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一
、
は
じ
め
に

「
佳
人
』
は
、
回
和
十
年
五
月
、
『
作
品
』
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
石
川
淳
三
十

六
歳
の
時
の
処
女
作
で
あ
る
。
石
川
淳
に
は
、
そ
れ
以
前
に
全
く
創
作
活
動
が
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
正
十
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
、
同
人
誌
『
現
代
文

学
』
に
掲
載
さ
れ
た
九
編
の
初
期
作
品
群
が
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

初
期
作
品
群
に
つ
い
て
は
、
近
年
よ
う
や
く
研
究
が
着
手
さ
れ
始
め
た
と
こ
ろ
だ

『
佳
人
』
以
降
の
本
格
的
な
作
家
活
動
の
も
と
で
の
作
品
と
比
較
す
る
と
、

そ
の
文
学
的
な
質
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
乙
乙
で
初
期
作
品
群
に
つ
い
て
詳

述
す
る
乙
と
は
避
け
た
い
の
で
、
軽
く
触
れ
る
に
止
ま
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
に

は
石
川
淳
の
個
性
が
十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
当
時
の
石
川
淳

が
こ
れ
ら
の
作
品
に
ど
の
よ
う
な
自
己
評
価
を
下
し
て
い
た
か
、
自
己
の
文
学
に

ど
の
程
度
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
彼
は
、

カ1大
正
十
三
年
十
一
月
に
『
桑
の
木
の
話
』
と
い
う
作
品
を
発
表
し
た
後
『
佳
人
』

を
処
女
作
と
し
て
世
に
送
り
出
す
ま
で
、
十
一
年
半
も
の
間
創
作
の
筆
を
絶
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
乙
と
も
あ
っ
て
か
、
従
来
「
佳
人
』
は
、
石
川
淳
、
が
長
年
に
わ
た

谷

彰

る
精
神
的
遍
歴
と
文
学
的
模
索
を
く
ぐ
り
抜
け
る
乙
と
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
明
確

な
方
法
意
識
に
貫
か
れ
た
作
品
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
方
法
意
識
を
具
体

的
に
示
せ
ば
、
「
佳
人
』
を
書
き
上
げ
る
乙
と
で
そ
れ
以
前
の
創
作
活
動
や
生
活

上
の
初
佳
の
一
切
を
精
算
す
る
、
石
川
淳
い
う
と
こ
ろ
の
「
切
断
」
の
方
法
で
あ

り
、
ペ
ン
と
と
も
に
考
え
る
と
い
う
「
精
神
の
運
動
」
と
し
て
の
小
説
意
識
な
ど

で
あ
る
。

『
佳
人
』
執
筆
に
臨
ん
で
、
石
川
淳
が
あ
る
程
度
の
理
論
武
装
を
し
て
い
た
と

い
う
側
面
は
否
め
な
い
。
ま
た
、
「
切
断
」
の
方
法
や
「
精
神
の
運
動
」
の
軌
跡

が
『
佳
人
」
の
作
中
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
確
か
な
の
だ
が
、
後
の
『
文
堂
夫
概
』

の
中
で
開
陳
さ
れ
て
い
る
石
川
淳
独
特
の
小
説
概
念
を
、
あ
た
か
も
『
佳
人
』
執

筆
以
前
に
確
立
さ
れ
た
実
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な
し
、
そ
の
存
在
を
作
品
内

に
確
認
し
て
い
く
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
で
は
、
『
住
人
』
と
い
う
作
品
が

苧
み
持
つ
乙
と
ば
の
動
態
に
今
ひ
と
つ
肉
薄
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危

倶
が
私
に
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
作
品
内
に
描
か
れ
て
い
る
主
人
公
・
「
わ
た
し
」

の
初
僅
ぷ
り
と
、
「
佳
人
」
と
い
う
題
名
が
ど
う
切
り
結
ぶ
の
か
と
い
っ
た
素
朴

な
疑
問
に
た
い
し
て
、
納
得
の
い
く
見
解
を
示
し
得
た
論
を
私
は
ま
だ
知
ら
な
い
。

ま
た
、
作
品
の
冒
頭
で
書
く
意
図
が
示
唆
さ
れ
な
が
ら
も
、
結
局
は
書
か
れ
ず
に



終
わ
っ
た
「
あ
る
老
女
の
物
語
」
と
、
実
際
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
『
佳
人
』
と
題

す
る
「
叙
述
」
と
が
、
ど
の
よ
う
な
力
学
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て

も
、
従
来
の
論
で
は
あ
ま
り
深
く
追
究
3
れ
て
来
な
か
っ
た
。

乙
れ
ら
は
ほ
ん
の
一
例
で
あ
る
が
、
作
家
の
文
学
理
論
か
ら
逆
照
射
し
た
か
た

ち
で
の
作
品
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
理
論
に
求
心
的
に
寄
り
掛
か
る
あ
ま
り
、
そ

れ
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
作
品
細
部
の
表
現
を
し
ば
し
ば
黙
殺

し
、
結
果
的
に
作
品
全
体
の
読
み
を
硬
直
化
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
本
論
で
は
、

『
文
学
大
概
』
等
の
エ
ッ
セ
イ
に
見
ら
れ
る
石
川
淳
の
小
説
概
念
や
方
法
意
識
を
、

絶
対
的
な
規
矩
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
『
佳
人
』
と
い

う
作
品
を
切
り
取
っ
て
い
く
よ
う
な
作
品
解
釈
は
慎
み
た
い
。

そ
れ
よ
り
も
、

『
佳
人
』
の
中
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
乙
と
ば
の
は
た
ら
き
に
沿
う
形
で
、
石
川
淳

の
文
学
的
実
践
の
様
相
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
方
法
を
採
り
た
い
。

二
、
冒
頭
部
分
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

『
佳
人
』
の
冒
頭
部
分
は
、
乙
の
作
品
を
論
ず
る
者
が
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
言
及
す
る
箇
所
で
あ
る
。
乙
の
箇
所
を
評
し
て
、

「
小
説
の
形
而
上
学
と
で
も

呼
ぶ
べ
き
も
の
の
端
緒
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
の
は
野
口
武
彦
氏
だ

が
、
な
る
ほ
ど
、
こ
の
箇
所
は
、

「
小
説
と
は
伺
か
」
と
か
、
「
小
説
を
書
く
と

は
ど
う
い
う
行
為
か
」
な
ど
と
い
っ
た
、
小
説
を
め
ぐ
る
原
理
論
的
な
聞
い
を
始

め
と
し
て
、
読
む
者
に
様
々
な
問
題
意
識
を
喚
起
す
る
不
思
議
な
魅
力
を
も
っ
て

い
る
。
先
学
の
例
に
な
ら
い
、
私
も
乙
の
冒
頭
部
分
に
注
目
す
る
こ
と
を
端
緒
と

し
て
、

『
佳
人
』
の
作
品
世
界
に
踏
み
込
ん
で
い
乙
う
。

わ
た
し
は
:
:
:
あ
る
老
女
の
乙
と
か
ら
書
き
は
じ
め
る
つ
も
り
で
ゐ
た
の

だ
が
、
い
ざ
と
な
る
と
老
女
の
姿
が
前
面
に
浮
ん
で
来
る
代
り
に
、
わ
た
し

ペ
ン
の
尖
が
堰
の
口
で
で
も
あ
る
か
の
や
う
に
わ
た
し
と

い
ふ
溜
り
水
が
際
限
も
な
く
あ
ふ
れ
出
さ
う
な
気
が
す
る
の
は
一
応
わ
た
し

が
自
分
の
乙
と
で
は
ち
き
れ
き
う
に
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
だ
と
思
は
れ
も
す
る

け
れ
ど
、
じ
つ
は
第
一
行
か
ら
意
志
の
押
し
が
き
か
な
い
ほ
ど
お
よ
そ
意
志

な
ど
の
な
い
混
乱
に
お
ち
い
っ
て
ゐ
る
証
拠
か
も
知
れ
な
い
し
、
あ
る
ひ
は

は
わ
た
し
は
と
、

単
に
事
物
を
正
確
に
あ
ら
は
さ
う
と
す
る
努
力
を
よ
く
し
え
な
い
ほ
ど
慣
情

な
の
だ
と
い
ふ
乙
と
か
も
知
れ
な
い
。
ま
っ
た
く
そ
の
と
き
坂
の
上
に
立
つ

た
わ
た
し
と
い
ふ
も
の
は
、

て、う
行、の
つ、信
た、好
。で

い
か
に
も
頼
み
が
ひ
の
な
さ
さ
う
な
で
く
の
ぼ

ふ
ら
ふ
ら
と
風
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
な
が
ら
斜
面
を
ず
り
落
ち

(
傍
点
引
用
者
、
以
下
、
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い
場
合
は
同
)

「
わ
た
し
」
を
主
人
公
と
す
る
『
佳
人
』
の
物
語
世
界
(
「
わ
た
し
」
の
体
験

「
坂
の
上
に
立
っ
た
わ
た
し
」
が
「
斜
面
を
ず
り
落
ち
て
行
」
く
と
こ
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談
)
は
、

『
佳
人
」
の
語
り
手
は
、
い
き
な
り
そ
乙
か
ら
語
り
始

め
る
こ
と
は
せ
ず
、
そ
の
前
に
奇
妙
な
緒
言
と
も
い
え
る
語
り
手
の
自
意
識
、
よ

り
正
確
に
は
書
き
手
の
自
意
識
を
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。
小
説
の
舞
台

ろ
か
ら
始
ま
る
の
だ
が
、

裏
を
垣
間
見
さ
せ
る
よ
う
な
乙
の
箇
所
は
、
ど
の
よ
う
な
乙
と
ば
の
運
動
性
を
字

ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
「
わ
た
し
は
:
:
:
」
と
い
う
書
き
出
し
に
つ
い
て
だ
が
、
す
で
に
鈴
木
貞

(
4
}
 

美
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
わ
た
し
は
」
と
書
き
つ
け
た
後
、
書
き
手
は
、

叙
述
の
中
断
を
表
す
「
:
:
:
」
の
部
分
で
自
分
の
書
い
た
「
わ
た
し
は
」
と
い
う

文
字
を
一
読
者
と
し
て
突
き
放
し
て
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
あ
る
老
女
の
乙

