
の
生
じ
方
の
点
で
は
、
両
作
口
聞
は
明
確
に
相
違
す
る
。

「
十
六
日
」
の
場
合
は
、
主
人
公
が
委
の
様
子
に
自
己
苛
責
と
同
情
を
生
じ
、
自
ら
和
解
の
手

を
差
し
伸
べ
る
と
い
う
よ
う
に
、
和
解
は
主
人
公
の
相
手
に
対
す
る
思
い
や
り
の
形
で
生
じ

る
。
対
し
て
、
「
或
る
抑
制
」
で
は
、
組
母
の
偶
然
に
見
せ
た
索
直
さ
に
、
主
人
公
信
太
郎
の
主

我
的
な
気
持
ち
が
折
れ
て
、
「
急
に
可
笑
し
く
」
な
り
、
「
可
笑
し
い
中
に
何
だ
か
泣
き
た
い

や
う
な
気
持
が
起
」
り
、
や
や
あ
っ
て
「
胸
の
す
が
す
が
し
さ
」
に
な
る
と
い
う
具
合
に
、
和

解
は
、
あ
く
ま
で
も
全
ん
少
の
心
卦
↑
作
仔
h
w
b
突
然
の
変
化
と
し
て
生
じ
る
。
そ
こ
で
は
、

祖
母
は
、
主
人
公
の
心
理
変
化
を
務
ら
す
き
っ
か
け
を
作
る
に
す
ぎ
な
い
。
主
人
公
は
、
祖
母

の
煩
わ
し
さ
に
反
発
し
、
彼
女
を
焦
ら
せ
、
怒
ら
せ
、
終
い
に
は
毒
々
し
い
一
一
一
一
口
業
で
泣
か
せ
て

し
ま
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
彼
が
現
下
の
自
己
の
感
情
に
忠
実
で
、
相
手
と
の
馴
れ
合
い
的
な

和
睦
は
潔
癖
に
拒
否
す
る
こ
と
か
ら
、
止
む
を
得
ず
生
ず
る
結
果
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
彼
の

我
侭
だ
け
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
。
自
己
の
、
語
わ
ば
感
情
の
自
然
の
前
に
は
、
相
手
が
い
か

に
あ
ろ
う
と
、
彼
は
自
分
を
曲
げ
る
乙
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
和
解
も
、
そ
の
感
情
の
自
然

か
ら
、
全
く
偶
然
に
生
じ
た
の
で
あ
る
。
相
手
の
様
態
に
は
左
宿
さ
れ
ず
、
自
己
の
感
情
ゆ
自

然
を
貫
徹
さ
せ
る
信
太
郎
は
、
嘉
吉
と
は
逆
の
自
己
本
位
の
人
間
で
あ
る
。

ゆ
き
ず
り
の
庶
民
の
姿
を
描
い
た
「
泉
あ
る
家
」
と
志
賀
の
文
壇
処
女
作
「
網
走
ま
で
」
と

を
比
ぺ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
言
え
る
。
「
網
走
ま
で
」
は
、
視
点
人
物
で
あ
る
「
自
分
」
の
眼

