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「
さ
い
か
ち
淵
」
の
冒
頭
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

さ
い
か
ち
淵
な
ら
、
ほ
ん
た
う
に
お
も
し
ろ
い
。

し
ゆ
っ
こ
だ
っ
て
毎
日
行
く
。
し
ゆ
っ
乙
は
、
舜
一
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
は
い

、
、
、
、

つ
で
も
し
ゆ
っ
こ
と
い
ふ
。
さ
う
い
は
れ
で
も
、
し
ゆ
っ
乙
は
少
し
も
怒
ら
な
い
。
だ
か

、
、
、
、
、
、
、
、

ら
み
ん
な
は
、
い
つ
で
も
し
ゆ
っ
乙
し
ゆ
っ
乙
と
い
ふ
。
ぼ
く
は
、
し
ゆ
っ
乙
と
は
、
ぃ
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ち
ば
ん
仲
が
い
い
。
け
ふ
も
い
っ
し
ょ
に
、
出
か
け
て
行
っ
た
。

乙
れ
は
、
作
品
全
体
の
序
文
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
か
ら
話
題
に
な
る
「
さ
い
か
ち
淵
」
、
そ
し

て
、
そ
の
語
り
手
「
ぼ
く
」
が
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
見
、
何
の
変
哲
も
な
い
序
文
で
あ
る
。

、
、
、
、

し
か
し
、
乙
乙
で
注
意
を
促
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
問
に
登
場
す
る
「
し
ゆ
っ
こ
」
で

あ
る
。
し
ゆ
っ
乙
は
、
「
さ
い
か
ち
淵
な
ら
、
ほ
ん
た
う
に
お
も
し
ろ
い
U
K
続
く
第
二
文
、、、

「
し
ゆ
っ
こ
だ
っ
て
毎
日
行
く
口
に
お
い
て
、
登
場
す
る
。
「
さ
い
か
ち
淵
」
に
は
、
「
し
ゅ、、

つ
乙
」
だ
っ
て
毎
日
行
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
さ
い
か
ち
淵
」
と
い
う
場
所
と
、
「
し
ゆ

っ
こ
」
と
い
う
人
物
と
の
二
つ
の
組
み
合
わ
せ
が
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
ら
し
い
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

し
か
も
、
「
し
ゆ
っ
乙
」
に
は
、
傍
点
が
付
い
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
後
に
は
、
「
し
ゆ
っ
こ

、
、
、
、

は
、
界
一
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
は
い
つ
で
も
し
ゆ
っ
こ
と
い
ふ
。
・
:
」
と
あ
る
よ

う
に
、
「
し
ゆ
っ
乙
」
と
い
う
名
前
に
つ
い
て
の
説
明
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「
し
ゆ
っ

乙
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
、
重
要
で
あ
る
乙
と
を
、
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
し
ゆ
っ
乙
登
場
の
後
、
「
ぼ
く
は
、
し
ゆ
っ
乙
と
は
い
ち
ば
ん
仲
が
い
い
」
と
い
う

一
文
に
よ
っ
て
、
語
り
手
「
ぼ
く
」
が
登
場
す
る
。
「
ぼ
く
」
は
、
自
己
紹
介
を
す
る
の
に
、

「
し
ゆ
っ
こ
と
い
ち
ば
ん
仲
が
い
い
」
と
し
て
、
足
れ
り
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
し
ゆ
っ

乙
と
い
ち
ば
ん
仲
が
い
い
」
と
い
う
乙
と
が
、
語
り
手
の
資
格
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と

の
よ
う
に
、
「
し
ゆ
っ
乙
」
は
、
「
さ
い
か
ち
淵
」
と
語
り
手
「
ぼ
く
」
と
の
両
者
に
、
強
い

関
り
を
持
っ
て
登
場
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
、
「
し
ゆ
っ
乙
」
と
い
う
名
を
持
っ
た
人
物
が
、
こ
れ
か
ら
の
話
に
、
何
ら

か
重
要
な
位
置
を
占
め
る
ら
し
い
と
い
う
乙
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
現
に
、
こ
の
読
者

秋

枝

保
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九
の
暗
示
は
、
作
品
中
ず
っ
と
、
「
し
ゆ
っ
こ
」
に
傍
点
が
付
け
ら
れ
て
い
る
乙
と
に

よ
っ
て
、
継
続
す
る
。
そ
し
て
、
作
品
末
尾
の
「
雨
は
ざ
あ
ざ
あ
ざ
っ
こ
ざ
っ
こ
、

、
、
、
、
、
、
、
、

し
ゆ
っ
こ
し
ゆ
っ
こ
U

の
叫
び
声
に
至
っ
て
、

一
挙
に
明
ら
か
に
さ

/
風
は
し
ゅ
う
し
ゅ
う

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
作
品
冒
頭
と
末
尾
の
関
係
か
ら
、
乙
の
作
品
全
体
は
、
冒
頭
に
お
け
る
暗
示

が
、
読
者
の
前
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
乙
の
作
品
を

読
む
、
と
は
、
そ
の
暗
示
を
徹
底
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
、
「
さ
い
か
ち
淵
」
と
は
一
体
ど
う
い
う
場
所
で
あ
る
の
か
、
そ
の
話
に
「
し
ゆ
っ
乙
」
と

「
ぼ
く
」
と
は
ど
の
よ
う
に
関
り
あ
う
の
か
、
乙
の
暗
示
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
分
析
の

目
を
作
品
末
尾
に
移
す
乙
と
に
す
る
。

作
品
末
尾
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
に
、
い
き
な
り
林
の
上
の
あ
た
り
で
、
雷
が
鳴
り
出
し
た
。
門
中
略
】
河
原

に
あ
が
っ
た
子
ど
も
ら
は
、
者
物
を
か
か
へ
て
、
み
ん
な
ね
む
の
木
の
下
三
週
げ
乙
ん

、
、
、
、

だ
。
ぼ
く
も
木
か
ら
お
り
て
、
し
ゆ
っ
こ
と
い
っ
し
ょ
に
、
向
ふ
の
河
原
へ
泳
ぎ
だ
し

た
。
そ
の
と
き
、
あ
の
ね
む
の
木
の
方
か
ど
乙
か
、
烈
し
い
雨
の
な
か
か
ら
、

「
雨
は
ざ
あ
ざ
あ
ざ
っ
乙
ざ
っ
乙
、

、
、
、
、
、
、
、
、

し
ゆ
っ
乙
し
ゆ
っ
こ
は
と
い
ふ
や
う
に
叫
ん
だ
も
の
が
あ
っ

- 29一

風
は
し
ゅ
う
し
ゅ
う

、
、
、
、

た
。
し
ゆ
っ
こ
は
、
泳
ぎ
な
が
ら
、
ま
る
で
あ
わ
て
て
、
何
か
に
足
を
ひ
っ
ぱ
ら
れ
る
や

う
に
し
て
遁
げ
た
。
ぼ
く
も
じ
っ
さ
い
こ
わ
か
っ
た
。

突
然
や
っ
て
き
た
夕
立
の
な
か
、
し
ゆ
っ
乙
と
「
ぼ
く
」
は
、
河
を
泳
ぎ
渡
ろ
う
と
す
る
。
そ

の
途
中
で
、
ど
こ
か
ら
か
「
雨
は
ざ
あ
ざ
あ
・
:
U
と
叫
ぷ
声
が
聞
こ
え
て
く
る
の
だ
。
そ
れ
は

恐
ろ
し
い
芦
で
あ
る
。
し
ゆ
っ
こ
は
、
「
ま
る
で
あ
わ
て
て
、
」
逃
げ
た
し
、
「
ぼ
く
」
も

、
、
、
、
、

し
ゅ
っ
と
し

「
じ
っ
さ
い
こ
わ
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
風
は
し
ゅ
う
し
ゅ
う

、
、
、
、
、
、
、
、

ゆ
っ
こ
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
し
ゆ
っ
こ
し
ゆ
っ
乙
」
の
傍
点
は
重
要
で
あ

る
。
「
風
は
し
?
っ
し
?
っ
し
ゅ
っ
と
し
ゆ
っ
乙
」
は
本
来
、
風
の
音
を
表
す
擬
音
語
で
あ

、
、
、
、
、
、
、
、

る
。
し
か
し
、
「
し
ゆ
っ
乙
し
ゆ
っ
乙
」
と
傍
点
が
付
け
ら
れ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
擬
音



、
、
、
、

語
に
、
「
し
ゆ
っ
乙
」
と
い
う
人
物
へ
の
暗
示
が
あ
る
乙
と
が
、
示
さ
れ
る
か
ら
だ
。
つ
ま

り
、
激
し
い
雨
の
な
か
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
関
乙
え
て
き
た
声
は
、
し
ゆ
っ
乙
を
暗
に
名
指

し
て
い
た
の
だ
。

乙
乙
に
至
っ
て
、
読
者
は
、
そ
の
よ
う
な
不
思
議
な
事
件
の
起
る
乙
と
が
、
「
さ
い
か
ち
淵
」

の
「
さ
い
か
ち
淵
」
ら
し
さ
に
他
な
ら
な
い
の
だ
、
と
気
付
く
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
乙
の

、
、
、
、

作
品
末
尾
で
は
、
「
し
ゆ
っ
乙
」
、
「
さ
い
か
ち
淵
」
、
そ
し
て
語
り
手
「
ぼ
く
」
、
つ
ま

り
冒
頭
に
登
場
し
た
三
つ
の
存
在
が
、
全
く
緊
密
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
読
者
の
そ
れ
ま
で
の
疑
問
は
、
一
挙
に
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
あ
の
不

思
議
な
声
と
は
一
休
何
で
あ
ろ
う
か
。
あ
の
冒
頭
の
暗
示
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の

問
題
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
笠
要
な
の
は
、
こ
の
部
分
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
関
り
方
、
「
ぼ

く
」
の
位
置
で
あ
る
。
夕
立
が
や
っ
て
き
た
と
き
、
「
ぼ
く
」
は
、
し
ゆ
っ
乙
と
一
絡
に
、
向
こ

う
の
河
原
へ
泳
ぎ
出
す
。
そ
し
て
、
「
ぼ
く
」
も
、
し
ゆ
っ
こ
と
共
に
あ
の
戸
を
聞
き
、
「
ぼ

く
も
じ
っ
さ
い
こ
わ
か
っ
た
U

と
、
恐
怖
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
ゆ
っ
こ
の
恐
怖
の
休

験
を
、
「
ぼ
く
」
も
同
時
に
体
験
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
に
体
験
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
し
ゆ
っ
乙
は
、
川
を
渡

り
き
っ
て
子
供
た
ち
の
そ
ば
に
若
い
た
と
き
、
ふ
る
え
な
が
ら
「
い
ま
叫
ん
だ
の
は
お
ま
?
り

だ
か
U

と
聞
く
。
「
ぼ
く
」
も
、
作
品
最
後
の
一
文
で
「
け
れ
ど
も
ぼ
く
は
、
み
ん
な
が
叫

ん
だ
の
だ
と
お
も
ふ
口
と
言
っ
て
い
る
。
戸
の
主
に
つ
い
て
の
、
「
し
ゆ
っ
こ
」
と
「
ぼ
く
」

の
判
断
は
、
揺
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
み
ん
な
」
で
な
い
何
者
か
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も

「
み
ん
な
」
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
言
わ
ば
、
こ
ん
な
不
思
議
な
こ
と
が
起
る
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
判
断
と
、
起
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
判
断
と
の
聞
の
動
揺
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
の
不
思