と
か
ら
書
き
は
じ
め
る
つ
も
り
で
ゐ
た
」
と
い
う
当
初
の
意
図
と
ペ
ン
の
動
き
と

が
組
踊
を
来
し
て
い
る
乙
と
に
思
い
至
っ
て
い
る
。
書
き
出
し
か
ら
い
き
な
り
、



書
き
手
は
、
書
く
こ
と
を
め
ぐ
る
意
図
と
実
際
の
行
為
と
の
分
裂
に
直
面
す
る
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、
乙
の
分
裂
は
、
そ
の
後
の
叙
述
に
大
き
な
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

「
あ
ふ
れ
出
さ
う
な
気
が
す
る
」
と
か
、
「
思
は
れ
も
す
る
け
れ
ど
」
、

す
な
わ
ち
、

「
・
:
か
も
知
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
:
・
か
も
知
れ
な
い
」
な
ど
の
述
部
表
現
に
明

ら
か
な
よ
う
に
、
書
き
手
「
わ
た
し
」
が
分
裂
状
態
に
あ
る
た
め
、
そ
の
叙
述
は
、

足
元
が
ふ
ら
つ
い
て
し
ま
っ
て
何
ひ
と
つ
確
か
な
乙
と
を
言
い
表
し
て
い
な
い
。

書
く
つ
も
り
で
い
な
が
ら
書
き
出
す
乙
と
が
出
来
な
か
っ
た
「
あ
る
老
女
の
乙
と
」

と
い
う
不
在
の
テ
ク
ス
ト
が
、

「
わ
た
し
」
を
め
ぐ
る
叙
述
の
足
を
引
っ
張
っ
て

「
わ
た
し
」
に
つ
い
て
の
叙
述
が
確
か
な
足
取
り
を
た
ど
る

よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
乙
の
不
在
の
テ
ク
ス
ト
の
引
力
を
振
り
切
ら
な
く
て
は

い
る
わ
け
で
あ
る
。

な
ら
な
い
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、
乙
の
冒
頭
部
分
に
お
い
て
そ
れ
は
成
就
さ
れ
て

い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
乙
の
不
確
か
な
足
取
り
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は

な
い
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
、
書
き
手
は
、

「
そ
の
と
き
坂
の
上
に
立
っ
た
わ
た
し
」

の
頼
り
無
い
姿
へ
と
話
を
転
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
見
向
気
な
く
語
り
進
め
ら
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
こ
の
叙
述
の
背
後
に
は
、

乙
と
ば
と
乙
と
ば
の
聞
の
大
き
な
断
層
を
一
気
に
飛
び
越
え
る
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
位
相
の
異
な
る
「
わ
た
し
」
と
「
わ

こ
と
ば
の
比
臨
的
な
連
想
運
動
の
こ
と
で

た
し
」
の
聞
を
自
在
に
行
き
来
す
る
、

あ
る
。
こ
の
点
を
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
た
い
。

こ
こ
で
の
書
き
手
「
わ
た
し
」
と
作
中
人
物
「
わ
た
し
」
と
は
、
物
語
行
為
の

側
面
か
ら
見
れ
ば
、
語
る
主
体
と
語
ら
れ
る
客
体
と
い
う
よ
う
に
、
ま
た
、
時
間

構
造
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
現
在
の
「
わ
た
し
」
と
過
去

(
H

「
そ
の
と
き
」
)

の
「
わ
た
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
明
ら
か
に
異
な
る
時
空
聞
に
存
在
し
て
い
る
。

乙
の
異
な
る
位
相
に
あ
る
二
人
の
「
わ
た
し
」
を
繋
い
で
い
る
の
が
、
比
倫
的
な

意
味
で
の
《
足
》
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
書
き
手
「
わ
た
し
」
の
綴
る
文
章
の
足
元

が
不
確
か
な
よ
う
に
、
「
そ
の
と
き
」
の
「
わ
た
し
」
の
足
取
り
も
実
に
覚
束
な

い
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
具
合
に
叙
述
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
れ
を

《
乙
と
ば
》
の
位
相
か
ら
《
身
体
》
の
位
相
へ
の
移
行
と
言
う
乙
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
。さ

ら
に
付
け
加
え
る
と
、
書
き
手
「
わ
た
し
」
か
ら
作
中
人
物
「
わ
た
し
」
へ

の
叙
述
の
移
行
が
、
「
わ
た
し
」
と
い
う
主
語
の
確
か
さ
(
言
い
換
え
れ
ば
「
わ

た
し
」
の
自
己
同
一
性
)
を
介
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
述
部
に
顕
著
な
よ
う
に

「
わ
た
し
」
の
不
安
定
性
を
介
し
て
行
わ
れ
て
い
る
点
が
、
ま
た
興
味
深
い
と
い

一
般
的
に
は
、
書
き
た
い
こ
と
と
書
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
が
く
い
違
う

え
る
。

と
い
う
分
裂
状
態
に
直
面
す
る
と
、
書
き
手
は
叙
述
を
進
め
る
こ
と
の
難
し
さ
の

前
に
屈
し
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
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『
佳
人
』
の
書
き
手
は
、
そ
の
よ
う
な

分
裂
状
態
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
極
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
分
裂
ゆ
え
の
不
安
定

性
を
逆
に
発
条
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
乙
の
回
目
頭
部
分
の
み
か
ら
で
は
、

マ
イ
ナ
ス
の
極
か
ら
の
出
発
が
プ
ラ
ス
の
運
動
へ
と
転
化
し
て
い
く
経
緯
が
十
分

に
窺
え
る
と
は
言
い
難
い
。
次
に
、
作
中
人
物
「
わ
た
し
」
の
体
験
談
を
分
析
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
点
を
一
層
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三
、
俗
界
か
ら
の
離
脱
の
試
み
と
そ
の
挫
折

前
節
で
も
述
べ
た
よ
ラ
に
、

の
物
語
世
界
は
、

「
わ
た
し
」
の
体
験
談
と
し
て
語
ら
れ
る
『
佳
人
』

「
坂
の
上
に
立
っ
た
わ
た
し
」
が
「
斜
面
を
ず
り
落
ち
て
行
」

「
わ
た
し
」
の
下
降
運
動
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

く
こ
と
か
ら
、
言
い
換
え
れ
ば
、

「
わ
た
し
」
は
、
ど
こ
か
ら
ど
乙
へ
と
下
っ
て
行
っ
た
の
か
。
そ
の
運
動
の
軌
跡



を
確
認
し
て
み
る
と
、

「
坂
の
上
」
と
は
、

「
わ
た
し
」
が
そ
の
土
地
の
全
景
を

領
す
る
乙
と
の
で
き
る
「
瞬
」
を
発
見
し
た
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
乙
を
ず

り
落
ち
る
よ
う
に
下
っ
た
「
わ
た
し
」
が
辿
り
着
い
た
先
は
、
「
間
」
探
索
な
ど

に
明
け
暮
れ
る
自
分
を
気
遣
い
扱
い
す
る
ユ
ラ
が
待
つ
家
の
庭
先
だ
っ
た
の
で
あ

る
こ
の
「
わ
た
し
」
の
「
閑
」
探
索
に
ど
の
よ
う
な
寓
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か

こ
れ
ま
で
に
様
々
な
解
釈
が
示
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
最
大
公
約

数
を
と
っ
て
、
世
界
の
全
体
像
を
把
握
す
る
よ
う
な
高
踏
的
か
つ
絶
対
的
な
思
想

『
佳
人
』
が
書
か
れ
た
時
代
背
景

に
つ
い
て
は
、

と
理
解
し
て
お
い
て
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。

を
考
え
る
と
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
な
ど
が
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
が
、
幾
人
か

の
論
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
特
定
の
思
担
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、

乙
の
「
閑
」
を
「
わ
た
し
」
が
自
己
の
外
部
に
あ
る
固
定
点
と
し
て
探
し
求
め
て

い
る
ζ
と
に
の
み
留
意
し
て
お
け
ば
よ
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、

「
わ
た
し
」
が
下
っ
て
行
っ
た
先
、
す
な
わ
ち
、

「
わ
た
し
」

が
ユ
ラ
と
仮
住
居
し
て
い
る
土
地
は
、
「
近
在
者
の
設
さ
せ
せ
こ
ま
し
さ
に
み
ち

た
も
の
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
乙
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
「
わ
た
し
」
の
高

踏
的
な
姿
勢
に
た
い
し
て
無
理
解
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
異
端
視
す
る

よ
う
な
俗
界
と
見
な
し
て
よ
い
。
観
念
的
な
高
み
か
ら
卑
俗
な
現
実
へ
1
1
1
乙
れ

が
「
わ
た
し
」
の
辿
っ
た
下
降
運
動
の
軌
跡
の
内
実
で
あ
る
。

俗
界
に
堕
ち
て
ユ
ラ
と
痴
話
喧
嘩
を
し
た
り
仲
直
り
の
ラ
ヴ
シ

l
ン
を
演
じ
た

り
し
て
い
る
「
わ
た
し
」
は
、
ま
さ
に
、

「
ど
ん
な
思
念
の
粒
も
た
ま
り
え
な
い

ほ
ど
頭
の
袋
の
底
、
が
抜
け
て
ゐ
た
有
様
で
あ
っ
た
」
と
言
え
る
の
だ
が
、
決
し
て

そ
の
状
態
に
甘
ん
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
俗
界
か
ら
我
身
を
引
き
離
す
た
め

に
様
々
な
試
み
φ

そ
し
て
い
る
。

今
述
べ
た
「
踊
」
探
索
が
そ
う
し
た
俗
界
か
ら
の
離
脱
の
試
み
の
一
つ
で
あ
っ

た
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
試
み
は
、
ど
の
程
度
有
効
に
機
能
し
た
と

言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
俗
界
へ
と
下
っ
て
行
っ
た
「
わ
た
し
」
の
心
理
の
推
移
を