を
通
し
て
、
網
走
行
き
の
幼
児
連
れ
の
若
い
母
親
の
姿
を
好
ま
し
い
印
象
で
描
い
た
作
品
で
あ

る
が
、
そ
こ
で
も
、
「
自
分
」
は
、
「
顔
色
の
悪
い
、
頭
の
鉢
の
開
い
た
」
子
供
に
対
し
て

は
、
常
に
生
泌
的
な
不
快
感
を
抱
い
て
お
り
、
彼
ら
母
子
の
身
の
上
を
色
々
と
空
想
し
、
時
に

は
幾
分
感
傷
的
な
同
情
を
寄
せ
さ
え
し
な
が
ら
も
、
結
局
は
、
終
始
、
彼
ら
を
眺
め
る
こ
ち
ら

側
の
存
在
を
保
ち
続
け
る
。
相
手
へ
の
過
剰
な
同
情
に
よ
っ
て
、
自
身
ま
で
も
居
た
た
ま
れ
な

く
な
る
「
泉
あ
る
家
」
の
よ
う
な
事
態
は
、
志
賀
の
場
合
、
決
し
て
起
こ
ら
な
い
。
他
者
と
の

関
係
が
、
自
己
の
好
悪
の
感
情
を
貫
徹
さ
せ
る
形
で
決
定
さ
れ
る
志
賀
直
哉
の
場
合
、
自
他
未

分
と
は
、
他
者
を
自
己
の
裡
に
取
り
込
み
、
自
己
の
宰
領
下
に
置
く
こ
と
が
可
能
な
状
態
の
こ

と
で
あ
り
、
極
言
す
れ
ば
、
自
己
の
み
あ
っ
て
、
他
者
が
存
在
し
な
い
状
態
で
あ
る
と
も
言
え

る
。
他
方
、
自
己
が
他
者
の
様
態
に
鋭
敏
に
影
響
さ
れ
て
し
ま
う
宮
沢
の
場
合
は
、
対
際
的

に
、
他
者
の
み
あ
っ
て
自
己
が
な
い
と
い
う
形
で
の
自
他
未
分
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意

味
で
は
、
今
、
志
賀
の
場
A
1
a
を
、
凸
型
の
自
我
と
名
付
け
る
と
す
れ
ば
、
宮
沢
の
場
合
、
明
ら

か
に
凹
型
の
自
我
の
所
有
者
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

宮
沢
の
自
我
意
識
が
志
賀
と
は
対
際
的
な
構
造
を
示
し
て
い
る
乙
と
に
つ
い
て
は
、
彼
の
生

得
的
な
資
質
の
問
題
・
生
育
環
境
の
問
題
等
、
色
々
の
面
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
が
、

時
代
と
の
関
連
も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
志
賀
の
明
治
十
六
年
生
ま
れ
に
対
し
て
、
宮
沢

は
明
治
二
十
九
日
年
生
ま
れ
で
あ
り
、
世
代
的
に
は
す
で
に
、
芥
川
龍
之
介
以
後
の
昭
和
文
学
の

世
代
に
も
重
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
宮
沢
に
お
い
て
は
自
我
の
分
裂
・
解
体
と
い
う
問
題
が

無
縁
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
世
代
的
に
言
え
ば
、
志
賀
ゃ
、
そ
の
観
念
論
的
傾
向
の
点

で
は
、
宮
沢
に
よ
り
近
似
し
て
い
る
武
者
小
路
実
篤
ら
の
よ
う
に
は
、
自
己
の
感
情
や
観
念
に

絶
対
の
信
頼
を
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
当
然
だ
と
言
え
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

点
、
他
者
九
の
共
鳴
し
易
さ
が
、
そ
の
ま
ま
、
他
者
に
よ
る
左
右
さ
れ
易
さ
に
連
な
り
、
そ
れ

が
さ
ら
に
、
「
花
壇
工
作
」
の
例
の
よ
う
に
、
自
虐
性
に
ま
で
速
な
る
宮
沢
の
自
我
主
体
の
稀

薄
さ
を
見
る
と
、
改
め
て
、
宮
沢
と
同
世
代
の
作
家
の
小
説
と
の
比
較
が
必
要
に
な
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
が
、
予
定
の
紙
幅
を
超
過
し
た
今
、
そ
の
余
裕
は
も
は
や
な
い
。
別
の
機
会
に
耕

え
て
み
る
乙
と
に
し
た
い
。
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『
校
本
・
宮
沢
賢
治
全
集
第
十
一
巻
』
(
筑
摩
書
房

下
の
宮
沢
の
作
品
は
す
べ
て
同
警
に
よ
る
。

註
2

以
下
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
六
篤
は
『
校
本
・
全
集
』
で
は
、
「
初
期
短
篇
綴
」
中

の
「
家
長
制
度
」
を
除
い
て
は
、
「
『
短
篇
梗
概
』
等
」
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。

執
筆
時
期
は
、
宮
沢
の
最
晩
年
、
昭
和
八
年
七
月
以
降
の
執
筆
が
確
定
さ
れ
る
「
疑

獄
元
凶
」
を
除
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
花
壇
工
作
」
が
、
宮
沢
の
「
羅
須
地
人
協

会
」
設
立
後
の
活
動
を
反
映
し
て
い
る
乙
と
、
「
花
壇
工
作
」
・
「
大
礼
服
の
例
外
的

効
果
」
・
「
泉
あ
る
家
」
・
「
十
六
日
」
の
凶
篇
が
、
用
紙
・
字
体
の
類
似
し
た
下
書

き
稿
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
四
篇
は
大
正
十
五
年
以
降
に
執
筆
さ
れ
た
と