議
な
戸
は
、
こ
ん
な
乙
と
が
起
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
懸
念
が
悲
き
起
し
た
幻
覚
と
も
い

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
の
声
は
、
し
ゆ
っ
こ
の
心
象
風
景
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
ぼ
く
」

の
心
象
風
景
で
も
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
不
思
議
な
声
と
は
何
か
、
と
い
う
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
の
、
一
つ
の
鍵
を

握
る
の
は
、
語
り
手
「
ぼ
く
」
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
「
ぼ
く
」
の
語
り
の
分

析
を
す
る
こ
と
が
、
次
の
作
業
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
の
声
を
聞
く
に
至
る
「
ほ
く
」

の
中
の
必
然
性
、
「
ぼ
く
」
の
論
理
が
、
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、

「
八
月
十
四
日
」
の
「
ぼ
く
」
の
語
り
を
追
っ
て
み
よ
う
。

八
月
十
四
日
、
リ
ー
ダ
ー
格
の
し
ゆ
っ
乙
は
、
毒
も
み
〈
川
に
義
を
流
し
込
ん
で
、
織
を
獲

る
こ
と
)
を
し
よ
う
と
、
「
ぼ
く
」
や
そ
の
他
の
子
供
た
ち
を
誘
い
、
み
ん
な
と
共
に
、
さ
い

か
ち
淵
へ
向
か
う
o

そ
の
道
中
を
描
く
「
ぼ
く
」
の
語
り
は
、
辺
り
の
情
景
を
、
比
肱
慨
を
使
い

な

が

ら

、

入

念

に

描

写

し

て

い

る

。

、

“

ぼ
く
ら
は
、
蝿
が
雨
の
や
う
に
鳴
い
て
ゐ
る
い
つ
も
の
松
林
を
通
っ
て
、
そ
れ
か
ら
、
祭

の
と
き
の
瓦
斯
の
や
う
な
匂
の
む
つ
と
す
る
、
ね
む
の
河
原
を
急
い
で
抜
け
て
、
い
つ
も

の
さ
い
か
ち
淵
に
行
っ
た
。
今
日
な
ら
、
も
う
ほ
ん
た
う
に
立
派
な
雲
の
峰
が
、
東
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
。

辺
り
の
風
景
は
、
聴
覚
、
現
党
に
よ
る
比
聡
に
よ
っ
て
、
幻
想
性
を
帯
び
て
い
る
。
闘
の
鳴
き

声
は
、
辺
り
を
立
て
込
め
る
よ
う
に
降
る
雨
音
に
聡
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
辺
り
に
漂
う
熱

気
は
、
祭
の
と
き
の
瓦
斯
|
乙
れ
は
夜
后
等
で
燈
用
と
さ
れ
る
ア
セ
チ
レ
ン
で
あ
ろ
う
|
|
の

匂
に
吸
え
ら
れ
て
い
る
。
乙
れ
ら
の
比
聡
に
よ
っ
て
、
辺
り
は
、
あ
た
か
も
、
瓦
の
午
後
の
日

射
し
に
、
気
が
速
く
な
っ
た
と
き
の
、
幻
覚
の
よ
う
な
印
象
を
放
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
「
ぼ
く
」
の
視
線
は
、
乙
乙
で
初
め
て
一
気
に
、
束
の
空
や
烏
ケ
森
を
遠
望
す
る
。

そ
の
一
文
は
、
「
今
日
な
ら
も
う
ほ
ん
た
う
に
」
と
始
ま
り
、
そ
の
前
の
一
文
に
重
ね
て
使
用

さ
れ
た
「
い
つ
も
の
」
と
い
う
表
現
に
対
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
、
今

日
が
、
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、
い
つ
も
と
違
い
特
別
で
あ
る
こ
と
を
、
強
調
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
今
日
、
東
の
空
に
は
、
何
か
を
暗
示
す
る
よ
う
に
、
雲
の
峰
が
盛
り
上
が
っ
て
い

る
。
(
乙
れ
は
、
作
品
末
尾
で
夕
立
を
招
く
入
道
雲
で
あ
る
。
)
ま
た
、
夜
行
性
の
不
気
味
な

鳥
、
み
み
づ
く
を
速
想
さ
せ
る
烏
ケ
森
も
、
乙
と
さ
ら
に
ぎ
ら
ぎ
ら
と
育
く
光
っ
て
見
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
今
日
は
、
辺
り
の
風
景
が
何
か
不
吉
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
、
と
「
ぼ
く
」
は

と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
不
吉
な
陥
示
は
、
次
の
場
面
で
、
一
肝
不
吉
さ
を
摘
す
。
そ
れ
は
、
し
ゆ
っ
こ
が
青
い

胆
答
(
毒
物
)
を
淵
の
中
に
投
げ
込
む
場
面
で
あ
る
。
他
の
子
供
た
ち
は
、
一
心
に
、
胆
容
の

効
き
目
を
見
守
っ
て
い
る
o

と
こ
ろ
が
、
「
ぼ
く
」
ひ
と
り
は
、
「
水
を
見
な
い
で
、
向
ふ
の

雲
の
峰
の
上
を
通
る
黒
い
烏
」
を
目
撃
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
み
ん
な
の
期
待
を
裏
切

っ
て
、
胆
容
は
一
向
に
効
き
目
を
現
さ
な
い
の
だ
。
そ
れ
を
見
て
、
「
ぼ
く
」
は
、
「
昨
日
発

破
を
か
け
た
と
き
な
ら
、
も
う
十
疋
も
と
っ
て
ゐ
た
ん
だ
は
と
思
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
昨

日
の
よ
う
に
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
自
体
が
、
不
吉
な
暗
示
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い

っ
て
よ
い
。
淵
に
投
げ
込
ん
だ
毒
が
効
き
目
を
現
さ
な
い
の
は
、
そ
の
毒
を
淵
が
飲
み
込
ん
だ

か
の
よ
う
に
、
不
気
味
で
も
あ
る
。

- 30ー



こ
の
よ
う
に
、
八
月
十
四
日
に
お
い
て
、
「
ぼ
く
」
は
、
さ
い
か
ち
淵
へ
向
か
う
道
中
か
ら

ず
っ
と
、
辺
り
の
風
景
の
中
に
、
不
吉
な
暗
示
を
感
じ
続
け
て
い
る
乙
と
が
わ
か
る
。
何
か
不

安
を
抱
い
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
乙
の
不
吉
な
予
感
は
、
次
の
場
面
で
一
つ
の
確
信
へ
の

高
ま
り
を
見
せ
る
。
胆
擦
は
つ
い
に
効
き
目
を
現
さ
ず
、
魚
は
浮
び
上
が
っ
て
乙
な
い
。
し
ゆ

っ
こ
は
、
「
い
い
こ
と
を
し
て
見
せ
る
か
ら
あ
つ
ま
れ
」
と
、
勇
ん
で
み
ん
な
を
誘
っ
た
手

前
、
「
き
ま
り
が
悪
」
そ
う
で
あ
る
。
気
ま
ず
い
雰
囲
気
の
中
、
と
う
と
う
、
し
ゆ
っ
こ
は

「
鬼
っ
こ
し
な
い
か
U

と
言
い
出
す
。
「
す
る
、
す
る
o

」
と
み
ん
な
が
応
じ
て
、
鬼
っ
こ
が

始
ま
る
。
そ
し
て
、
「
ぼ
く
」
の
語
り
は
、
鬼
っ
こ
を
す
る
み
ん
な
の
様
子
を
追
う
の
で
あ

る
。
乙
乙
で
、
「
ぼ
く
」
は
、
最
後
に
鬼
に
な
っ
た
し
ゆ
っ
こ
と
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
み
ん
な

の
様
子
を
、
特
に
と
り
あ
げ
て
描
い
て
い
る
。

こ
の
場
面
で
は
、
「
ぼ
く
」
は
、
全
く
の
観
察
者
で
あ
る
。
群
か
ら
離
れ
て
一
人
だ
け
楊
の

上
に
の
ぼ
り
、
そ
こ
か
ら
、
み
ん
な
の
様
子
を
見
下
し
て
い
る
。
そ
こ
で
と
ら
え
ら
れ
た
「
鬼
っ

こ
」
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
鬼
に
な
っ
た
し
ゆ
っ
こ
は
、
「
さ
ア
き
か

ら
よ
っ
ぽ
ど
怒
っ
て
ゐ
た
と
見
え
て
、
『
ょ
う
し
、
み
て
ろ
。
』
と
云
ひ
な
が
ら
、
本
気
に
な

っ
て
、
ざ
ぷ
ん
と
水
に
飛
び
込
ん
で
、
一
生
け
ん
命
、
そ
っ
ち
の
方
へ
泳
い
で
行
っ
た
U

と
あ

る
よ
う
に
、
本
気
に
な
っ
て
、
鬼
に
な
り
き
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
追
い
か
け

ら
れ
る
子
供
た
ち
も
、
「
す
っ
か
り
恐
が
っ
て
し
ま
」
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
本
気
に
な

っ
て
、
鬼
に
追
い
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
し
ゆ
っ
こ
は
、
粘
土
の
「
根
っ
こ
」

か
ら
水
に
す
べ
っ
て
落
ち
た
者
た
ち
を
、
「
片
っ
ぱ
し
か
ら
つ
か
ま
へ
」
た
り
、
上
を
ま
は
っ

て
泳
い
で
逃
げ
た
三
郎
を
、
「
押
へ
た
ほ
か
に
、
腕
を
つ
か
ん
で
、
四
五
へ
ん
ぐ
る
ぐ
る
と
引

っ
ぱ
り
ま
は
し
」
た
り
、
乱
暴
ぶ
り
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
鬼
っ
こ
は
、
三

郎
の
、
「
乙
ん
な
鬼
っ
こ
も
う
し
な
い
U

と
い
・
27日
葉
で
、
お
し
ま
い
に
な
る
。
し
ゆ
っ
乙
の

乱
暴
ぶ
り
に
、
た
ま
り
か
ね
た
の
で
あ
る
。

乙
乙
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
、
事
実
と
し
て
の
鬼
っ
こ
は
、
三
郎
の
言
う
「
こ
ん
な
鬼
っ

こ
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
も
は
や
「
あ
っ
ち
へ
行
た
り
、
こ
っ
ち
へ
来
た
り
、
押
へ
た
り
押
へ

ら
れ
た
り
、
」
と
い
う
よ
う
に
は
、
遊
び
を
楽
し
む
乙
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
状
況
を
言
っ
て

い
る
。
み
ん
な
が
本
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。
子
供
の
遊
び
に
は
よ
く
あ
る
こ
と

で
あ
る
。

問
題
は
、
乙
の
状
況
を
「
ぼ
く
」
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
か
、
に
あ
る
。
そ
乙
で
重
要
な

の
は
、
乙
の
鬼
っ
乙
の
変
貌
を
描
く
場
面
が
、
「
し
ま
ひ
に
た
う
た
う
、
し
ゆ
っ
こ
一
人
が
鬼

に
な
っ
た
U

と
い
う
一
文
で
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
ぼ
く
」
は
、
こ
の

鬼
っ
乙
の
変
貌
を
、
し
ゆ
っ
こ
が
鬼
に
な
っ
た
乙
と
と
、
因
果
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
一

え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
し
ゆ
っ
乙
が
、
毒
も
み
を
し
た
|
|
淵
に
毒
を
投
げ

込
ん
だ

l
|張
本
人
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
の
場
面
か
ら
容
易
に
想
像