「
陪
」
を
発
見
し
た
と
き
の
「
わ
た
し
」
の
興
奮
も
、
ユ
ラ
の

追
っ
て
み
る
と
、

冷
た
い
反
応
を
目
の
当
た
り
に
し
て
き
む
ざ
む
と
静
ま
り
、
や
が
て
、

「
あ
り
さ

う
も
な
い
中
心
を
う
っ
か
り
み
と
め
て
し
ま
っ
た
不
覚
さ
」
を
自
ら
憤
り
始
め
、

「
ほ
ろ
り
と
歯
の
抜
け
た
気
持
」
へ
と
帰
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

「
陪
」
発
見
場
面
の
描
写
を
見
る
と
、
乙
の
「
関
」
が
地
上
か
ら
浮
き
上
が
っ
た

定
点
で
あ
る
乙
と
が
読
み
取
れ
る
が
、
そ
の
浮
遊
性
の
甚
だ
し
さ
ゆ
え
、
下
界
に

戻
り
現
実
の
側
か
ら
の
反
応
を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
、
い
か
に
も
「
あ
り
さ
う

つ
い
に
は
、

も
な
い
」
も
の
に
見
え
て
し
ま
う
の
だ
。

続
い
て
、
作
品
の
冒
頭
で
示
唆
さ
れ
て
い
た
「
あ
る
老
女
の
乙
と
」
を
小
説
に

書
乙
う
と
い
う
試
み
に
目
を
転
ず
る
と
、
乙
の
試
み
に
も
、
俗
界
か
ら
離
脱
し
た
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い
と
い
う
「
わ
た
し
」
の
願
望
が
反
映
し
て
い
る
乙
と
が
分
か
る
。

当
時
わ
た
し
は
こ
の
母
親
の
乙
と
を
小
説
に
書
か
う
と
思
ひ
立
ち
、
そ
れ

を
末
は
め
で
た
し
め
で
た
し
で
終
る
お
伽
噺
に
す
る
つ
も
り
で
ゐ
た
。
没
落

し
た
一
家
が
四
方
に
離
散
し
浮
世
の
塵
に
ま
み
れ
る
と
い
ふ
有
り
来
り
の
卑

俗
な
細
部
が
寄
り
あ
つ
ま
っ
て
い
つ
か
一
篇
の
夢
物
語
を
成
す
や
う
な
書
き

方
の
乙
と
を
考
へ
た
の
だ
が
、
そ
れ
と
い
ふ
の
も
能
面
に
似
た
母
親
の
顔
を

見
て
ゐ
る
と
い
か
な
る
感
情
を
も
漂
白
す
る
そ
の
皮
膚
が
内
心
の
波
風
や
日

日
の
生
活
の
う
へ
に
ま
で
執
劫
に
張
り
わ
た
さ
れ
る
の
が
感
じ
ら
れ
て
来
て
、

か
か
る
御
薮
を
読
む
や
う
な
顔
を
わ
た
し
は
伺
と
な
く
描
い
て
み
た
い
気
が

し
た
。

乙
乙
で
「
わ
た
し
」
が
思
い
描
い
て
い
る
小
説
の
書
き
方
と
は
、

「
有
り
来
り
の



卑
俗
な
細
部
」
を
リ
ア
ル
に
描
写
し
た
り
せ
ず
、
そ
れ
を
ご
篇
の
夢
物
語
」
へ

と
昇
撃
さ
せ
る
よ
う
な
書
き
方
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
わ
た
し
」
が
そ
の
小
説

で
描
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
「
老
女
」
の
「
御
畿
を
読
む
や
う
な
顔
」
は
、

「
内
心
の
波
風
や
日
日
の
生
活
」
に
纏
わ
る
「
い
か
な
る
感
情
を
も
漂
白
す
る
」

よ
う
な
「
能
面
に
似
た
」
顔
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
「
能
面
」
か
ら
《
夢
幻
》

と
い
う
こ
と
ば
を
連
想
す
る
乙
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、

「
わ
た
し
」

は
、
現
実
生
活
に
お
け
る
ド
ロ
ド
ロ
し
た
情
念
を
漉
過
す
る
よ
う
な
素
材
を
表
現

し
た
い
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
説
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
醜

悪
な
現
実
を
《
夢
》
の
中
に
解
き
放
と
う
と
す
る
「
わ
た
し
」
の
試
み
も
、
当
の

「
わ
た
し
」
が
「
金
も
な
い
の
に
毎
日
ぶ
ら
ぶ
ら
く
ら
し
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
こ
と

を
口
走
り
皿
な
ど
割
っ
て
ゐ
る
目
下
の
有
様
」
で
あ
る
た
め
、

「
め
で
た
し
め
で

た
し
」
で
終
わ
る
「
お
伽
噺
」
と
し
て
完
成
し
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
書

き
方
な
ら
び
に
素
材
を
扱
う
小
説
の
試
み
で
は
、
自
分
が
今
ま
さ
に
直
面
し
て
い

る
現
実
に
対
処
し
き
れ
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
乙
の
「
お
伽
噺
」
と
い
う
語
は
、
鈴
木
貞
美
氏
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
牧
野
信
一
が
小
説
の
中
で
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
乙
と
ば
で
あ
る
。

『
佳
人
』
の
中
の
表
現
に
牧
野
信
一
の
文
学
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
乙
と
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
よ
り
早
く
磯
貝
英
夫
氏
が
指
摘
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
な
に
よ
り
も
、

石
川
淳
自
身
が
牧
野
信
一
追
悼
文
の
中
で
、
先
輩
作
家
の
牧
野
に
た
い
し
て
ひ
と

か
た
な
ら
ぬ
親
近
感
を
表
明
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
乙
と
か
ら
考
え
て
、

卑
俗
な
現
実
を
夢
物
語
の
中
に
解
消
し
よ
う
と
い
う
「
わ
た
し
」
の
小
説
上
の
試

み
が
牧
野
信
一
の
文
学
の
方
法
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
読
む
乙
と
は
十
分

に
可
能
で
あ
ろ
う
。

牧
野
文
学
か
ら
の
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、

「
わ
た
し
」
が
友
人
か
ら

譲
り
受
け
た
犬
を
「
ア
ル
ギ
ュ
ス
」
と
命
名
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
ユ
ラ
を
「
ベ

ネ
ロ

l
プ
」
す
な
わ
ち
貞
淑
な
妻
に
見
立
て
よ
う
と
し
た
話
も
、
実
に
「
ギ
リ
シ
ャ

乙
の
見
立
て
に
よ
る
俗
界
離
脱
の
試

牧
野
」
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

み
も
ま
た
、
実
際
の
ギ
ス
ギ
ス
し
た
夫
婦
関
係
に
は
さ
ほ
ど
有
効
で
は
な
か
っ
た

ょ
う
で
、

「
わ
た
し
」
の
期
待
も
、

「
犬
の
背
中
の
上
で
た
が
ひ
を
愛
撫
す
る
味

が
す
こ
し
も
出
て
来
な
い
乙
と
を
覚
っ
て
ち
ょ
っ
と
宛
の
は
づ
れ
た
感
じ
」
に
終

わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

「
わ
た
し
」
が
手
帖
に
ユ
ラ
の
乙
と
を
書
き
付
け
る
掃
話
も
、
《
こ

と
ば
》
に
よ
る
現
実
救
済
の
企
て
と
い
う
点
で
、
小
説
を
書
乙
う
と
い
う
試
み
や

犬
の
命
名
行
為
に
相
通
じ
て
い
る
。
こ
の
手
帖
の
中
で
「
わ
た
し
」
は
、
レ
オ
ナ

さ
ら
に
、

ル
ド
・
ダ
・
ヴ
イ
ン
チ
の
《
自
分
の
愛
し
て
ゐ
る
も
の
の
質
が
悪
け
れ
ば
、
そ
れ

「
ま
づ
ユ
ラ
を
わ
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を
愛
す
る
自
分
の
質
も
悪
く
な
る
。
》
と
い
う
句
を
引
い
て
、

が
身
か
ら
引
き
剥
す
こ
と
」
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
、
「
お
れ
の
質
が
だ
ん
だ
ん
悪

く
な
っ
て
行
く
」
と
危
機
感
を
表
明
し
て
い
る
。
乙
乙
に
は
、
自
己
を
俗
悪
に
つ

な
ぎ
止
め
る
組
帯
、
だ
と
ユ
ラ
を
見
な
し
、
ユ
ラ
と
の
関
係
を
切
断
す
れ
ば
自
己
を

俗
悪
か
ら
解
き
放
て
る
と
い
う
思
い
込
み
が
窺
え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
乙

の
手
帖
の
文
句
も
、

一
週
間
ほ
ど
時
を
隔
て
て
読
む
「
わ
た
し
」
の
自
民
は
、
自

分
の
質
の
悪
さ
を
棚
上
げ
に
し
て
い
る
点
で
「
い
い
気
な
も
の
だ
」
と
映
ら
ざ
る

を
得
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
乙
の
「
わ
た
し
」
の
手
帖
|
|
「
と
き
を
り
の
随
租
を
乱
雑
に
書

{
9
}
 

き
留
め
た
手
帖
」
|
|
は
・
、
お
そ
ら
く
、
ヴ
ァ
レ
リ
l
の
『
カ
イ
己
の
パ
ロ
デ
ィ

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ダ
・
ヴ
イ
ン
チ
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
い
っ

そ
う
そ
の
思
い
を
強
く
す
る
の
だ
が
、
乙
乙
で
確
認
し
て
お
き
た
い
乙
と
は
、

「
わ
た
し
」
が
ヴ
ァ
レ
リ
l
や
牧
野
信
一
の
文
学
的
実
践
の
模
倣
と
見
な
し
得
る



行
為
を
し
て
い
る
乙
と
の
帰
結
に
つ
い
て
で
あ
る
。
『
佳
人
』
に
ヴ
ァ
レ
リ
l
や

牧
野
信
一
の
影
響
を
看
取
で
き
る
乙
と
は
、
す
で
に
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
そ
の
影
響
を
あ
ま
り
真
正
面
か
ら
論
じ
す
ぎ
る
と
、
作
家
・
石
川
淳
が