み
る
推
定
が
可
能
で
あ
る
。
宮
沢
の
作
風
は
、
大
正
十
五
年
前
後
を
墳
と
し
て
概
ね
現

実
的
傾
向
を
加
え
る
の
だ
が
、
乙
の
推
定
が
許
さ
れ
れ
ば
、
乙
れ
ら
小
説
的
作
品
も
、

そ
う
し
た
傾
向
の
現
わ
れ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
家
長
制
度
」
も
、
原
形
の
「
丹

註

-

昭
和

ω
・
9
)
に
よ
る
。
以



藤
川
」
か
ら
現
在
の
形
態
に
改
稿
さ
れ
た
時
期
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
か

な
り
下
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
主
題
ゃ
、
「
花
壇
工
作
」
・
「
疑
獄
元
凶
」
等

に
通
ず
る
タ
イ
ト
ル
の
付
け
方
か
ら
ゆ
く
と
、
少
々
乱
暴
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
に

は
、
こ
の
「
家
長
制
度
」
も
、
宮
沢
の
作
風
の
現
実
的
傾
向
の
付
加
を
示
す
一
例
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

註
3

串
田
孫
一
氏
に
、
宮
沢
の
ユ
ー
モ
ア
は
、
作
者
の
怒
り
の
感
情
が
相
手
に
対
し
て
持

続
-
徹
底
せ
ず
、
内
部
か
ら
崩
壊
現
象
を
惹
き
起
こ
す
と
乙
ろ
に
、
巧
ま
ず
し
て
結
果

的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
秀
れ
た
指
摘
が
あ
る
(
「
宮
沢
賢
治
の
調
刺
と
ユ

ー
モ
ア
」
『
宮
沢
賢
治
研
究
』
筑
摩
書
房
昭
和
お
・

8
)
。
「
十
六
日
」
の
嘉

吉
の
例
も
正
に
「
怒
り
の
内
部
崩
壊
」
を
示
し
て
い
る
。

註
4

「
家
長
制
度
」
の
「
私
」
の
心
理
状
態
に
つ
い
て
は
、
別
の
問
題
意
識
か
ら
だ
が
、

少
し
く
立
ち
入
っ
て
考
察
を
試
み
た
拙
稿
「
宮
沢
賢
治
『
家
長
制
度
』
ー
ー
そ
の
幻
想

的
発
想
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
『
近
代
文
学
試
論
』
ロ
号
昭
和
0
・
2
〉
を
参
照
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註
5

「
疑
獄
元
凶
」
は
、
執
筆
当
時
、
新
聞
報
道
も
さ
れ
て
い
た
、
実
際
の
疑
獄
事
件
に

取
材
し
た
作
品
で
、
宮
沢
が
父
親
政
次
郎
に
見
せ
る
た
め
に
書
い
た
と
も
言
わ
れ
る
。

註
6

原
子
朗
氏
に
、
す
で
に
、
「
〈
も
の

V
そ
の
も
の
の
言
語
」
、
「
呪
術
的
神
話
的
言

認
巴
と
い
う
宮
沢
の
言
語
の
質
の
規
定
が
あ
る
(
『
増
訂
文
体
序
説
』
新
読
書
社
昭

和
必
・

4
)
。

註
7

夙
に
、
赤
木
俊
(
荒
正
人
)
氏
が
、
「
或
る
朝
」
に
お
け
る
「
反
発
」
・
「
葛
藤
」

・
「
和
解
」
・
「
調
和
」
の
四
要
素
を
、
志
賀
の
作
品
構
成
の
重
要
な
要
素
と
し
て
指

摘
し
て
い
る
(
「
私
小
説
作
家
と
し
て
の
志
賀
直
哉
」
『
志
賀
直
哉
研
究
』
河
出

書

房

昭

m
-
6
)
。

。。ヮ“

付
記本

稿
が
成
る
に
際
し
て
は
、
磯
貝
英
夫
先
生
よ
り
多
大
の
御
指
導
を
賜
わ
っ
た
。
記
し
て

御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

(
昭
和
五
十
年
八
月
)