が
つ
く
。
「
ぼ
く
」
は
、
し
ゅ
っ
と
が
鬼
に
な
っ
た
と
た
ん
に
、
鬼
は
本
当
の
鬼
に
な
り
、
遊
び

は
遊
び
で
な
く
な
っ
た
と
と
ら
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
、
楽
し
め
な
く
な
っ
た
遊
び
の

状
況
を
、
遊
び
が
遊
び
で
な
く
な
っ
た
と
乙
ろ
の
あ
る
状
況
と
、
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
あ
る
状
況
が
何
で
あ
る
か
は
、
後
述
す
る
乙
と
に
し
て
、
「
ぼ
く
」
が
、
乙
の
現
実
の

鬼
つ
乙
の
変
貌
に
、
自
分
の
持
つ
懸
念

1
1
5く
」
を
と
ら
え
て
い
た
不
吉
な
予
感
ー
ー
と

の
、
何
ら
か
の
決
定
的
な
符
合
を
見
出
し
た
乙
と
は
確
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
ぼ
く
」

は
、
そ
の
直
後
、
ち
ょ
う
ど
夕
立
に
見
舞
わ
れ
た
辺
り
を
、
「
恐
ろ
し
い
景
色
」
と
と
ら
え

た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
激
し
い
雨
の
な
か
で
、
あ
の
戸
を
聞
く
乙
と
に
な
っ
た
の
だ
。
し
た

が
っ
て
、
そ
の
聞
の
「
ぼ
く
」
の
論
理
を
た
ど
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
毒
も
み
を
し
た
し

ゆ
っ
こ
は
鬼
に
ち
が
い
な
く
、
本
当
の
鬼
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
し
ゆ
っ
乙
を
脅
か
す
よ
う
な
声

が
、
ど
乙
か
ら
か
聞
こ
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
。

し
か
し
、
「
ぼ
く
」
の
中
で
、
鬼
っ
こ
の
場
面
と
、
そ
れ
に
続
く
あ
の
不
思
議
な
場
面
と
は
、

ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
つ
な
が
り
の
必
然
性
は
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
は
、
鬼
っ
こ
の
持
つ
論
理
を
追
及
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
解
決
さ
れ
よ
う
。

そ
の
疑
問
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
は
、
「
ぼ
く
」
が
と
ら
え
た
と
考
え
ら
れ
る
、
「
遊
び

で
な
く
な
っ
た
鬼
っ
乙
」
で
あ
る
。
「
遊
び
で
な
い
鬼
っ
こ
」
と
は
一
休
何
で
あ
ろ
う
か
。
鬼

つ
乙
は
「
鬼
ご
っ
こ
」
で
あ
り
、
乙
の
「
ど
っ
乙
」
遊
び
と
は
、
大
人
の
行
為
を
模
倣
し
た
遊

び
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
遊
び
で
な
い
鬼
っ
乙
」
と
は
、
模
倣
さ
れ
る
前
の
何
ら
か
の
行
為
そ

の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
「
鬼
っ
こ
」
は
、
一
体
何
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
答
え
て
く
れ
る
の
は
、
柳
田
国
男
氏
に
よ
る
、
次
の
よ
う
な
説
明
で
あ
る
。

鬼
遊
び
は
も
と
も
と
鬼
追
ひ
、
鬼
ム
チ
祭
な
ど
と
い
う
い
わ
ゆ
る
鬼
祭
の
神
事
に
起
原
す

る
も
の
で
あ
る
の
は
、
今
の
神
楽
の
中
の
鬼
の
所
作
な
ど
で
も
容
易
に
心
付
く
乙
と
で
あ

る
。
門
中
略
u
鬼
祭
は
鬼
が
さ
ん
ざ
ん
あ
ば
れ
た
後
に
、
神
の
威
の
前
に
服
従
す
る
と
い

う
、
神
の
功
績
申
佐
顕
わ
す
演
劇
で
あ
っ
た
。
鬼
遊
び
は
元
来
ワ
ザ
ヲ
ギ
で
あ
っ
h
w
g
v

円
注

g
v

「
ワ
ザ
ヲ
ギ
」
と
は
、
「
霊
を
招
ぎ
降
ろ
す
た
め
の
態
と
い
う
意
味
で
」
、
神
霊
を
招
き
降
そ

う
と
す
る
た
め
の
、
一
連
の
特
殊
な
行
為
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
神
社
に
伝
承
さ
れ
て

い
る
種
々
の
芸
能
の
本
来
の
形
と
さ
れ
て
い
る
。
鬼
遊
び
と
は
、
そ
う
し
た
神
事
に
関
係
す
る

s
a
4
v
 

演
劇
を
模
倣
し
た
遊
び
で
あ
っ
た
の
だ
。

子
供
た
ち
に
よ
る
「
鬼
っ
こ
」
と
、
そ
れ
を
楊
の
上
か
ら
眺
め
て
い
る
「
ぼ
く
」
と
は
、
ち
ょ

う
ど
、
上
演
さ
れ
て
い
る
演
劇
と
、
そ
の
観
衆
と
に
値
じ
て
い
る
の
で
あ
る
o
，
と
こ
ろ
が
、
そ
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の
演
劇
は
、
日
観
衆
の
「
ぼ
く
」
に
よ
っ
て
、
遊
び
が
遊
び
で
な
く
な
っ
た
|
|
演
戯
が
演
戯
で

な
く
な
っ
た

i
lよ
う
な
状
況
、
つ
ま
り
、
そ
の
演
劇
が
本
来
持
つ
神
が
か
り
的
な
状
況
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
場
合
の
神
が
か
り
的
状
況
と
は
、
す
な
わ
ち
、
鬼
が
本
当
の
鬼
で
あ
る
、
と
い
う
状
況

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
わ
ざ
お
ぎ
の
論
理
を
考
え
れ
ば
よ
い
。
神
を
招
き
降
す
た
め
に
は
、

そ
の
征
服
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
と
乙
ろ
の
鬼
が
、
本
当
の
鬼
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
そ
の
逆
を
考
え
れ
ば
、
鬼
が
本
当
の
鬼
に
な
っ
た
と
き
、
乙
の
演
劇
は
遊
び
で

な
く
な
っ
て
、
神
が
か
り
的
状
況
に
な
る
乙
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
あ
の
鬼
つ

乙
の
変
貌
を
、
し
ゆ
っ
乙
が
鬼
に
な
っ
た
乙
と
と
結
び
つ
け
た
、
「
ぼ
く
」
の
描
写
と
照
応
す

る
。
「
ぼ
く
」
の
中
で
、
淵
に
毒
を
投
げ
込
ん
だ
し
ゆ
っ
乙
は
、
本
当
の
鬼
で
は
な
い
か
、
と
い

う
懸
念
が
、
頭
を
も
た
げ
て
来
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
ぼ
く
」
の
視
点
を
得
る
乙
と
に
よ

っ
て
、
乙
の
鬼
っ
乙
は
、
そ
れ
が
本
来
持
っ
て
い
た
神
が
か
り
的
な
様
相
を
、
乙
乙
に
現
し
て

き
た
の
で
あ
る
。

そ
う
考
え
て
は
じ
め
て
、
あ
の
不
思
議
な
声
の
意
味
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
あ

の
声
は
、
鬼
で
あ
る
し
ゆ
っ
こ
に
脅
威
を
与
え
る
、
神
が
か
り
的
な
声
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
芦
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
、
乙
の
幻
覚
の
型
は
、
神
が
か
り
に
つ

き
も
の
の
託
宣
に
、
そ
の
基
盤
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
神
の
出
現
は
、
声
に
よ
っ
て
な

さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
日
本
古
来
の
型
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
乙
乙
で
は
、
子
供
た
ち
の
遊

び
か
ら
、
そ
れ
を
見
て
い
た
「
ぼ
く
」
の
中
で
、
そ
の
根
源
に
あ
っ
た
呪
術
的
な
体
験
が
、
呼

び
戻
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
れ
で
は
、
「
ぼ
く
」
の
中
で
、
し
ゆ
っ
こ
は
、
な
ぜ
鬼
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
ぼ
く
」
が
し
ゆ
っ
乙
と
共
に
あ
の
恐
怖
を
体
験
し
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
八
月
十
四
日
」
冒
頭
の
、
「
、
ほ
く
」
の
感
情
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ

'
G
。

し
ゆ
っ
乙
は
、
今
日
は
、
毒
も
み
の
丹
禁
を
も
っ
て
来
た
。
あ
の
ト
ラ
ホ
ー
ム
の
眼
の

ふ
ち
を
擦
る
青
い
石
だ
。
あ
れ
を
五
か
け
、
紙
に
包
ん
で
持
っ
て
来
て
、
ぼ
く
を
さ
そ
っ

た
。
巡
査
に
押
へ
ら
れ
る
よ
と
云
っ
た
ら
、
田
か
ら
流
れ
て
来
た
と
云
へ
ば
い
い
と
云
っ

た
。
け
れ
ど
も
毒
も
み
は
卑
怯
だ
か
ら
、
ぼ
く
は
厭
だ
と
答
へ
た
ら
、
し
ゆ
っ
乙
は
少
し

顔
い
ろ
を
変
へ
て
、
卑
怯
で
な
い
よ
、
み
み
ず
な
ん
か
で
、
だ
ま
し
て
取
る
よ
り
い
』
と

云
っ
て
、
あ
と
は
あ
ん
ま
り
、
ぼ
く
と
は
口
を
利
か
な
か
っ
た
。

乙
こ
に
あ
る
の
は
、
「
毒
も
み
」
を
す
る
こ
と
九
の
、
疾
ま
し
さ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
し
ゆ
っ
こ
個
人
に
対
す
る
批
判
で
は
な
い
。
し
ゆ
っ
乙
か
ら
鬼
っ
こ
を
し
よ
う
と
言
わ
れ

、

、

、

、

。

，

、

，

、

J
I

「
し
ゆ
っ
こ
が
、
ぼ
く
に
も
は
い
ら
な
い
か
と
云
っ
た
か
ら
、
も
ち

ろ
ん
ぼ
く
は
、
は
じ
め
か
ら
割
引
制
制
州
制
割
削
創
刊

U
叫
す
ぐ
手
を
出
し
た
日
(
波
線
筆
者
〉

と
、
言
っ
て
い
る
乙
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
だ
。
「
ぼ
く
」
は
、
決
し
て
、
毒
も
み
を
す

る
し
ゆ
っ
乙
を
、
卑
怯
だ
と
批
判
し
、
責
め
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
言
わ
せ

る
の
は
、
毒
も
み
と
い
う
行
為
九
の
、
漠
然
と
し
た
疾
ま
し
さ
で
あ
る
。

円注
5
M

乙
の
感
情
の
根
底
に
は
、
淵
と
い
う
場
所
の
、
伝
説
と
し
て
の
特
異
性
が
、
横
た
わ
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
伝
説
に
お
い
て
は
、
淵
に
は
主
が
お
り
、
そ
の
主
を
犯
す
よ
う
な
行

為
を
す
る
と
、
そ
れ
を
し
た
者
に
わ
ざ
わ
い
が
あ
る
、
と
い
う
禁
忌
が
伴
っ
て
い
る
の
だ
。

内
注
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「
遠
野
物
語
拾
遺
」
に
も
、
そ
う
い
う
淵
・
沢
・
池
の
話
を
、
い
く
つ
か
載
せ
て
い
る
。
言
わ