牧
野
や
ヴ
ァ
レ
リ
l
の
パ
ロ
デ
ィ
を
乙
の
作
品
に
取
り
込
ん
だ
意
図
が
不
明
瞭
に

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
乙
の
点
に
留
意
し
て
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
乙
ろ
を
整

理
し
て
み
た
い
。

「
関
」
探
索
か
ら
「
手
帖
」
に
至
る
ま
で
、
「
わ
た
し
」
は
何
度
も
俗
界
か
ら

の
離
脱
を
試
み
た
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
試
み
は
悉
く
現
実
の
前
に
敗
れ
去
っ
て
来

た
。
「
わ
た
し
は
泥
沼
か
ら
足
を
引
き
抜
く
や
う
に
立
ち
上
が
り
、
座
敷
ぢ
ゅ
う

を
歩
き
ま
は
り
、
や
が
て
ま
た
と
ろ
り
と
横
に
な
る
」
と
い
う
一
節
が
、
そ
の
よ

う
な
「
わ
た
し
」
の
試
み
と
そ
の
挫
折
の
連
続
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
試

み
は
、
自
己
の
外
部
に
あ
る
既
存
の
思
想
に
寄
り
掛
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
り
、
す
で
に
先
人
た
ち
が
試
行
し
た
方
法
を
表
面
的
に
な
ぞ
っ
た
だ
け
の
も
の

で
あ
っ
た
た
め
、
言
い
換
え
る
な
ら
、

「
わ
た
し
」
の
深
層
を
く
ぐ
り
抜
け
る
乙

と
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
内
発
的
な
方
法
に
よ
る
行
為
で
は
な
か
っ
た
た
め
、

た
し
」
を
取
り
ま
く
現
実
に
う
ま
く
突
き
刺
さ
っ
て
行
か
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の

乙
と
に
加
え
て
、
「
手
帖
」
を
読
ん
だ
「
わ
た
し
」
が
自
ら
省
み
て
い
た
よ
う
に
、

自
分
の
質
の
悪
さ
を
棚
上
げ
し
た
ま
ま
俗
界
か
ら
の
離
脱
を
叫
ん
で
も
、
そ
れ
は

ー「

わ

決
し
て
成
就
し
な
い
。
俗
悪
は
、
自
己
を
取
り
ま
く
外
部
の
問
題
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
自
ら
の
内
部
に
も
関
わ
っ
て
く
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
わ
た
し
」
は
そ
の
こ
と
を
明
瞭
に
自
覚
し
て
い
た
。
家
を
訪
れ
た
ミ

「
か
ら
だ
の
丸
み
を
組
は
ず
に
は
」
見
て
い
ら
れ
な
い
自
分
に
狼
狽
し
て

視
線
を
そ
ら
す
と
、
そ
乙
に
は
、

無
論
、

サ
を
、

「
普
段
着
の
銘
仙
の
膝
の
あ
た
り
行
儀
わ
る
く

居
く
づ
れ
て
素
足
を
横
ざ
ま
に
投

.2山
し
て
」
い
る
ユ
ラ
の
姿
。
ミ
サ
を
通
し
て

性
欲
と
い
う
自
己
の
裡
な
る
俗
悪
を
思
い
知
ら
さ
れ
、

ユ
ラ
を
通
し
て
自
分
の
置

「
わ
た
し
は
頭
の
芯
が
つ
ん

か
れ
て
い
る
状
態
の
荒
廃
ぶ
り
を
見
せ
つ
け
ら
れ
、

と
す
る
ほ
ど
え
た
い
の
知
れ
ぬ
憂
穆
に
緊
め
つ
け
ら
れ
」
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
場
に
い
た
た
ま
れ
な
く
な
っ
て
家
を
飛
び
出
し
た
「
わ
た
し
」
が
つ
ぶ
や
く

の
が
、
《
門
ヲ
出
デ
テ
佳
人
ヲ
望
ム
佳
人
宣
コ
コ
ニ
在
ラ
ン
ヤ
》
と
い
う
院
籍
の

『
詠
懐
詩
』
(
其
八
十
)
の
中
の
一
節
な
の
で
あ
る
。

松
本
幸
男
氏
の
『
院
籍
の
生
涯
と
詠
懐
詩
』
(
木
耳
社
・
一
九
七
七
)
を
手
引

と
し
て
、
そ
の
原
文
と
書
き
下
し
文
と
を
以
下
に
掲
げ
て
み
る
。

出

門

望

佳

人

門

を

出

で

て

佳

人

を

望

む

も

佳
人
宣
在
蕊

佳
人

宣
に
弦
に
在
ら
ん
や

三
山
招
松
喬

寓
世
誰
興
期

山
花
松
喬
を
招
く
は

誰
と
興
に
か
期
せ
ん
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高
世

存
亡

存
亡
有
長
短

長
短
あ
り

慌
慨
将
駕
知

忽
忽
朝
日
慣

行
行
持
伺
之

不
見
季
秋
草

握
折
在
今
時

慌
慨
す
る
も
将
駕
ん
ぞ
知
ら
ん
や

忽
忽
と
し
て
朝
日
慣
れ

行
き
行
き
て
将
何
に
か
之
か
ん

季
秋
の
草

今
の
時
に
在
る
を
(
通
釈
は
注
仰
を
参
照
)

乙
の
詩
に
深
く
立
ち
入
る
だ
け
の
余
裕
も
ま
た
素
養
も
な
い
が
、
乙
の
詩
が
孤
独

と
絶
望
と
を
詠
じ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。
『
佳
人
』
に
引
用
さ

見
ず
や

提
折

「
門
を
出
て
佳
人
を
待
ち
望
む
が
、
佳

人
は
ど
う
し
て
乙
こ
に
い
ょ
う
か
。
」
と
解
釈
さ
れ
る
箇
所
で
あ
り
、
見
方
に
よ
っ

「
頭
の
芯
が
つ
ん
と
す
る
ほ
ど
え
た
い
の
知
れ

れ
た
一
節
に
限
っ
て
言
う
と
、
こ
乙
は
、

て
は
瓢
逸
な
回
象
も
受
け
る
が
、

ぬ
憂
欝
」
に
囚
わ
れ
た
中
で
つ
ぶ
や
か
れ
た
句
で
あ
る
乙
と
か
ら
も
、
乙
の
句
に



に
存
在
し
な
い
乙
と
応
対
す
る

「
わ
た
し
」
の
深
い
絶
望
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
乙
の
「
佳
人
」

は
、
俗
界
に
堕
ち
て
「
泥
沼
」
の
よ
う
な
状
態
に
あ
え
い
で
い
る
「
わ
た
し
」
を

救
い
出
し
て
く
れ
る
よ
う
な
み
め
麗
し
き
女
性
を
意
味
し
て
い
る
と
同
時
に
、
そ

の
よ
う
な
救
済
を
「
わ
た
し
」
に
も
た
ら
す
、
《
乙
と
ば
》
に
よ
る
試
み
の
可
能

は
、
佳
人
が
「
乙
乙
」

(
す
な
わ
ち
、
現
世
)

性
を
も
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
わ
た
し
」
は
、
俗
悪
が
自
己

の
内
外
に
拝
め
い
て
い
る
現
状
に
対
し
て
絶
望
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を

自
ら
の
《
乙
と
ば
》
に
よ
っ
て
掬
い
上
げ
る
術
を
見
出
せ
な
い
こ
と
に
も
絶
望
感

を
抱
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

乙
の
絶
望
を
見
つ
め
な
が
ら
、
「
わ
た
し
」
は
、
乙
れ
ま
で
見
て
き
た
堂
々
め

ぐ
り
の
状
態
か
ら
、
ど
う
抜
け
出
し
て
行
く
の
か
を
、
次
に
作
品
後
半
部
か
ら
探
つ

て
い
く
乙
と
に
す
る
。

四
、
意
識
と
身
体
と
の
相
魁

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
「
わ
た
し
」
は
、
自
己
の
外
部
に
あ
る
既
存
の
手

段
に
寄
り
掛
か
る
乙
と
で
俗
界
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
そ
の
試
み
は

悉
く
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
そ
の
「
わ
た
し
」
が
自
己
の
内
部
へ
と
目
を
転
じ
た
時
、

そ
乙
に
見
出
し
た
の
は
「
空
虚
」
で
あ
っ
た
。

そ
の
夜
遅
く
ミ
サ
と
別
れ
、
電
車
か
ら
家
ま
で
の
途
上
を
わ
た
し
は
人
気

も
な
い
閣
の
中
に
ユ
ラ
と
な
ら
ん
で
無
言
の
ま
ま
歩
い
て
行
っ
た
が
、
じ
っ

は
ユ
ラ
が
何
か
は
な
し
か
け
た
か
ど
う
か
、
そ
ば
に
ゐ
た
か
ど
う
か
さ
へ
上

の
空
で
あ
っ
た
。
か
う
い
ふ
と
わ
た
し
が
あ
る
考
に
没
頭
し
て
ゐ
た
か
の
や

う
で
あ
る
が
、
さ
て
何
を
考
へ
:
:
:
い
や
、
そ
ん
な
乙
と
よ
り
も
わ
た
し
は

そ
の
と
き
ち
ょ
っ
と
立
ち
ど
ま
っ
て
呼
吸
し
た
乙
と
を
い
は
う
。
わ
た
し
は

道
の
ま
ん
中
で
胸
を
張
っ
て
ふ
う
と
一
息
吸
ひ
乙
み
、
や
そ
り
か
ら
の
夜
風
が

水
の
や
う
に
肺
臓
に
流
れ
乙
む
の
を
感
じ
な
が
ら
な
ほ
そ
れ
を
吸
ひ
つ
づ

け
た
。
酒
に
ほ
て
っ
て
ゐ
た
せ
ゐ
も
あ
ら
う
、
わ
た
し
は
風
が
肺
臓
に
あ
ふ

れ
体
内
に
満
つ
る
の
を
は
っ
き
り
感
じ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
ふ
と
わ
た
し
の

裡
に
忍
び
入
っ
た
啓
示
の
や
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
の
分
量
の
風

を
受
け
容
れ
る
た
め
に
は
何
が
あ
っ
た
か
。
|
|
空
虚
。
さ
う
だ
、
空
虚
。

わ
た
し
は
空
虚
で
い
っ
ぱ
い
な
の
だ
。
わ
た
し
と
い
ふ
も
の
が
そ
も
そ
も
が

ら
ん
ど
う
な
の
だ
。

乙
の
引
用
箇
所
の
中
の
「
呼
吸
」

「
肺
臓
」

「
体
内
」
な
ど
の
語
を
見
れ
ば
分
か

「
空
虚
」
の
発
見
は
、
ま
ず
、
自
ら
の
身
体
感
覚
を
通
す
乙
と
に
よ
っ

て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
乙
乙
に
示
さ
れ
て
い
る
「
空
虚
」
感
は
、
単

る
よ
う
に
、

な
る
受
け
売
り
の
観
念
な
ど
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
わ
た
し
」
の
内
発
的
な
問
題
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な
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

だ
が
、
乙
の
身
体
感
覚
に
基
づ
い
て
見
出
さ
れ
た
「
空
虚
」
は
、
感
覚
の
水
準

に
留
ま
っ
て
お
ら
ず
、
「
啓
示
」
と
い
う
語
を
始
め
と
し
て
、
「
聖
痕
示
現
」

「
神
格
」
等
の
表
現
に
よ
っ
て
形
市
上
学
的
な
高
み
に
引
き
上
げ
ら
れ
、

「
空
洞
乙
そ
こ
乙
に
わ
が
念
ず
る
神
の
姿
と
な
っ
て
顕
は
れ
、
か
く
て
、

「
信
何
」

つ
い
に
、

わ
た
し
に
あ
っ
て
の
聖
痕
示
現
は
ま
さ
し
く
乙
の
現
身
の
わ
た
し
と
い
ふ
も
の
が

空
に
画
い
た
う
つ
ろ
の
枠
の
中
に
ぞ
つ
く
り
依
り
乙
む
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
。
」

と
い
う
よ
う
に
、
聖
性
を
通
じ
て
絶
対
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

自
ら
の
内
面
に
見
出
し
た
「
空
虚
」
を
聖
な
る
域
に
ま
で
高
め
る
乙
と
に
よ
っ
て
、

「
わ
た
し
」
は
、
自
己
の
内
部
に
巣
く
う
俗
悪
を
自
身
か
ら
切
断
し
て
い
く
。
眠
っ

て
い
る
ユ
ラ
の
顔
を
見
な
が
ら
「
わ
た
し
」
が
暗
い
た
「
お
れ
が
ふ
く
ら
が
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
お
ま
へ
が
は
み
出
さ
れ
る
乙
と
に
な
っ
た
の
だ
」
と
い
う
乙
と
ば



が
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
ら
の
裡
な
る
俗
悪
の
切

断
は
、
性
欲
の
否
定
を
、
ひ
い
て
は
身
体
の
否
定
を
意
味
す
る
が
ゆ
え
に
、

「死

の
観
念
」
へ
と
通
じ
て
行
く
の
で
あ
る
。

た
だ
、
我
々
は
、
乙
の
箇
所
を
虚
無
感
ゆ
え
の
死
へ
の
願
望
が
表
明
さ
れ
た
も

の
と
単
純
に
解
釈
し
て
は
な
る
ま
い
。

「
重
要
な
の
は
、
わ
た
し
は
死
に
つ
つ
死

ぬ
こ
と
を
意
識
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」
と
「
わ
た
し
」
自
ら
が
語
つ

て
い
る
よ
う
に
、

「
空
虚
」
の
発
見
が
意
識
の
絶
対
化
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る

乙
と
に
こ
そ
、
我
々
は
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
死
の
瞬
間
ま
で
見

据
え
よ
う
と
す
る
ほ
ど
徹
底
し
た
意
識
化
を
自
身
に
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、

一
度
下
っ
て
し
ま
っ
た
俗
界
か
ら
は
上
昇
し
得
な
い
と
い
う
「
わ
た
し
」
の
思
想
|

ー
ま
さ
に
、
自
己
の
内
部
巻
潜
り
抜
け
る
乙
と
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
思
想
ー
ー
が

乙
こ
か
ら
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
意
識
の
絶
対
化
を
士
、
日
ヲ
「
わ
た
し
」

が
、
死
に
臨
ん
で
、
身
体
的
あ
る
い
は
無
意
識
的
な
乙
と
ば
と
し
て
の
「
一
切
の

詠
歎
」
を
禁
遁
し
よ
う
と
努
め
た
の
は
、
当
然
の
帰
結
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

さ
て
、
死
の
瞬
間
ま
で
を
も
意
識
の
元
に
捉
え
よ
う
と
い
う
「
わ
た
し
」
の
試

み
は
、
ど
の
よ
う
な
結
果
を
見
る
に
至
っ
た
か
。
端
的
に
言
っ
て
、
こ
の
試
み
も

ま
た
、
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
。
い
っ
た
い
伺
が
「
わ
た
し
」
の
試
み
を
阻
ん
だ

の
で
あ
ろ
う
か
。

列
車
に
鉄
橋
の
上
で
ぶ
つ
か
っ
て
死
の
う
と
し
た
「
わ
た
し
」
の
企
て
を
臨
ん

だ
の
は
、
列
車
が
遂
に
来
な
か
っ
た
と
い
う
「
予
定
に
入
れ
て
な
か
っ
た
こ
の
手

ち
が
へ
」
、
す
な
わ
ち
、
《
偶
然
》
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
乙
の
《
偶
然
》
に
途

方
に
暮
れ
て
い
た
「
わ
た
し
」
も
、
列
車
が
来
な
い
の
な
ら
、
魔
の
淵
と
呼
ば
れ

る
難
所
に
飛
び
込
め
ば
い
い
と
気
付
き
、
橋
桁
を
渡
っ
て
川
沿
い
の
堤
へ
と
足
を

向
け
る
。

そ
し
て
そ
の
歩
み
を
堤
の
斜
面
の
上
に
移
し
、
さ
ら
に
畳
を
踏
む
と
と
く
静

か
に
水
の
上
へ
と
、
な
だ
ら
か
な
堤
の
腹
を
ず
ず
と
水
ぎ
は
ま
で
と
り
お
り

た
と
き
、
あ
た
り
一
面
に
生
ひ
茂
っ
た
雑
草
の
一
叢
の
中
に
袋
の
底
へ
の
や

う
に
か
ら
だ
が
す
と
ん
と
落
ち
乙
み
、
湿
地
に
吸
ひ
つ
い
た
靴
の
先
か
ら
水

の
浸
み
入
る
の
を
感
じ
る
よ
り
も
早
く
息
の
と
ま
る
ほ
ど
む
っ
と
す
る
草
い

き
れ
と
と
も
に
蚊
、
虻
、
腕
の
か
た
ま
り
が
ぶ
ー
ん
と
顔
い
ち
め
ん
に
ぶ
つ

か
っ
て
来
た
の
に
、
わ
た
し
は
犬
の
や
う
に
身
ぷ
る
ひ
し
て
跳
ね
お
き
た
が
、

全
身
の
皮
膚
が
ち
り
ち
り
と
戦
傑
に
ち
ぢ
れ
、
そ
れ
ま
で
保
っ
て
来
た
平
静

は
根
こ
そ
ぎ
覆
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
乙
の
状
態
の
ま
ま
眼
前
の
水
中
に
飛
び

入
る
乙
と
は
恥
づ
べ
き
逆
上
で
し
か
な
い
の
で
、
今
は
も
う
ふ
た
た
び
堤
に

駆
け
の
ぼ
る
よ
り
ほ
か
は
な
く
、
き
て
堤
の
上
に
立
っ
た
わ
た
し
は
全
身
が

に
は
か
に
赫
と
燃
え
あ
が
り
、
湯
玉
の
や
う
な
汗
が
毛
孔
か
ら
噴
き
出
て
、

一
時
に
爆
発
し
た
混
乱
に
逐
ひ
立
て
ら
れ
閣
の
中
を
宛
も
な
く
ま
っ
し
ぐ
ら
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に
走
り
出
し
た
。

「
わ
た
し
」
の
体
験
談
の
語
り
出
し
部
分
と
同
様
、
乙
乙
に
も
「
わ
た
し
」
の
下

降
運
動
が
見
て
取
れ
る
。
た
だ
し
、
乙
の
度
「
わ
た
し
」
が
落
ち
た
所
は
、
俗
界

な
ど
で
は
な
く
、

「
平
静
」
が
「
根
こ
そ
ぎ
覆
さ
れ
て
」
し
ま
う
よ
う
な
混
沌
た

る
世
界
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、

「
わ
た
し
」
の
意
識
に
よ
る
統
御
の
及
ば
な
い
無

意
識
界
の
職
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
乙
の
カ
オ
ス
と
し
て
の
無
意
識
界
は
、

様
々
な
身
体
的
歓
動
が
霊
く
世
界
で
あ
る
。
乙
乙
に
降
り
立
っ
た
「
わ
た
し
」
が

身
体
感
覚
を
目
覚
ま
し
く
回
復
さ
せ
、
や
が
て
疾
定
す
る
に
至
る
の
も
、
自
然
の

成
り
行
き
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、
絶
対
的
な
意
識
の
も
と
に
身
体
を
葬
り
去
ろ
う

と
す
る
「
わ
た
し
」
の
試
み
は
、
外
的
要
因
と
し
て
の
《
偶
然
》
の
介
入
と
、
内

的
要
因
と
し
て
の
《
無
意
識
》
へ
の
転
落
と
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。



さ
ら
な
る
疾
走
に
よ
っ
て
、

「
わ
た
し
」
は
、
意
識
の
統
御
能
力
を
限
り
無
く

後
退
さ
せ
、
運
動
す
る
身
体
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
。

し
ん
し
ん
た
る
夜
の
さ
な
か
に
凄
ま
じ
く
ひ
び
く
心
臓
の
あ
へ
ぎ
、
は
あ
は

あ
と
吐
く
患
が
思
想
も
こ
と
ば
も
絶
縁
し
つ
つ
、
わ
た
し
は
一
箇
の
野
獣
で

あ
っ
た
。

『
佳
人
』
前
半
部
で
「
わ
た
し
」
が
探
し
求
め
て
い
た

「
踊
」
は
、
自
己
の
外
部
の
固
定
点
な
ど
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
ど
で
は
な