ば
、
そ
の
疾
ま
し
さ
は
、
禁
忌
を
犯
す
こ
と
に
対
す
る
疾
ま
し
さ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
子
供
た

ち
の
中
に
は
、
そ
の
禁
忌
が
そ
れ
と
な
く
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
現
に
、
「
八
月
十
三
日
」

末
尾
で
、
子
供
た
ち
は
、
見
知
ら
ぬ
大
人
に
向
か
っ
て
、
「
あ
ん
ま
り
川
を
濁
す
な
よ
/
い
つ

で
も
先
生
、
云
ふ
で
な
い
か
は
と
、
く
り
返
し
叫
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る

P

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
禁
忌
を
漠
然
と
信
じ
て
い
た
か
ら
乙
そ
、
「
ぼ
く
」
は
、
し
ゆ
っ
乙
か

ら
毒
も
み
の
誘
い
を
受
け
た
と
き
、
禁
忌
に
背
く
そ
の
行
為
の
結
果
に
つ
い
て
、
不
吉
な
予
感

を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
風
景
や
遊
び
の
中
に
そ
の
暗
示
を
見
続
け
、
つ
い
に
は
、

あ
の
声
を
聞
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
禁
忌
を
犯
す
よ
う
な
乙
と
を
し
た
か
ら
、
し

ゆ
っ
乙
は
鬼
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
乙
と
に
な
っ
た
の
だ
。

そ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
か
ら
も
、
い
え
る
の
で
あ
る
。
鬼
っ
こ
が
終
わ
っ
た
直
後

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
鬼
っ
こ
に
よ
っ
て
訣
別
し
た
子
供
た
ち
と
し
ゆ
っ
こ
と
は
、
淵
を
隔
て

て
、
向
こ
う
岸
と
こ
ち
ら
岸
と
に
向
か
い
合
っ
て
立
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
し
ゆ
っ
こ
の
姿

が
、
次
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

し
ゆ
っ
こ
は
、
そ
っ
と
、
あ
の
青
い
石
を
投
げ
た
と
乙
ろ
を
の
ぞ
き
な
が
ら
、
さ
い
か
ち

の
樹
の
下
に
立
っ
て
ゐ
た
。

乙
の
直
後
、
一
天
佼
か
に
か
き
曇
り
、
夕
立
が
や
っ
て
来
る
の
だ
が
、
乙
の
し
ゆ
っ
こ
の
姿
に

は
、
禁
忌
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
者
の
恐
怖
が
、
ま
ざ
ま
ざ
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
、
毒
も
み
を
す
る
乙
と
の
意
味
が
、
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

、
、
、
、

禁
忌
を
犯
す
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
、
し
ゆ
っ
乙
は
本
当
の
鬼
な
の
で
あ
っ
た
。

前
述
の
部
分
で
は
、
あ
の
不
思
議
な
声
を
、
「
鬼
っ
ζ

」
の
呪
術
の
論
理
か
ら
、
説
明
し
て

き
た
。
つ
ま
り
、
あ
の
鬼
っ
こ
は
、
「
ぼ
く
」
の
中
で
、
呪
術
的
様
相
を
帯
び
て
く
る
の
だ
。

し
か
し
、
そ
の
心
象
風
景
の
動
き
を
根
底
で
支
配
し
て
い
た
の
は
、
伝
説
に
伴
う
禁
忌
の
論
理

た
と
き
、

「
ぼ
く
」
が
、
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だ
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
禁
忌
と
呪
術
の
関
係
か
ら
考
え
れ
ば
、
納
得
の
い
く

こ
と
で
あ
る
。
呪
術
と
は
、
「
神
・
神
霊
・
精
霊
そ
の
他
の
超
自
然
的
存
在
に
働
き
か
け
、
そ

円
注
7
v

の
力
を
借
り
あ
る
い
は
操
作
し
て
積
極
的
に
対
応
策
を
と
ろ
う
と
す
る
技
術
」
と
説
明
さ
れ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
禁
忌
は
「
消
極
的
呪
術
」
と
解
説
さ
れ
る
。
禁
忌
の
場
合
、
そ
れ
が
犯

日、

さ
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
去
り
・
罰
等
と
い
う
制
裁
を
加
え
る
た
め
に
、
神
霊
が
現
れ
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
禁
忌
が
犯
さ
れ
た
と
き
、
逆
に
、
そ
乙
に
呪
術
の
論
理
が
発
動
し
て
く
る
と

い
う
乙
と
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
ぼ
く
」
の
論
理
の
根
底
に
あ
る
世
界
は
、
伝
説
の
世
界
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
。
伝
説
の
世
界
と
は
、
水
を
大
事
に
す
る
と
い
っ
た
、
村
人
の
生
活
に
根
ざ
し
た
信
仰
の

世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、
村
の
ま
わ
り
の
自
然
に
は
、
そ
う
い
っ
た
信
仰
に
根
ざ
し
た
不
思
議

な
空
間
が
い
く
ら
も
あ
っ
た
。
「
ぼ
く
」
の
聞
い
た
不
思
議
な
戸
と
は
、
そ
う
い
っ
た
村
人
の

信
仰
に
速
い
所
で
つ
な
が
っ
た
、
幻
想
の
産
物
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
不
思
議
な
声
の
正
体

は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
以
上
、
「
八
月
十
四
日
」
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
語
り
を
、
追
う
乙
と
に
よ
っ
て
、

あ
の
不
思
議
な
体
験
に
至
一
る
「
ぼ
く
」
の
中
の
幻
想
が
、
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
、
そ
の
幻
想
的
な
場
面
は
、
作
品
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

か
、
そ
れ
が
次
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
、
「
八
月
十
三
日
」
、
「
八
月
十
四
日
」
の
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
が
、
こ
の
両

日
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
八
月
十
三
日
」
は
、
「
ぼ
く
ら
が
、
さ
い
か
ち
淵
で
泳
い
で
ゐ
る
と
、
発
破
を
か
け
に
大

人
も
来
る
か
ら
お
も
し
ろ
い
U

と
い
う
一
文
で
、
始
ま
る
。
つ
ま
り
、
大
人
が
主
役
で
、
子
供

た
ち
は
そ
れ
を
観
察
す
る
側
に
あ
る
の
だ
。
そ
の
日
、
さ
い
か
ち
淵
で
遊
ん
で
い
る
と
、
「
石
神

の
庄
助
」
た
ち
が
、
発
破
を
か
け
に
や
っ
て
来
る
。
子
供
た
ち
は
、
非
常
な
興
味
を
持
っ
て
、

そ
の
大
人
の
行
動
を
見
守
っ
て
い
る
。
庄
助
の
「
ま
る
で
電
車
を
運
転
す
る
と
き
の
や
う
」
な
、

落
ち
つ
い
た
慣
れ
た
動
作
を
、
一
心
に
見
守
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
発
破
で
浮
か
ん
で
来
た
窯

を
、
大
人
た
ち
の
目
を
盗
み
な
が
ら
、
喜
び
勇
ん
で
拾
う
の
で
あ
る
。
三
郎
な
ど
は
「
ま
る
で

瓜
を
す
す
る
と
き
の
や
う
な
声
を
出
し
」
て
、
「
顔
を
ま
っ
赤
に
し
て
よ
ろ
こ
ん
で
」
い
る
の

で
あ
っ
た
。
有
頂
点
に
な
っ
た
三
郎
は
、
「
発
破
か
け
だ
ら
、
雑
貨
撒
か
せ
U

と
、
は
ね
な
が

ら
高
く
叫
ぶ
。
少
年
た
ち
に
と
っ
て
は
、
血
沸
き
肉
踊
る
、
本
当
に
楽
し
い
休
験
で
あ
る
。
乙

の
楽
し
さ
が
、
翌
日
十
四
日
、
し
ゆ
っ
乙
に
、
大
人
の
発
破
を
真
似
た
毒
も
み
を
、
尽
い
つ
か

せ
る
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
そ
の
大
事
な
獲
物
の
焦
を
、
石
で
囲
ん
だ
小
さ
な
生
洲
の
中
に
、
閉
じ
込
め
て
、

ま
た
も
と
の
よ
う
に
、
石
取
り
を
始
め
る
。
そ
こ
で
変
な
人
物
が
登
場
す
る
。
そ
の
人
物

は
、
「
変
に
鼻
の
失
っ
た
、
洋
服
を
着
て
わ
ら
じ
を
は
い
た
人
」
で
あ
っ
て
、
村
の
人
間
で
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
の
人
は
、
「
鉄
砲
で
も
な
い
給
で
も
な
い
、
お
か
し
な
光
る
長

い
も
の
を
せ
な
か
に
し
よ
っ
て
、
手
に
は
ス
テ
ッ
キ
み
た
い
な
鉄
砲
を
も
っ
て
」
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
人
は
、
戦
闘
的
と
で
も
い
う
べ
き
イ
メ
ー
ジ
で
、
と
ら
え
ら
れ
て
お

り
、
そ
乙
に
、
よ
そ
者
に
対
す
る
「
ぼ
く
ら
」
の
警
戒
心
を
、
読
み
取
る
乙
と
が
で
き
る
。
さ

ら
に
、
そ
の
人
は
「
ぼ
く
ら
の
魚
を
、
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
扱
き
ま
は
」
す
。
「
ぼ
く
ら
」
は
、
大

事
な
宝
物
に
害
を
加
え
ら
れ
て
、
「
み
ん
な
怒
っ
て
」
し
ま
い
、
警
戒
心
は
怒
り
に
転
ず
る
。

そ
の
直
後
、
「
ぼ
く
ら
」
は
、
そ
の
人
の
行
動
を
、
す
ぐ
に
河
を
わ
た
る
で
も
な
く
、
い
か
に

も
わ
ら
じ
ゃ
脚
鮮
の
汚
な
く
な
っ
た
の
を
、
そ
の
ま
b

洗
ふ
と
い
ふ
ふ
う
に
、
も
う
何
ぺ
ん
も

行
っ
た
り
来
た
り
」
(
波
線
筆
者
)
す
る
、
と
と
ら
え
る
。
つ
ま
り
、
淵
を
汚
す
よ
う
な
行
動

と
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
乙
で
は
、
こ
の
異
様
な
よ
そ
者
に
対
す
る
対
立
感
情
が
、
子
供
た
ち
の
中
に
あ
る
禁
忌
の

論
理
を
触
発
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
子
供
た
ち
の
現
実
認
識
は
、
感
情
に
支
配
さ
れ
や
す

m
注
ω

乙

ぃ
。
発
破
や
蒜
も
み
に
興
味
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
滞
り
な
く
楽
し
く
行
わ
れ
て
い
る
間

は
、
禁
忌
は
彼
等
の
念
頭
に
な
い
。
し
か
し
、
一
旦
彼
ら
の
対
立
感
情
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な

人
物
が
登
場
す
る
と
、
そ
の
人
物
を
非
難
す
る
た
め
の
論
理
(
|
ー
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う

禁
止
の
形
式
)
と
し
て
の
禁
忌
が
、
頭
を
も
た
げ
て
く
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
人
物
の
行
動

を
、
そ
の
主
観
に
あ
て
は
め
て
、
見
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
(
十
四
日
に
お
い
て
「
ぼ
く
」
を

支
配
し
た
の
は
、
禁
忌
を
犯
す
側
の
論
理
で
あ
る
が
、
乙
乙
に
あ
る
の
は
、
反
対
に
、
人
を
責

め
る
論
理
と
し
て
の
禁
忌
で
あ
る
。
)
そ
の
た
め
に
、
「
ぼ
く
ら
は
い
よ
い
よ
、
気
持
が
悪
く

な
っ
て
」
く
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に
、
し
ゆ
っ
乙
が
音
頭
を
と
り
、
一
斉
に
「
あ
ん
ま
り
川
を