乙
の
く
だ
り
を
読
む
と
、

く
、
そ
の
語
が
示
す
通
り
、
ま
さ
に
自
己
の
身
体
の
直
中
に
乙
そ
求
め
ら
れ
る
べ

き
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
乙
の
不
定
形
な
混
沌
世

界
に
降
り
立
つ
乙
と
が
、
な
に
は
と
も
あ
れ
「
わ
た
し
」
の
再
出
発
の
型
機
と
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
無
論
、
こ
の
場
面
で
の
「
わ
た
し
」
は
、
そ
こ
ま
で
思
い

至
っ
て
い
な
い
。

「
わ
た
し
」
は
、
た
だ
、
絶
対
的
な
意
識
を
有
す
る
「
神
」
の

座
か
ら
身
体
の
み
の
存
在
と
し
て
の
「
野
獣
」
へ
の
転
落
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
て
い

る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
身
体
の
側
か
ら
の
意
識
の
側
に
対
す
る
反
睦
を
象
徴
し
て
い
る
と
も

い
え
る
の
が
、
ふ
と
「
わ
た
し
」
の
居
に
の
ぼ
っ
た
「
歩
く
一
夜
芙
蓉
の
花
に
白

み
け
り
」
と
い
う
俳
句
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
乙
と
は
、
な
に
よ
り

「
詠
歎
」
と
い
う
身
体
に
根
ざ
し
た
《
乙
と
ば
》
が
、

意
識
へ
の
裏
切
り
と
し
て
最
初
に
立
ち
現
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
意
識
の
絶
対
化
・

を
志
向
す
る
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
、
身
体
的
な
乙
と
ば
・
無
意
識
裡
の
乙
と
ば

も
ま
ず
、

「
わ
た
し
」
の

の
禁
遁
乙
そ
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
乙
の
砦
が
崩
壊
し
た
後
、

「
わ
た

し
」
は
、
身
体
の
側
か
ら
の
反
攻
に
な
し
崩
し
に
身
を
委
ね
る
乙
と
に
な
る
。
作

品
内
の
表
現
を
引
い
て
逐
一
確
認
す
る
煩
は
避
け
る
が
、
身
体
の
深
部
か
ら
湧
き

出
た
衝
動
は
、
睡
眠
↓
食
欲
↓
性
欲
と
い
う
順
序
で
「
わ
た
し
」
を
襲
い
、
そ
の

都
度
「
わ
た
し
」
の
意
識
が
示
す
懸
命
の
抵
抗
を
も
の
と
も
せ
ず
、

「
わ
た
し
」

を
物
語
の
最
終
場
面
で
あ
る
と
乙
ろ
の
ミ
サ
の
抱
擁
シ

1
ン
に
向
け
て
押
し
流
し

て
い
く
の
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
、

乙
の
句
に
詠
ま
れ
た
「
芙
蓉
の
花
」
は
、
ミ
サ
の
イ
メ
ー
ジ
を
象

徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
指
摘
は
、

か
も
知
れ
な
い
が
、
「
あ
ふ
む
く
と
白
い
か
た
ま
り
が
ふ
は
り
と
浮
い
て
ゐ
た
。

ぢ
っ
と
瞳
を
定
め
る
に
つ
れ
て
そ
れ
が
突
蓉
の
花
だ
と
わ
か
り
、
同
時
に
花
の
白

さ
の
上
に
空
の
白
さ
が
二
重
に
ぼ
か
さ
れ
夜
の
明
け
は
じ
め
て
ゐ
る
こ
と
が
判
つ

い
さ
さ
か
唐
突
に
ひ
び
く

た
よ
と
い
う
「
芙
蓉
の
花
」
の
描
写
と
、
作
品
後
半
部
の
ミ
サ
の
描
写
部
分
を

照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
明
ら
か
に
対
応
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
い
く

っ
か
見
出
せ
る
の
だ
。
た
と
え
ば
、
家
に
戻
り
昏
睦
に
落
ち
た
「
わ
た
し
」
が
眠

り
か
ら
覚
め
「
ふ
と
除
を
あ
け
る
と
、
わ
た
し
の
か
ら
だ
は
抱
へ
あ
げ
ら
れ
、
ミ

サ
の
顔
が
鼻
先
に
あ
っ
た
」
と
い
う
箇
所
。
あ
る
い
は
、
ミ
サ
の
「
襟
足
の
白
さ
」

と
い
う
表
現
。
さ
ら
に
、
「
わ
た
し
」
に
抱
き
締
め
ら
れ
た
ミ
サ
が
「
た
だ
澄
み

わ
た
っ
た
秋
の
大
気
の
中
に
ゐ
て
微
風
が
眼
に
め
み
た
か
の
と
と
く
で
あ
っ
た
」

と
い
う
描
写
に
見
ら
れ
る
、
大
自
然
と
一
体
化
し
て
い
る
よ
う
な
ミ
サ
の
イ
メ
l
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ッ
、
等
々
。

「
実
蓉
の
花
」
を
ミ
サ
の
イ
メ
ー
ジ
の
象
徴
と
し
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
私
が

述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
乙
と
は
、
単
に
、
こ
の
句
が
ミ
サ
の
抱
擁
シ

1
ン
の
枕
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
物
語
構
成
上
の
指
摘
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
私
が
言
い
た
い
の

は
、
こ
の
句
を
ふ
と
洩
ら
し
た
時
、

「
わ
た
し
」
は
意
識
下
の
深
層
世
界
で
ミ
サ

を
希
求
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
い
や
、
こ
う
言
っ
た

方
が
正
確
か
も
知
れ
な
い
。
句
と
い
う
形
の
《
乙
と
ば
》
で
表
現
す
る
乙
と
に
よ
っ

て、

「
わ
た
し
」
の
深
層
の
衝
動
が
顕
在
化
し
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
「
わ
た
し
」



を
突
き
動
か
し
て
行
く
の
だ
、
と
。
乙
の
句
を
洩
ら
し
て
詑
然
と
し
て
い
た
「
わ

た
し
」
が
再
び
歩
き
出
し
た
と
き
、

て
」
お
り
、

「
い
つ
か
ミ
サ
の
と
乙
ろ
へ
行
く
気
に
な
っ

「
も
う
わ
が
手
で
は
つ
か
ま
へ
き
れ
な
く
な
っ
た
わ
た
し
の
肉
体
が

ど
う
う
ご
く
乙
と
や
ら
見
当
の
つ
く
乙
と
で
は
な
か
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ

と
が
、
こ
の
こ
と
の
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。
同
様
の
こ
と
が
、

「
わ
た
し
」
が
空

腹
宇
佐
覚
え
る
場
面
に
も
言
え
る
わ
け
で
、
「
腹
が
へ
っ
た
。
」
と
一
一
)
一
一
口
っ
た
と
た
ん
、

「
わ
た
し
」
は
「
呪
文
で
も
唱
へ
た
や
う
に
た
ち
ま
ち
胃
が
き
り
き
り
と
緊
ま
り
、

か
す
か
な
ひ
び
き
が
食
道
に
こ
み
上
げ
て
来
て
、
も
う
火
の
つ
く
や
う
な
空
腹
に

ぢ
つ
と
し
て
ゐ
ら
れ
」
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
《
乙
と
ば
》
は
、
と

き
と
し
て
自
己
の
意
識
を
裏
切
る
厄
介
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
自
ら
の

意
識
が
捉
え
て
い
な
か
っ
た
深
層
部
の
衝
動
を
顕
在
化
さ
せ
る
乙
と
に
よ
り
、
自

己
を
行
為
へ
と
駆
り
立
て
る
干
不
ル
ギ
ー
を
も
併
せ
持
つ
、
そ
の
よ
う
な
こ
面
性

を
有
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

「
わ
た
し
」
の
身
体
性
の
復
活
を
《
乙
と
ば
》
と
の
関
わ
り

に
お
い
て
捉
え
る
と
、
裸
の
「
わ
た
し
」
が
ミ
サ
を
抱
き
締
め
る
最
終
場
面
の
暗

示
す
る
と
こ
ろ
は
、
自
ず
と
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

「
わ
た
し
」
は
、
身
に
纏
つ

た
《
衣
装
》
を
脱
ぎ
捨
て
、
自
ら
の
裡
陀
燃
え
上
が
る
「
性
欲
」
に
ま
か
せ
て
ミ

サ
を
抱
く
。
乙
の
時
「
わ
た
し
」
は
、
大
自
然
に
も
似
た
ミ
サ
の
か
ら
だ
を
通
し

て
、
生
へ
と
立
ち
向
か
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
ら
の
身
体
に
感
じ
と
っ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
こ
れ
を
《
乙
と
ば
》
の
轍
と
し
て
読
む
と
、
外
的
な
《
意
匠
》
の
一
切

ら
」
排
除
し
、
自
ら
の
裡
か
ら
湧
き
出
る
《
こ
と
ば
》
を
掴
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
わ
た
し
」
は
、
現
実
世
界
に
立
ち
向
か
う
べ
き
自
ら
の
《
文
体
》
を
獲
得
し
た

の
だ
、
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
「
わ
た
し
」
が
《
文
体
》
を
獲
得
す

る
契
機
と
な
っ
た
ミ
サ
は
、
《
こ
と
ば
》
に
よ
る
試
み
の
可
能
性
を
「
わ
た
し
」

に
も
た
ら
し
た
と
い
う
点
で
、
こ
の
時
、
ま
さ
し
く
「
佳
人
」
と
し
て
「
わ
た
し
」

の
眼
に
映
じ
て
い
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、
戦
う
べ
き
相
手
と
し
て
の
文
体

『
佳
人
』
の
物

「
わ
た
し
」
の
体
験
談
の
分
析
を
通
し
て
見
て
き
た
よ
う
に
、

語
世
界
は
、
様
々
な
試
行
錯
誤
の
は
て
に
作
家
が
自
己
の
文
体
を
獲
得
す
る
に

至
る
ま
で
の
経
緯
を
描
い
た
寓
話
と
し
て
読
む
乙
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
『
佳
人
』