濁
す
な
よ
。
い
つ
で
も
先
生
云
ふ
で
な
い
か
U

と
叫
び
出
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
を
受
け
取
る
よ
そ
者
に
は
、
禁
忌
が
全
く
通
じ
な
い
。
ま
た
、
子
供
特
有
の

そ
の
論
理
が
通
じ
る
は
ず
は
な
い
。
現
に
、
乙
の
よ
そ
者
は
、
そ
の
叫
び
声
に
対
し
て
面
喰

ぃ
、
「
こ
の
水
呑
む
の
か
、
乙
乙
ら
で
は
U

と
か
、
「
川
を
あ
る
い
て
わ
る
い
の
か
U

と
か
、

的
は
ず
れ
な
乙
と
し
か
言
う
乙
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
子
供
た
ち
の
予
想
し
て
い
た

乙
と
は
、
全
く
お
乙
ら
な
い
。
そ
し
て
、
「
ぼ
く
ら
」
は
あ
て
が
は
ず
れ
て
、
そ
れ
ま
で
の
緊

張
が
俄
か
に
ゆ
る
み
、
「
が
ら
ん
と
し
た
気
持
」
に
な
る
。
ま
た
、
罪
の
な
い
人
に
罪
を
着
せ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
「
気
の
毒
さ
」
を
、
感
じ
る
と
と
に
も
な
る
。
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乙
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
乙
の
「
八
月
十
三
日
」
末
尾
と
、
「
八
月
十
四
日
」
末
尾
と
の

照
応
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
場
面
も
、
あ
る
一
人
の
人
物
に
対
し
て
、
あ
る
叫
び
声
が
投
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
違
う
の
は
、
乙
の
ニ
つ
の
場
面
を
描
く
、
「
ぼ
く
」
の
視
点
で
あ

る
。
「
八
月
十
三
日
」
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
叫
ぶ
子
供
た
ち
の
側
に
、
「
ぼ
く
」

の
視
点
が
あ
る
。
と
乙
ろ
が
、
「
八
月
十
四
日
」
の
場
合
は
、
「
ぼ
く
」
は
、
し
ゆ
っ
こ
と
二

人
で
川
を
渡
り
な
が
ら
、
共
に
あ
の
声
を
聞
く
。
そ
し
て
、
他
の
子
供
た
ち
は
、
先
に
河
原
に

あ
が
っ
て
、
ね
む
の
木
の
下
で
雨
宿
り
を
し
な
が
ら
、
そ
の
二
人
を
見
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
八
月
十
四
日
」
に
お
い
て
は
、
「
ぼ
く
」
の
視
点
は
、
叫
ば
れ
る
者
の
側
に
あ
る
の
だ
。
こ

の
二
つ
の
場
面
を
重
ね
合
わ
す
乙
と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
乙
と
が
わ
か
る
。
「
八
月
十
三

日
」
に
お
い
て
、
ま
ず
、
叫
ぶ
子
供
た
ち
の
心
理
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、

「
八
月
十
四
日
」
に
お
い
て
、
「
ぼ
く
」
の
視
点
か
ら
隠
さ
れ
た
、
そ
の
他
の
子
供
た
ち
の
心

理
を
、
そ
れ
と
な
く
椅
い
知
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
乙
と
で
あ

る。
具
体
的
に
言
え
ば
、
十
三
日
末
尾
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
、
叫
ぶ
者
の
心
理
と
は
、
次

の
よ
う
に
な
る
。
よ
そ
者
に
対
す
る
対
立
感
情
が
、
子
供
た
ち
の
中
の
禁
忌
の
論
理
を
触
発
す

る
。
そ
の
た
め
に
、
子
供
た
ち
は
、
そ
の
大
人
の
行
動
を
、
禁
忌
を
犯
す
行
為
と
見
て
し
ま

う
。
そ
し
て
、
つ
い
に
は
、
し
ゆ
っ
こ
の
「
一
二
三
で
叫
ぶ
こ
だ
。
い
い
か
己
の
合
図
に
よ
っ

て
、
「
あ
ん
ま
り
川
を
濁
す
な
よ
O
i
-
-
-
」
と
叫
び
出
す
の
だ
。
つ
ま
り
、
あ
る
人
聞
に
対
す

る
対
立
感
情
が
、
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
経
過
を
、
「
八
月
十
四
日
」
に
お
い
て
も
、
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
鬼
っ
こ

の
と
き
の
し
ゆ
っ
こ
の
乱
暴
ぶ
り
が
、
他
の
子
供
た
ち
の
問
に
、
し
ゆ
っ
こ
へ
の
対
立
感
情
を

か
き
た
て
る
。
そ
し
て
、
そ
の
直
後
に
、
し
ゆ
っ
乙
の
姿
を
、
「
そ
っ
と
、
あ
の
青
い
石
を
投
げ

た
と
乙
ろ
を
の
ぞ
き
な
が
ら
、
さ
い
か
ち
の
樹
の
下
に
立
っ
て
」
い
る
、
と
と
ら
え
る
。
つ
ま

り
、
し
ゆ
っ
こ
へ
の
対
立
感
情
を
き
っ
か
け
に
、
し
ゆ
っ
乙
は
、
子
供
た
ち
の
中
で
、
禁
忌
を

犯
し
た
者
と
な
っ
た
の
だ
。
そ
の
時
、
ち
ょ
う
ど
や
っ
て
来
た
夕
立
が
、
子
供
た
ち
の
判
断
を

確
信
へ
と
導
く
。
そ
し
て
、
つ
い
に
、
子
供
た
ち
は
、
し
ゆ
っ
乙
へ
の
脅
し
の
言
葉
を
、
「
一

二
三
」
で
叫
ぷ
に
至
っ
た
に
ち
が
い
な
い
の
だ
。
「
い
ま
叫
ん
だ
の
は
お
ま
九
ら
だ
か
己
と
、

し
ゆ
っ
乙
が
、
「
が
た
が
た
ふ
る
え
な
が
ら
」
聞
い
た
と
き
、
子
供
た
ち
は
、
一
斉
に
「
そ
で

な
い
、
そ
で
な
い
己
と
叫
ぶ
。
そ
れ
も
、
効
を
奏
し
た
自
分
た
ち
の
行
動
に
、
調
子
づ
い
て
や

っ
た
脅
し
の
続
き
に
ち
が
い
な
い
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
乙
の
二
つ
の
場
面
は
、
同
じ
状
況
設
定
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
乙
に
入
る
者
が
、
見
知
ら
ぬ
大
人
で
あ
る
の
と
、
子
供
で
あ
る
の
と
で
、
二
つ
の
結
果
は
全

く
違
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
十
三
日
に
お
い
て
は
、
叫
ば
れ
た
大
人
は
、
叫
び
の
意
味
を

解
さ
ず
、
何
事
も
起
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
叫
ぶ
子
供
た
ち
と
、
禁
忌
の
論
理
を
共
有

し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
十
四
日
に
お
い
て
は
、
本
稿
の
っ
こ
で
説
明
し
た

よ
う
な
幻
想
的
な
事
件
が
起
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
叫
ぶ
者
、
叫
ば
れ
る
者
両
者
が
、
禁
忌

の
論
理
を
共
有
し
て
お
り
、
何
が
恐
い
か
を
互
い
に
知
っ
て
い
る
者
同
士
で
あ
る
か
ら
だ
。
つ

ま
り
、
子
供
た
ち
は
、
し
ゆ
っ
乙
を
こ
わ
が
ら
せ
よ
う
と
し
て
、
夕
立
と
い
う
偶
然
の
チ
ャ
ン

ス
に
、
す
か
さ
ず
叫
ん
だ
。
そ
し
て
、
叫
ば
れ
た
者
は
、
そ
の
叫
び
の
意
味
を
、
叫
ん
だ
者
の

意
図
し
た
と
お
り
に
と
り
、
そ
の
声
に
恐
怖
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
そ
こ
に
、
幻
想
的

な
空
間
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
八
月
十
三
日
」
と
「
八
月
十
四
日
」
と
は
、
同
じ
よ
う
な
状
況
設
定
を

持
ち
な
が
ら
、
全
く
違
っ
た
結
果
に
な
っ
て
い
る
、
言
わ
ば
相
似
の
関
係
に
あ
る
二
つ
の
部

分
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
二
つ
の
部
分
を
笠
ね
る
乙
と
で
、
次
の
よ
う
な
乙

と
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
一
つ
の
現
実
が
、
禁
忌
を
犯
し
た
者
の
恐
怖
を
抱
く
、
子
供
の

祝
点
か
ら
、
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
転
し
て
、
幻
想
的
な
風
景
へ
と
変
貌
す
る

と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
作
品
の
主
限
は
、
そ
の
変
貌
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ

さ
ら
に
、
構
成
か
ら
知
る
こ
と
の
で
き
る
作
品
の
主
眼
が
、
作
品
内
の
細
か
い
場
面
設
定
に

ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
を
、
指
摘
で
き
る
。
今
一
度
、
「
八
月
十
四
日
」
末
尾
に
立
ち
戻
る
こ

と
に
す
る
。
「
八
月
十
三
日
」
末
尾
と
の
重
ね
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
あ
の
声
の
主
は
子
供
た
ち

か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
と
な
く
わ
か
る
の
だ
が
、
乙
の
部
分
の
描
写
や
場
面

設
定
は
、
さ
ら
に
そ
れ
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
巧
妙
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

声
の
聞
こ
え
て
来
た
場
所
を
指
す
「
ぼ
く
」
の
言
葉
は
、
「
あ
の
ね
む
の
木
の
方
か
ど
乙

か
」
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
前
の
一
文
は
、
「
河
原
に
あ
が
っ
た
子
ど
も
ら
は
、
:

み
ん
な
あ
の
ね
む
の
木
の
下
へ
遁
げ
こ
ん
だ
。
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
「
あ
の
ね

む
の
木
の
方
」
に
は
、
子
供
た
ち
が
い
る
の
で
あ
る
。
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、
、
、
、
、
、
、

し
か
も
、
「
雨
は
ざ
あ
ざ
あ
ざ
っ
こ
ざ
っ
こ
/
風
は
し
ゅ
う
し
ゅ
う
し
ゆ
っ
乙
し
ゆ
っ

ひ
」
と
い
う
叫
び
声
は
、
そ
の
形
か
ら
し
て
、
子
供
た
ち
の
し
ゆ
っ
乙
へ
の
噺
し
言
葉
と
も
と
れ

る
も
の
で
あ
る
o

加
え
て
、
冒
頭
の
、
「
し
ゆ
っ
乙
は
、
将
一
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
は

、
、
、
、
、
、
、
、

い
つ
で
も
し
ゆ
っ
こ
と
い
ふ
。
門
中
略
】
だ
か
ら
み
ん
な
は
、
い
つ
で
も
し
ゆ
っ
こ
し
ゆ
っ
乙

と
い
ふ
U

と
い
う
説
明
が
、
こ
こ
で
は
、
あ
の
声
が
子
供
た
ち
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
裏
付

け
て
い
る
と
も
と
れ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
の
声
の
主
が
単
に
子
供
た
ち
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
そ
れ
と
な



く
わ
か
る
よ
う
に
、
現
実
と
し
て
の
場
面
設
定
は
、
周
到
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
周
到
な
場
面
設
定
と
、
「
ぼ
く
」
の
視
点
の
移
動
と
に
よ
っ
て
、
乙
の
「
八
月
十
四

日
」
末
尾
の
場
面
は
、
複
雑
な
印
象
を
放
つ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
幻
想
と
現
実
と
の
二
重

写
し
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
「
ぼ
く
」
が
し
ゆ
っ
乙
と
一
絡
に
河
を
渡
り
、
視
点
が

し
ゆ
っ
乙
に
移
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
幻
想
的
な
空
間
が
生
じ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現

実
は
、
う
ま
く
隠
さ
れ
る
乙
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
方
、
そ
の
隠
さ
れ
た
現
実
は
、
作
品

格
成
や
周
到
な
場
面
設
定
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
な
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
描
か
れ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
あ
の
声
に
つ
い
て
の
、
「
ぼ
く
」
の
判
断
の
揺
れ

が
、
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
ぼ
く
」
は
、
あ
の
不
思
議
な
声
を
「
あ
の

ね
む
の
木
の
方
か
ど
こ
か
」
か
ら
来
た
と
し
て
い
る
。
あ
の
声
は
、
禁
忌
を
犯
し
た
者
に
投
げ

ら
れ
た
恐
ろ
し
い
声
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
ね
む
の
木
の
下
に
い
る
子
供
た
ち
の
声
に
す
ぎ
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
「
ぼ
く
」
の
判
断
は
、
自
分
の
中
の
幻
想
の
論
理
の
必
然
性
と
、
現
実
の
客

観
的
認
識
と
の
間
で
、
微
妙
に
揺
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
判
断
の
揺
れ
の
中
に
、
一
瞬
の

閃
光
の
よ
う
に
、
幻
想
的
な
空
間
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
く
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
意
図
さ

れ
た
も
の
は
、
幻
想
的
な
空
間
の
誕
生
の
現
場
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
乙
の
作
品
は
、
村
人
の
自
然
信
仰
の
名
残
を
受
け
継
い
で
い
る
子
供
た
ち

が
、
自
然
と
の
遊
び
の
中
で
出
会
う
幻
想
的
空
間
の
、
そ
の
出
会
い
の
現
場
を
描
い
た
も
の
だ

と
い
え
る
。

四

宮
沢
賢
治
は
二
九
二
四
年
頃
ま
で
に
、
「
谷
」
「
十
月
の
末
」
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
等
、

子
供
た
ち
の
自
然
と
の
交
感
を
描
い
た
作
品
を
、
数
編
書
い
て
い
る
が
、
「
さ
い
か
ち
淵
」
も

そ
の
一
つ
で
あ
る
。
「
谷
」
・
「
十
月
の
末
」
の
二
編
に
つ
い
て
は
、
賢
治
自
身
が
、
「
村
童

ス
ケ
ッ
チ
」
と
い
う
名
称
を
つ
け
て
い
る
。
乙
れ
に
な
ら
っ
て
、
従
来
、
乙
の
二
作
と
同
系
列

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
数
舗
を
、
「
村
宜
ス
ケ
ッ
チ
」
と
総
称
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
村
童
ス
ケ
ッ
チ
を
一
ま
と
め
に
論
じ
た
も
の
は
、
僅
か
に
、
続
橋
達
雄
氏
の
「
村

童
ス
ケ
ッ
チ
・
覚
書
」
(
『
四
次
元
』
一
二
八
号
・
一
九
六
一
年
)
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
氏

は
、
村
童
ス
ケ
ッ
チ
を
、
「
一
面
か
ら
み
れ
ば
村
震
の
或
る
日
の
休
験
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の

で
あ
り
、
一
面
か
ら
み
れ
ば
、
自
然
の
現
象
や
風
物
に
対
す
る
ナ
イ
ー
ブ
な
感
受
性
を
描
い
た

も
の
」
と
、
説
明
さ
れ
た
。
し
か
し
、
「
村
童
」
の
「
ナ
イ
ー
ブ
な
感
受
性
」
に
つ
い
て
は
、

「
自
然
現
象
に
対
す
る
少
年
の
、
好
奇
に
満
ち
た
ま
な
ざ
し
、
生
き
生
き
し
た
感
受
性
」
と
い

う
よ
う
に
、
抽
象
的
に
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

私
は
、
今
回
の
「
さ
い
か
ち
淵
」
論
に
よ
っ
て
、
村
重
の
感
受
性
の
根
底
に
、
村
人
の
伝
承

世
界
が
あ
る
こ
と
を
、
指
摘
し
た
。
(
続
橋
氏
は
、
「
十
月
の
末
」
の
み
に
つ
い
て
は
、
民
話

的
要
素
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
)
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
村
童
ス
ケ
ッ
チ
会
休
に
つ

い
て
も
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
村
宜
の
感
受
性
に
つ
い
て
の
、
重
要
な
特
徴
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
発
達
途
上
に
あ
る
子
供
た
ち
に
共
通
す
る
、
特

異
な
現
実
認
識
(
注
8
参
照
)
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
村
重
ス
ケ
ッ
チ
と
は
、
村
人
の
伝
承
世
界

と
子
供
た
ち
の
特
異
な
感
受
性
と
が
、
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
じ
て
く
る
、
自
然
の
中
の

神
秘
的
な
空
間
を
描
い
た
も
の
と
い
え
る
。

そ
の
他
の
作
品
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て
お
く
乙
と
に
す
る
。

「
谷
」
は
、
「
私
」
と
い
う
人
物
の
回
想
形
式
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
「
私
」
は
、
尋

常
三
年
生
か
四
年
生
の
乙
ろ
、
馬
番
の
理
助
に
伴
わ
れ
て
、
は
じ
め
て
谷
を
見
下
す
住
淵
へ
行

き
、
茸
を
採
っ
た
。
帰
る
ま
ぎ
わ
に
、
理
助
は
、
「
私
」
の
腕
を
押
さ
え
て
箆
の
は
し
に
つ
き

出
し
、
谷
を
の
ぞ
か
せ
な
が
ら
、
「
ど
う
だ
。
乙
わ
い
だ
ら
う
。
ひ
と
り
で
来
ち
ゃ
き
っ
と
こ

こ
へ
務
ち
る
か
ら
来
年
で
も
い
つ
で
も
ひ
と
り
で
来
ち
ゃ
い
け
な
い
ぞ
。
ひ
と
り
で
来
た
ら
承

知
し
な
い
ぞ
:
:
:
は
と
「
私
」
を
脅
し
た
。
こ
の
茸
の
採
取
場
を
横
取
り
さ
れ
な
い
た
め
で
あ

る
。
「
私
」
は
、
「
ま
る
で
頭
が
し
い
ん
と
な
る
」
ほ
ど
、
そ
の
践
が
恐
ろ
し
く
な
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
恐
ろ
し
い
谷
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
「
私
」
の
中
に
で
き
あ
が
る
の
で
あ
る
。

次
の
年
、
理
助
は
北
海
道
へ
行
っ
て
し
ま
い
、
あ
の
場
所
は
「
私
」
の
占
有
物
と
な
っ
た
。

そ
乙
で
、
あ
る
日
曜
日
、
「
私
」
は
、
友
人
藤
原
慶
次
郎
と
共
に
出
か
け
て
行
っ
た
。
茸
を
と

り
終
え
、
帰
ろ
う
と
し
て
、
向
か
い
の
崖
に
「
あ
ば
ょ
。
」
と
叫
ん
だ
と
乙
ろ
、
乙
だ
ま
が
返

っ
て
き
た
。
そ
れ
を
面
白
が
っ
て
何
回
か
叫
ん
で
い
る
う
ち
、
慶
次
郎
が
「
馬
鹿
野
郎
」
と
低

く
叫
ん
だ
。
す
る
と
、
そ
の
返
事
は
、
何
者
か
が
向
こ
う
で
、
「
ご
そ
ご
そ
ご
そ
っ
と
つ
ぶ
や

く
」
よ
う
に
問
乙
え
、
「
私
」
た
ち
は
、
急
に
恐
く
な
っ
て
逃
げ
出
す
。
逃
げ
れ
ば
逃
げ
る
ほ

ど
恐
く
な
り
、
後
か
ら
笑
い
声
な
ど
も
聞
こ
え
て
く
る
の
だ
っ
た
。
理
助
に
よ
っ
て
印
象
付
け

ら
れ
た
、
「
私
」
の
谷
九
の
恐
怖
が
、
こ
の
よ
う
な
幻
聴
を
惹
き
起
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
理
助
の
言
葉
の
背
後
に
、
谷
に
関
す
る
村
人
の
幻
想
の
世
界
を
指
摘
す
る
乙
と

円注
9
v

が
で
き
る
。

「
谷
」
と
同
じ
よ
う
な
椛
造
を
持
つ
も
の
に
、
「
烏
を
と
る
ゃ
な
ぎ
」
が
あ
る
。
乙
れ
も

「
私
」
と
「
藤
原
慶
次
郎
」
の
物
語
で
あ
る
。
「
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
U

と
、
慶
次
郎
が
私
に
話
す
と
a

乙
ろ
か
ら
始
ま
る
。
慶
次
郎
は
、
そ

の
日
の
朝
、
権
兵
衛
茶
屋
で
、
「
馬
を
ひ
い
た
人
」
か
ら
、
「
煙
山
の
野
原
に
烏
を
吸
ひ
込
む
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楊
の
木
が
あ
る
、
エ
レ
キ
ら
し
い
」
と
開
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
の
奇
妙
な
言
葉
の
背
後
に

円
注
目
V

も
、
村
人
の
信
仰
に
関
る
幻
想
の
世
界
を
推
定
す
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
エ

レ
キ
」
と
言
っ
た
の
は
、
そ
の
大
人
に
と
っ
て
、
「
エ
レ
キ
」
が
魔
術
的
な
力
と
考
え
ら
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
「
私
」
は
、
乙
の
「
エ
レ
キ
」
か
ら
、
静
電
気
を
連
想
し
、
乙
の
「
烏
を
と
る

楊
」
が
、
科
学
的
根
拠
を
持
っ
て
実
在
す
る
も
の
と
思
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
放

課
後
、
「
私
」
は
、
慶
次
郎
と
共
に
、
そ
の
木
を
さ
が
し
に
出
か
け
る
。
煙
山
の
野
原
に
、
毒

ケ
森
か
ら
出
て
く
る
小
さ
な
川
が
あ
る
。
そ
の
上
流
の
、
川
に
添
っ
た
拐
の
木
立
が
、
そ
れ
で

あ
る
。烏

が
や
っ
て
来
る
の
を
符
ち
な
が
ら
、
「
私
」
た
ち
は
、
想
像
す
る
。
拐
の
禁
は
み
ん
な
磁

石
で
、
烏
の
口
ば
し
を
吸
い
つ
け
て
し
ま
う
の
に
ち
が
い
な
い
、
と
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち

に
、
百
舌
の
群
が
一
本
の
楊
の
木
へ
、
か
た
ま
っ
て
降
り
た
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
磁
石
に

吸
い
込
ま
れ
た
よ
う
な
降
り
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
本
当
に
、
何
回
の
木
が

烏
を
吸
い
込
ん
だ
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
ん
な
ふ
う
に
百
舌
が
降
り
て

く
る
乙
と
は
、
決
し
て
珍
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
乙
で
、
「
私
」
た
ち
は
、
実
験
を
し
て
、