の
作
品
世
界
は
、
「
わ
た
し
」
が
ミ
サ
を
抱
き
締
め
た
場
面
で
終
結
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
作
中
人
物
の
位
相
か
ら
書
き
手
の
位
相
へ
と
移
っ
た
「
わ
た
し
」

の
現
在
の
感
慨
を
述
べ
た
断
章
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ロ
i

グ
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
断
章
を
踏
ま
え
つ
つ
、
書
き
手
「
わ
た
し
」
が
獲
得
し
た
文

体
に
つ
い
て
、
是
非
と
も
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
つ
の
点
を
最
後
に

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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そ
の
一
つ
め
は
、
書
き
手
「
わ
た
し
」
の
文
体
は
、

『
佳
人
』
の
叙
述
を
書
き

進
め
て
い
く
行
為
全
体
を
通
し
て
生
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
先
に

私
は
、
ミ
サ
の
抱
擁
シ
l
ン
に
文
体
の
獲
得
を
読
み
取
っ
た
の
で
あ
る
が
、
文
体

を
獲
得
す
る
と
い
う
行
為
を
こ
の
一
場
面
に
の
み
集
約
し
う
る
よ
う
な
ス
タ
テ
イ
ツ

ク
な
も
の
と
見
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

冒
頭
部
分
を
振
り
返
っ
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
乙
こ
で
書
き
手
は
、
い
き
な
り

書
く
意
図
と
書
く
行
為
と
の
分
裂
に
直
面
し
、
そ
の
「
叙
述
」
の
《
足
元
》
は
常

に
ふ
ら
つ
い
て
い
た
。
書
き
手
は
、
そ
れ
を
押
し
切
る
よ
う
に
、

体
験
談
へ
と
話
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
乙
の
分
裂
は
、
そ
の
後
も
書
き

手
を
脅
か
し
続
け
て
い
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
書
き
手
は
、
「
苦
行
な
ど
と
勿

体
ぶ
っ
た
こ
と
ば
を
も
ち
出
し
た
と
た
ん
」
支
離
滅
裂
な
状
態
に
陥
り
、

「
わ
た
し
」
の

「
わ
た



し
は
真
赤
な
顔
を
し
な
が
ら
諸
君
に
お
じ
ぎ
を
し
て
乙
の
辺
で
引
き
さ
が
る
の
が

よ
い
で
あ
ら
う
」
と
、
書
き
続
け
る
乙
と
の
困
難
さ
を
吐
露
せ
ざ
る
を
得
な
い
ま

「
臆
面
も
な
く
書
き
つ
や
つ
け
る
」
乙

で
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
り
す
る
。
し
か
し
、

と
に
よ
っ
て
、
書
き
手
は
、

つ
い
に
エ
ピ
ロ
ー
グ
を
記
す
に
あ
た
っ
て
、
以
下
の

よ
う
に
言
い
切
れ
る
ま
で
に
至
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
す
で
に
乙
の
叙
述
を
書
き
出
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
小
説
の
は
う
は

さ
し
あ
た
り
書
け
さ
う
も
な
い
。
そ
れ
が
書
け
る
く
ら
ゐ
な
ら
ば
冒
頭
に
ち

ょ
っ
と
に
ほ
は
せ
て
お
い
た
老
女
の
物
語
が
と
っ
く
に
出
来
上
っ
て
ゐ
る
は

ず
で
あ
ら
う
。
で
は
乙
の
叙
述
を
書
く
ぐ
ら
ゐ
が
精
い
っ
ぱ
い
の
と
乙
ろ
な

の
か
と
冷
笑
す
る
ひ
と
が
ゐ
る
と
し
た
ら
ば
、
わ
た
し
は
か
う
答
へ
ょ
う
。

わ
た
し
が
何
を
書
く
に
し
て
も
、
す
べ
っ
こ
れ
を
書
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
、
樽
の
中
の
酒
を
酌
み
出
す
た
め
に
は
栓
を
抜
く
乙
と
か
ら
は

じ
め
る
や
う
な
も
の
だ
と
。

『
佳
人
』
と
題
す
る
「
叙
述
」
を
乙
乙
ま
で
書
き
進
め
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
書
き

手
は
、
分
裂
の
発
端
と
な
っ
た
「
老
女
の
物
語
」
を
完
全
に
振
り
切
っ
て
い
る
。

(
そ
れ
は
、
牧
野
信
一
に
代
表
さ
れ
る
先
人
た
ち
の
亜
流
の
存
在
か
ら
、
書
き
手

「
わ
た
し
」
が
抜
け
出
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
性
を
獲
得
し
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
だ

ろ
う
。
)
つ
ま
り
、
書
き
続
け
る
乙
と
の
困
難
性
と
常
に
対
崎
し
な
が
ら
も
「
叙

述
」
を
押
し
進
め
る
と
い
う
行
為
を
経
ず
し
て
文
体
を
獲
得
す
る
こ
と
な
ど
で
き

な
い
の
だ
、
と
い
う
極
め
て
実
践
的
な
方
法
意
識
が
「
佳
人
』
の
中
で
体
現
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

「
何
を
書
く
に
し
て
も
ま
づ
こ
れ
を
書
い
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
「
わ
た
し
」
の
弁
明
は
、
そ
の
よ
う
な
「
叙
述
」
の
推

進
と
文
体
の
獲
得
の
同
時
進
行
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
汲
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
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そ
し
て
、

エ
ピ
ロ
ー
グ
末
尾
の
「
あ
ち
こ
ち
さ
ま
よ
っ
た
揚
句
や
っ
と
こ
乙
で

し
か
牧
羊
神
を
つ
か
ま
へ
る
乙
と
が
で
き
な
か
っ
た
ほ
ど
わ
た
し
の
足
も
と
が
ふ

ら
つ
い
て
ゐ
た
」
と
い
う
く
だ
り
に
あ
る
よ
う
に
、
冒
頭
部
分
で
の
「
叙
述
」
の

足
元
の
ふ
ら
つ
き
も
、
乙
乙
ま
で
書
き
進
め
て
「
牧
羊
神
」
を
捕
ま
え
る
乙
と
に

よ
っ
て
、
過
去
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
の
「
牧
羊
神
」
が
、
生
へ

と
立
ち
向
か
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
と
し
て
の
身
体
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
身

体
に
根
ざ
し
た
《
乙
と
ば
》
の
総
体
と
し
て
の
文
体
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
は
、
も

は
や
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
乙
の
よ
う
に
、

『
佳
人
』
に
お
い
て
獲
得
さ
れ

た
文
体
と
は
、
決
し
て
完
成
さ
れ
た
一
つ
の
型
な
ど
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、

今
述
べ
て
き
た
過
程
す
べ
て
を
包
括
す
る
動
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
と
絡
め
て
二
つ
め
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
形
で
、
自

ら
の
文
体
を
獲
得
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
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「
わ
た
し
」
は
、
安
易
に
自
己
完
結
な

ど
し
て
は
い
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

エ
ピ
ロ
ー
グ
の
中
ほ
ど
で
、

乙
乙
ま
で

書
き
進
め
て
来
て
か
な
り
確
か
な
足
取
り
に
な
っ
た
「
叙
述
」
に
対
し
て
、

ー「

わ

た
し
」
の
意
識
は
、
ま
た
、
次
の
よ
う
な
反
転
を
見
せ
て
い
る
。

わ
た
し
の
努
力
は
乙
の
醜
悪
を
奇
異
に
ま
で
高
め
る
こ
と
だ
。
き
て
、
か
う

見
得
を
き
っ
た
て
ま
へ
い
さ
さ
か
恥
か
し
い
次
第
だ
が
、
そ
れ
も
今
す
ぐ
に

は
手
の
ま
は
り
か
ね
る
事
情
に
あ
る
。

(
中
略
)
と
い
ふ
の
は
、
わ
た
し
は

か
の
古
代
人
の
熱
病
ニ
ン
フ
ォ
レ
プ
シ
イ
に
犯
さ
れ
、

な
が
ら
く
そ
の
毒
気

に
悩
ん
で
ゐ
た
の
だ
が
、
ど
う
も
ま
だ
完
全
に
癒
え
き
っ
て
は
ゐ
な
い
ら
し

い
の
で
、
わ
た
し
の
書
く
も
の
は
と
も
す
れ
ば
牧
羊
神
の
歌
に
呼
び
も
ど
さ

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
だ
。
か
う
い
っ
た
だ
け
で
も
、
わ
た
し
は
す
で
に

屈
辱
を
感
じ
か
け
て
ゐ
る
。

書
き
手
「
わ
た
し
」
は
、
醜
悪
な
現
実
に
対
し
て
、

そ
れ
を
「
奇
異
に
高
め
る
」



と
い
う
形
で
《
乙
と
ば
》
に
よ
る
戦
い
を
挑
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ

れ
以
前
に
、
《
乙
と
ば
》
そ
れ
自
体
が
常
に
「
わ
た
し
」
の
意
識
を
裏
切
る
よ
う

な
存
在
な
の
で
あ
っ
た
。

ミ
サ
の
抱
擁
シ
l
ン
の
爽
や
か
な
印
象
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

『
佳
人
』

に
お
い
て
は
、
身
体
性
の
回
復
、
な
ら
び
に
、
《
乙
と
ば
》
の
苧
み
持
つ
原
初
的

な
エ
、
ネ
ル
ギ
ー
を
肯
定
的
に
描
い
て
い
る
側
面
が
確
か
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が

と
乙
で
は
、
「
牧
羊
神
の
歌
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
乙
の
「
牧
羊
神
の

歌
」
を
作
品
の
主
題
の
如
く
見
な
し
、
『
佳
人
』
を
〈
自
己
の
内
な
る
本
能
の
あ

る
が
ま
ま
の
認
識
の
獲
得
〉
(
鈴
木
貞
美
氏
)
を
歌
っ
た
作
品
だ
と
き
め
つ
け
る

の
は
、
あ
ま
り
に
単
純
に
過
ぎ
る
。
私
た
ち
は
、
乙
乙
で
、
自
分
の
書
く
も
の
が

「
牧
羊
神
の
歌
」
に
呼
び
戻
さ
れ
る
乙
と
に
屈
辱
を
感
じ
る
と
言
っ
て
い
る
「
わ

た
し
」
の
意
識
に
目
を
向
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
乙
乙
に
は
、
無
意
識
的
な