そ
れ
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
。
石
を
投
げ
て
も
逃
げ
な
け
れ
ば
、
烏
は
吸
い
込
ま
れ
て
死
ん
だ

の
だ
。
結
果
は
、
「
私
」
た
ち
の
期
待
を
裏
切
っ
た
。
石
を
投
げ
る
と
、
烏
は
、
声
を
あ
げ
て

飛
び
あ
が
っ
た
の
だ
っ
た
。
二
度
目
に
烏
が
降
り
て
き
た
と
き
も
、
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
。

三
度
目
に
、
百
舌
の
群
が
協
の
木
に
降
り
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
の
で
あ
る
。
実
験
で
確
か
め
た
と
お
り
、
「
烏
を
吸
ひ
込
む
栃
の
木

が
あ
る
と
は
思
へ
ず
、
」
そ
れ
か
と
い
っ
て
、
「
烏
の
溶
ち
込
み
や
・
つ
が
あ
ん
ま
り
ひ
ど
い
の

で
、
そ
ん
な
こ
と
が
全
く
な
い
と
も
恩
へ
」
な
い
の
だ
。
こ
こ
で
、
「
私
」
た
ち
は
、
「
烏
を

と
る
楊
」
な
る
も
の
が
、
客
観
的
に
認
識
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
な
く
、

乙
の
判
断
の
揺
れ
の
中
に
存
在
し
て
い
る
乙
と
を
、
感
じ
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
幻
想
と
し
て
実
在
し
て
い
る
こ
と
を
。
「
私
」
た
ち
は
、
つ
い
に
「
ほ
ん
た
う
に
気
持
が
悪

く
」
な
っ
て
、
そ
乙
か
ら
引
き
返
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
自
然
の
中
に
、
得
体
の
知
れ
な
い

幻
想
空
間
の
実
在
を
、
実
感
し
た
た
め
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
乙
乙
に
至
っ
て
、
冒
頭
の
大
人
の

言
葉
の
真
の
意
味
が
、
「
私
」
た
ち
に
よ
っ
て
、
感
得
さ
れ
た
乙
と
に
な
る
。

「
十
月
の
末
」
は
、
「
嘉
ッ
コ
」
と
い
う
子
ど
も
を
追
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
乙
の
作
品
に

お
い
て
は
、
伝
承
世
界
が
伝
達
さ
れ
る
場
と
し
て
、
家
族
内
の
や
り
と
り
の
場
が
設
定
さ
れ
て

い
る
。
祖
父
や
祖
母
と
の
会
話
の
中
に
織
り
込
ま
れ
る
、
民
話
の
中
の
存
在
が
、
作
品
末
尾
で
、

「
嘉
ッ
コ
」
の
自
然
観
察
と
結
び
つ
き
、
人
格
化
し
た
自
然
が
、
一
一
瞬
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
。
そ

の
作
品
末
尾
が
、
乙
の
作
品
の
中
心
で
あ
る
。

十
月
末
の
あ
る
日
、
朝
か
ら
、
惑
ッ
コ
と
組
母
と
母
と
は
、
畑
仕
事
に
出
か
け
た
。
祖
父
は
、
町

で
飲
ん
だ
く
れ
て
い
る
の
か
、
今
朝
も
戻
っ
て
来
な
い
。
畑
で
は
、
隣
り
の
家
の
善
コ
と
母
親

も
来
て
い
る
。
嘉
ッ
コ
と
善
コ
は
、
二
人
で
遊
ん
で
い
る
う
ち
、
両
手
で
耳
を
密
い
だ
り
あ
け

た
り
す
る
と
、
「
ヵ
l
カ
l
ココ

l
コ
l
ジ
ャ
i
u
と
い
う
水
の
流
れ
る
よ
う
な
音
が
聞
と
え

る
こ
と
を
、
発
見
す
る
。
こ
の
音
が
何
の
音
か
不
思
議
に
思
っ
て
、
嘉
ッ
コ
は
、
母
に
尋
ね
た

が
、
納
得
が
い
か
な
い
。
祖
母
に
尋
ね
る
と
、
祖
母
は
「
天
の
邪
鬼
の
小
便
の
音
さ
U

と
答
え

る
。
「
ア
ッ
ハ
ッ
ハ
、
ば
さ
ん
、
天
の
邪
鬼
の
小
便
あ
た
ま
げ
だ
永
い
な
U

と
言
い
か
え
す
と
、

「
永
い
て
さ
、
天
の
邪
鬼
あ
い
つ
つ
も
小
使
、
霊
れ
通
し
さ
U

と
、
組
母
は
す
ま
し
て
答
え

る
。
乙
の
や
り
と
り
の
う
ち
に
、
嘉
ッ
コ
は
、
自
然
現
象
を
、
民
話
的
に
人
格
化
し
て
と
ら
え

る
こ
と
を
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
、
嘉
ッ
コ
は
、
飲
ん
だ
く
れ
の
祖
父
の
乙
と
を
思
い
出
し
て
、
善
コ
に
、

お
ま
え
の
「
爺
ん
ど
」
と
、
自
分
の
「
爺
ん
ど
」
と
取
り
換
え
な
い
か
、
と
話
し
か
け
る
。

そ
乙
へ
ち
ょ
う
ど
来
合
わ
せ
た
祖
父
が
、
そ
れ
を
聞
い
て
少
し
腹
を
立
て
、
「
な
に
し
た
ど
。

爺
ん
ど
取
っ
換
へ
る
ど
。
そ
れ
よ
り
も
う
な
の
ど
と
山
山
の
へ
っ
ぴ
り
伯
父
さ
呉
で
や
る
べ

が
は
と
、
嘉
ッ
コ
を
脅
す
。
嘉
ッ
コ
は
、
泣
き
そ
う
に
な
っ
て
謝
る
。
「
山
山
の
へ
っ
ぴ
り
伯

s
tい
う
の
は
、
「
天
の
邪
鬼
」
と
同
じ
く
、
民
話
の
中
の
人
物
で
あ
る
。
本
来
、
恐
い
人

物
で
は
な
い
が
(
恐
い
ど
乙
ろ
か
、
滑
稽
で
あ
る
。
)
、
乙
乙
で
、
嘉
ッ
コ
に
は
、
何
か
恐
ろ

し
い
も
の
の
よ
う
に
、
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
日
の
夜
、
い
ろ
り
の
火
を
囲
ん
で
の
家
族
団
僚
の
ひ
と
と
き
、
嘉
ッ
コ
は
、
ち
ょ
っ
と

し
た
乙
と
で
、
兄
と
信
一
時
を
始
め
る
。
そ
の
時
、
突
然
、
大
き
な
音
と
共
に
、
地
を
ゆ
る
が
し

て
、
雷
が
落
ち
た
。
宮
も
降
っ
て
く
る
。
怠
が
降
り
止
む
と
、
嘉
ッ
コ
は
外
に
出
た
。
思
を
拾

っ
て
い
る
と
、
稲
妻
が
又
白
く
光
っ
て
通
り
過
ぎ
る
。
そ
れ
を
見
た
嘉
ッ
コ
は
、
「
ぁ
、
山
山

の
へ
っ
ぴ
り
伯
父
U

と
叫
ぶ
の
だ
。

つ
ま
り
、
嘉
助
の
中
で
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
の
雷
は
、
階
一
時
を

し
た
自
分
と
兄
と
を
乙
ら
し
め
る
た
め
に
、
落
ち
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
昼
間
組
父
が
言
っ

て
い
た
「
山
山
の
へ
っ
ぴ
り
伯
父
」
の
し
わ
ぎ
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
、
前
半
部
に
お
け
る
、
組
母
の
自
然
の
見
方
に
影
響
を
・
つ
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
「
山
山
の
へ
っ
ぴ
り
伯
父
」
の
放
昆
は
「
た
ま
げ
だ
」
大
き
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
滑
傍

な
余
韻
が
残
る
。
「
天
の
邪
鬼
の
小
便
」
だ
の
、
「
山
山
の
へ
っ
ぴ
り
伯
父
」
だ
の
、
前
二
作

に
比
べ
、
こ
れ
は
、
い
さ
さ
か
滑
躍
な
話
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
村
童
ス
ケ
ッ
チ
の
根
底
に
、
伝
承
世
界
が
あ
る
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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つ
ま
り
、
賢
治
の
作
品
に
お
い
て
、
伝
承
世
界
を
基
盤
に
し
た
、
幻
想
空
間
の
誕
生
を
描
い
た

作
品
群
が
、
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
乙
で
、
今
一
度
、
「
さ
い
か
ち
淵
」
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
つ
ま
り
、
「
さ
い
か

ち
淵
」
は
、
そ
う
い
っ
た
作
品
群
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
作
品
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ

ら
に
、
「
さ
い
か
ち
淵
」
の
も
う
一
つ
の
背
景
と
し
て
、
賢
治
の
文
学
的
出
発
点
と
な
っ
た
中

学
時
代
の
短
歌
を
、
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

π
石
投
げ
な
ば
雨
ふ
る
と
い
ふ
う
み
の
面
は
あ
ま
り
に
育
く
か
な
し
か
り
け
り

花
泡
つ
ぶ
や
く
声
乙
そ
か
な
し
い
ざ
逃
げ
ん
み
づ
・
つ
み
の
青
の
見
る
に
た
え
ね
ば

汚
う
し
ろ
よ
り
に
ら
む
も
の
あ
り
う
し
ろ
よ
り
わ
れ
を
に
ら
む
育
き
も
の
あ
り

円注
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よ
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「
石
投
げ
な
ば
雨
ふ
る
と
い
ふ
う
み
」
と
は
、
禁
忌
ら
し
き
も
の
の
伴
っ
た
池
(
湖
)
で
あ
る
。

「
泡
つ
ぶ
や
く
声
こ
そ
か
な
し
い
ざ
逃
げ
ん
」
は
、
そ
の
禁
忌
に
背
い
て
「
う
み
」
に
石
を
投

げ
、
恐
ろ
し
さ
に
逃
げ
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
恐
怖
が
つ
つ
し
ろ
よ
り
に
ら

む
も
の
あ
り
う
し
ろ
よ
り
わ
れ
を
に
ら
む
育
き
も
の
あ
り
」
と
い
う
賢
治
特
有
の
幻
党
を
誘
発

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
「
さ
い
か
ち
淵
」
の
場
合
と
重
な
る
の
で

あ
る
。
青
い
毒
の
石
を
淵
に
投
げ
込
ん
だ
し
ゆ
っ
乙
も
、
突
然
や
っ
て
来
た
夕
立
の
な
か
、
恐

怖
の
た
め
に
幻
想
的
な
体
験
を
す
る
の
だ
か
ら
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
伝
承
世
界
を
基
盤
に
し
た
、
自
然
の
中
の
幻
想
的
な
空
間
が
、
賢
治

の
文
学
に
お
い
て
、
「
村
章
ス
ケ
ッ
チ
」
と
い
う
作
品
群
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
文
学

の
出
発
に
お
い
て
も
、
何
ら
か
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
、
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
乙
で
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
「
村
重
ス
ケ
ッ
チ
」
と
い
う
作
品
群
の
持
つ
意
味
と
は

何
か
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
は
次
回
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
今
回
は
、

そ
の
作
品
群
の
存
在
を
指
摘
す
る
に
留
め
た
い
。

注注
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賢
治
の
文
章
の
引
用
は
、
以
下
す
べ
て
『
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』
に
よ
っ
た
。

『
民
俗
学
館
典
』
(
民
俗
学
研
究
所
編
・
柳
田
国
男
監
修
・
東
京
堂
)
「
鬼
遊
び
」
の

項
よ
り
。

現
在
「
鬼
ご
っ
こ
」
の
起
源
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
の
柳
田
説
と
近
年
提
出
さ
れ
た

多
国
道
太
郎
氏
の
説
と
が
併
存
し
て
い
る
状
況
ら
し
い
。
多
国
説
(
『
遊
び
と
日
本

人
』
筑
摩
書
房
所
収
「
鬼
ご
っ
こ
の
起
源
」
)
は
、
鬼
ご
っ
こ
の
中
の
「
鬼
が
子
ど
も

を
追
う
」
と
い
う
状
況
を
霊
要
視
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
鬼
ご
っ
こ
を
子
取
り
遊
び
と

し
で
と
ら
え
、
そ
の
原
型
を
イ
ニ
シ
エ
ィ
シ
ョ
ン
儀
礼
と
し
て
の
神
隠
し
に
求
め
る
、

注
3 

つ
ま
り
、
鬼
C
っ
乙
を
イ
ニ
シ
エ
ィ
シ
ョ
ン
儀
礼
の
模
倣
と
と
ら
え
る
、
と
い
う
説
で

あ
る
。し

か
し
、
乙
の
作
品
に
お
け
る
鬼
ご
っ
こ
の
論
理
は
後
述
す
る
ご
と
く
、
鬼
で
あ
る

し
ゆ
っ
乙
を
脅
す
と
い
う
ふ
う
に
進
む
の
で
あ
っ
て
、
乙
れ
は
「
鬼
追
ひ
」
等
の
呪
術

の
論
理
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
柳
田
説
を
と
る
こ
と
と
し

た。『
日
本
民
俗
学
諮
座
・
4
・
芸
能
伝
承
』
(
和
歌
森
太
郎
編
・
朝
合
香
庖
)
所
収

1
1

削
「
わ
ざ
お
ぎ
の
芸
能
化
」

『
日
本
民
俗
学
講
座
・
4
』
所
収
E
5
「
子
ど
も
の
遊
び
」
で
は
、
「
民
俗
学
に
お
い

て
も
、
遊
び
は
、
か
つ
て
お
と
な
が
行
っ
た
厳
粛
な
神
祭
り
の
儀
礼
を
模
倣
し
た
も
の

だ
と
す
る
解
釈
が
一
般
化
し
て
い
る
U

と
し
、
特
に
「
鬼
一
事
」
は
「
か
つ
て
は
、
も
っ

と
も
宗
教
性
の
汲
い
遊
び
だ
っ
た
U

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
鬼
事
」
の
一
穏
で
あ
る

「
隠
れ
鬼
」
(
隠
れ
ん
坊
)
に
つ
い
て
、
「
と
り
わ
け
隠
れ
ん
坊
は
夕
方
し
て
は
い
け

な
い
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
神
隠
し
に
あ
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
日

を
つ
ぶ
っ
た
鬼
が
目
を
あ
け
る
と
、
他
の
子
ど
も
が
み
ん
な
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

り
、
ど
乙
か
へ
隠
れ
て
い
た
子
ど
も
が
、
そ
の
ま
ま
行
方
不
明
と
な
っ
て
し
ま
う
と
考

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
凶
と
解
説
し
て
お
り
、
「
鬼
事
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
本
来

の
宗
教
性
が
色
汲
く
残
っ
て
い
た
乙
と
を
知
る
乙
と
が
で
き
る
。

『
日
本
民
俗
事
典
』
(
大
塚
民
俗
学
会
編
・
広
文
堂
)
の
「
淵
」
の
項
に
は
、
「
深
く

よ
ど
ん
だ
淵
は
水
神
の
住
み
か
と
も
考
え
ら
れ
、
水
神
で
あ
る
蛇
の
出
現
、
ま
た
雨
乞

い
の
折
に
淵
を
か
き
ま
わ
す
留
俗
を
成
立
さ
せ
る
乙
と
に
な
る
。
」
と
説
明
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
水
神
と
の
関
係
か
ら
、
淵
は
、
犯
す
と
崇
り
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
恐
れ
ら
れ

て
い
た
聖
地
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
。

例
え
ば
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

橋
野
の
沢
の
不
動
の
祭
り
は
、
旧
暦
六
月
二
十
八
日
を
中
に
し
て
、
年
に
よ
っ
て
二

日
祭
と
三
日
祭
の
、
な
か
な
か
盛
ん
な
る
祭
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
に
は
昔
か
ら
、
た

と
え
三
粒
で
も
必
ず
雨
が
降
る
と
い
っ
て
い
た
。
そ
の
わ
け
は
昔
こ
の
社
の
祭
り
の
前

の
日
に
、
海
か
ら
橋
野
川
を
湖
っ
て
、
一
尾
の
鮫
が
参
詣
に
来
て
不
動
H
滝
の
滝
壷
に

は
い
っ
た
と
こ
ろ
が
、
祭
日
に
は
あ
ま
り
天
気
が
よ
く
て
川
水
が
乾
い
た
た
め
に
、
水

不
足
し
て
海
に
帰
れ
な
く
な
り
、
わ
ざ
わ
、
さ
天
か
ら
雨
を
降
ら
せ
て
も
ら
っ
て
、
水
か

さ
を
増
さ
せ
て
帰
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
由
来
が
あ
る
の
で
、
今
な
お
い
つ
の
年
の
祭
り

に
も
、
必
ず
降
る
乙
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
い
、
こ
の
日
に
は
村
人
は
畏
れ
つ
つ
し
ん
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で
、
水
浴
は
も
ち
ろ
ん
、
川
の
を
室
長
習
慣
が
あ
る
。
昔
乙
の
禁
を
犯
し
長

浴
を
し
た
者
が
あ
っ
た
と
乙
ろ
、
そ
れ
ま
で
連
日
の
晴
天
で
あ
っ
た
の
が
、
に
わ
か
に

大
雨
と
な
り
、
大
洪
水
が
し
て
田
畑
は
い
う
に
及
ば
ず
人
家
ま
で
も
流
さ
れ
た
者
が
多

か
っ
た
。
わ
け
で
も
禁
を
破
っ
た
者
は
、
家
を
流
さ
れ
、
人
も
皆
溺
れ
て
死
ん
だ
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
『
遠
野
物
語
拾
遺
』
三
三
(
『
遠
野
物
語
』
・
角
川
文
庫
よ
り
)

『
日
本
民
俗
学
講
座
・

3
・
信
仰
伝
承
』

W
4同
「
兆
・
占
・
禁
・
呪
と
そ
の
構
造
」

ワ
ロ
ン
は
、
認
識
の
発
達
途
上
に
あ
る
子
供
の
現
実
認
識
の
特
徴
に
つ
い
て
「
混
同
心

性
」
を
挙
け
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
子
ど
も
が
、
事
物
に
た
い
し
て
発
見
す
る
類
似
性
は
、
と
く
に
、
子
ど
も
自
身
の
知

的
活
動
や
知
覚
的
活
動
や
感
情
的
活
動
か
ら
生
じ
る
。
」
と
し
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面

や
対
象
に
も
と
づ
く
印
象
は
、
ち
ょ
う
ど
セ
メ
ン
ト
で
か
た
め
た
砂
利
の
よ
う
に
、
ゴ

タ
ゴ
タ
ま
ぜ
ら
れ
て
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
子
ど
も
の
経
験
の
感
情
的
な

動
機
と
、
客
体
的
な
動
機
と
が
混
合
し
て
い
て
、
通
常
、
乙
の
二
つ
の
動
機
を
分
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
そ
の
と
き
そ
の
と
き
に
応
じ
て
、
乙
れ
ら
の
要
因
の
う
ち
の

一
方
が
、
他
方
の
要
因
に
打
ち
か
ち
、
特
別
な
一
つ
の
動
機
が
、
の
乙
り
の
動
機
を
一

時
的
に
圧
倒
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
の
結
果
、
子
ど
も
は
、
一
定

の
場
面
ど
う
し
の
あ
い
だ
に
、
あ
る
い
は
、
一
定
の
対
象
ど
う
し
の
あ
い
だ
に
、
類
縁

関
係
を
つ
く
り
あ
げ
る
乙
と
も
で
き
る
。
こ
の
関
係
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
だ
け
意
味

を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
お
と
な
は
、
こ
れ
を
、
異
様
で
不
合
理
な
も
の
と
み
な
す
の
で

あ
る
U

『
認
識
過
程
の
心
理
学
』
(
ワ
ロ
ン
著
・
滝
沢
武
久
訳
・
大
月
寄
居
)
第
三

部
第
二
章
「
混
同
的
思
考
」

'しVF勺
1
0

『
遠
野
物
語
』
『
遠
野
物
語
拾
遺
』
に
は
、
白
望
山
と
い
う
山
に
行
っ
て
泊
る
と
、
谷

の
向
乙
う
側
か
ら
大
木
を
伐
り
倒
す
音
や
歌
声
が
聞
こ
え
た
と
か
、
谷
の
向
乙
う
側
の

林
の
前
を
女
が
横
ぎ
り
な
が
ら
、
待
て
ち
ゃ
あ
と
声
を
か
け
た
と
か
、
谷
の
向
と
う
側

か
ら
木
を
伐
る
音
が
聞
こ
え
た
の
で
恐
く
な
っ
て
帰
っ
て
く
る
と
、
う
し
ろ
か
ら
待
て

え
と
引
き
裂
く
よ
う
な
声
が
し
た
と
か
い
う
よ
う
な
話
を
載
せ
て
い
る
。
特
に
秋
の
頃

茸
採
り
に
行
き
山
中
に
宿
す
る
者
に
乙
う
い
っ
た
経
験
が
多
い
と
い
う
。

「
神
樹
錆
」
(
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
十
一
巻
所
収
)
に
お
い
て
柳
田
は
、
川
揚
が

民
間
信
仰
の
中
で
占
め
る
位
置
の
重
要
性
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。

あ
る
爺
が
山
で
木
を
伐
っ
て
い
る
と
「
誰
だ
。
そ
こ
で
木
を
伐
っ
て
い
る
の
は
」
と
い

う
の
で
「
山
々
の
昆
ぴ
り
爺
」
と
答
え
た
。
「
民
を
ひ
っ
て
み
よ
」
と
い
う
の
で
「
鈎

さ
ら
さ
ら
五
棄
の
松
、
と
ん
び
ん
ば
ら
り
の
ぶ
つ
」
と
ひ
っ
た
。
褒
美
に
軽
い
簡
を
も

注
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注
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注
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注
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ら
っ
て
山
か
ら
下
り
て
き
た
が
、
中
に
は
金
銀
珊
瑚
大
判
小
判
が
は
い
っ
て
い
た
。
隣

の
爺
が
こ
の
真
似
を
し
て
、
山
に
行
き
民
を
ひ
っ
た
が
、
慾
を
出
し
て
重
い
簡
を
も
ら

つ
で
き
た
ら
、
化
物
ば
か
り
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
出
て
き
た
。
『
綜
合
日
本
民
俗
語
集
』

(
民
俗
学
研
究
所
編
・
柳
田
園
田
刀
監
修
・
平
凡
社
)
第
三
巻
、
「
へ
ッ
ピ
リ
ジ
イ
」
の

項
(
同
舎
は
雑
誌
『
昔
話
研
究
』
ニ
ノ
一
こ
か
ら
引
用
)
よ
り
。

『
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』
第
一
巻

〈
一
九
七
九
年
八
月
二
日
稿
了
)
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