《
こ
と
ば
》
の
奔
流
に
身
を
委
ね
る
の
を
潔
し
と
せ
ず
、
あ
く
ま
で
自
ら
の
意
識

の
元
民
《
こ
と
ば
》
を
統
御
し
た
い
と
巽
う
、
書
き
手
と
し
て
の
持
持
が
垣
間
見

え
る
。
す
べ
て
の
《
乙
と
ば
》
を
意
識
の
元
に
統
御
す
る
乙
と
な
ど
、
所
詮
、
実

乙
の
土
ゆ

現
不
可
能
な
望
み
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、

を
失
っ
た
ら
、

「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
書
く
行
為
の
意
義
な
ど
な
く
な
っ
て
し
ま

「
わ
た
し
」
は
、
乙
の
屈
辱
感
を
発
条
と
し
て
、
自
己
を
取

う
だ
ろ
う
。
現
に
、

り
ま
く
俗
悪
の
み
な
ら
ず
、
戦
い
の
武
器
と
し
て
の
《
乙
と
ば
》
|
|
自
ら
の
身

体
を
く
ぐ
り
抜
け
る
乙
と
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
《
文
体
》
ー
ー
に
対
し
て
も
、
常

に
緊
張
感
を
も
っ
て
立
ち
向
か
お
う
と
し
て
い
る
。
作
品
末
尾
に
至
っ
て
も
、

「
今
腰
を
据
ゑ
直
し
気
塊
を
あ
ら
た
に
し
て
」
《
乙
と
ば
》
を
ね
じ
伏
せ
よ
う
と

し
て
い
る
書
き
手
の
戦
う
姿
勢
は
、
決
し
て
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の

で
あ
る
。

『
佳
人
』
が
書
か
れ
た
時
、
八
一
切
の
戦
い
は
す
で
に
終
っ

て
〉
お
り
、
〈
そ
の
戦
い
は
『
佳
人
』
以
前
に
心
中
ふ
か
く
決
せ
ら
れ
て
い
た
〉

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
野
口
武
彦
氏
も
、
本
多
氏
の
説
を
肯
定
し
た
上
、

〈
「
佳
人
』
に
あ
っ
て
は
す
べ
て
が
完
結
し
て
い
る
〉
と
言
っ
て
い
る
が
、
む
し

本
多
秋
五
氏
は
、

ろ

「
わ
た
し
」

(
す
な
わ
ち
石
川
淳
)
は
、

『
佳
人
』
を
書
く
乙
と
に
よ
っ
て
、

戦
う
べ
き
相
手
が
は
っ
き
り
見
え
て
き
た
の
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

『
佳
人
』
は
、
石
川
淳
の
自
己
の
内
外
に
む
け
て
の
宣
戦
布

告
の
書
と
し
て
読
む
乙
と
が
で
き
る
。
乙
の
戦
い
が
容
易
な
も
の
で
は
な
い
こ
と

以
上
の
よ
う
に
、

は
、
そ
の
後
の
彼
の
作
品
が
実
証
し
て
い
る
。
精
神
の
緊
暖
か
少
し
で
も
緩
む
と
、

彼
の
文
体
は
、
江
戸
文
学
の
戯
作
詞
に
ず
る
ず
る
押
し
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
り
、

そ
の
時
代
の
風
俗
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
危
険
性
を
常
に
字
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。
彼
の
作
品
に
時
折
駄
作
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
そ
の
意
味

で
や
む
を
得
な
い
乙
と
，
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
聖
と
俗
、
死
と
生
、
意

識
と
身
体
と
い
う
、
よ
く
あ
る
二
項
対
立
的
な
図
式
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
ど
ち

ら
か
一
方
に
安
住
す
る
乙
と
を
自
ら
に
厳
し
く
禁
じ
て
、
そ
の
両
極
の
聞
を
激
し

く
揺
れ
動
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
見
事
に
《
乙
と
ば
》
で
表
現
し
た
『
佳
人
』
の
よ

う
な
作
品
に
出
会
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
石
川
淳
の
乙
の
よ
う
な
文
学
的
実
践
を

や
は
り
高
く
評
価
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
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〔注〕

)
 

'
A
 

(
 

『
銀
瓶
』

(
『
現
代
文
学
』
大
正
日
年
日
月
号
)
、

『拳」

(
同
・
大
正
日

僧
正
』

(
同
・
大
正
日
年
3
月
号
)
、
『
瓜
喰
ひ
の

(
同
・
大
正
日
年
6
月
号
)
、
『
鬼
火
』
(
同
・
大
正
日
年
8
月
号
)
、

年
2
月
号
)
、

『
手
の
戦
標
』

『
あ
る
午
後
の
風
景
』

(
同
・
大
正
日
年
叩
月
号
)
、

『
名
月
』

(
同
・
大



正
日
年
日
月
号
)
、

『
長
助
の
災
難
』

-;J 

桑

(
同
・
大
正
ロ
年
9
月
号
)
、

(2) 

(
同
・
大
正
日
年
日
月
号
)

渡
辺
喜
一
郎
「
石
川
淳
試
論
|
|
『
佳
人
』
ま
で
|
|
」

(
『
解
釈
』
回
和

の
木
の
話
』

日
年
5
月
、
田
和
町
年
5
月
)

の
ち
『
石
川
淳
研
究
』

(
明
治
書
院
・
回

和
白
年
日
月
)
に
収
録

佐
々
木
靖
章
「
習
作
時
代
の
石
川
淳
|
|
雑
誌
『
現
代
文
学
』
を
中
心
に
l

|
」
(
『
解
釈
』
田
和
日
年
6
月
)

鈴
木
貞
美
「
雑
誌
『
現
代
文
学
』
時
代
の
石
川
淳
」
(
「
文
学
論
藻
』
第
臼

号
、
昭
和
田
年
2
月
)

鈴
木
貞
美
「
石
川
淳
の
軌
跡
|
|
習
作
時
代
か
ら
戦
中
ま
で
の
メ
モ
ラ
ン
ダ

(3) 

ム
」
(
「
す
ば
る
』
昭
和
臼
年
4
月
)

『
石
川
淳
論
』
(
筑
摩
書
房
・
昭
和
M
年
2
月
)

「
石
川
淳
『
佳
人
』
の
成
立
」

(5) (4) 

(
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
問
年
7
月
)

「
わ
た
し
」
の
「
閑
」
発
見
の
場
面
を
み
る
と
、
「
崖
の
外
へ
太
い
幹
を
ぬ

っ
と
突
き
出
し
て
宙
に
よ
こ
た
は
」
っ
た
松
の
「
幹
に
ま
た
が
り
枝
に
つ
か

ま
っ
て
か
ら
だ
を
傾
け
た
と
た
ん
一
瞬
に
し
て
わ
た
し
は
全
景
を
領
し
て
し

ま
っ
た
」
、

「
か
う
し
て
崖
よ
り
上
方
の
雛
段
も
高
す
ぎ
る
山
岳
と
は
な
ら

ず
、
下
方
の
雛
段
も
深
す
ぎ
る
諮
谷
と
は
な
ら
ず
、
畑
と
社
と
人
家
の
き
ざ

な
み
の
な
か
に
わ
た
し
は
た
だ
よ
ひ
は
じ
め
た
:
:
:
」
と
描
か
れ
て
い
る
。

(6) 

注

ωと
同

(7) 

「
佳
人
」

の
ち
『
戦
前
・
戦

(
『
古
典
と
近
代
文
学
』
昭
和
昭
年
叩
月
)

後
の
作
家
と
作
品
』

(
明
治
書
院
・
岡
和
田
年
8
月
)
に
収
録

(
『
作
品
』
田
和
日
年
5
月
)

(8) 

「
牧
野
信
一
氏
を
悼
む
」

の
ち
「
牧
野
信

こ
と
改
題
し
て
「
文
学
大
概
』

(
小
学
館
・
回
和
口
年
8
月
)
に
収
録

(9) 

『
カ
イ
エ
』
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
『
手
帳
』
の
意
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
日
々
早
朝

か
ら
数
時
間
、
ま
っ
た
く
自
分
だ
け
の
た
め
の
孤
独
な
抽
象
的
探
究
を
ノ
ー

ト
に
取
り
続
け
、
自
ら
そ
れ
を
主
要
作
品
と
見
な
し
て
い
た
乙
と
は
、
っ
と

に
有
名
で
あ
る
。

。。
八
門
を
出
て
み
め
よ
き
人
を
待
ち
の
ぞ
む
が
、
さ
よ
う
な
人
が
ど
う
し
て
乙

乙
に
い
る
も
の
か
。
東
海
中
の
蓬
莱
・
方
丈
・
瀬
洲
の
三
神
山
よ
り
赤
松
子

や
王
子
喬
を
招
く
が
ご
と
き
は
、
高
世
を
ふ
る
も
だ
れ
が
手
だ
す
け
し
て
く

れ
よ
う
ぞ
。
死
の
不
安
に
さ
ら
さ
れ
た
い
の
ち
は
長
短
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
い

か
に
な
げ
こ
う
と
も
こ
れ
だ
け
は
あ
ら
か
じ
め
知
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
朝

日
は
た
ち
ま
ち
夕
日
と
な
っ
て
く
ず
れ
お
ち
る
の
に
、
は
て
、
世
の
人
々
は

道
を
い
そ
い
で
ど
こ
へ
行
く
つ
も
り
な
の
だ
。
い
っ
た
い
、
気
が
つ
か
ぬ
の

)
 

-1
 

(
 

だ
ろ
う
か
。
い
ま
こ
そ
晩
秋
の
草
が
枯
れ
つ
く
す
季
節
だ
と
い
う
乙
と
に
。

V

松
本
幸
男
氏
(
前
掲
書
)
の
通
釈
に
依
る
。

乙
の
場
面
で
「
わ
た
し
」
が
、

-13一

「
ど
う
か
自
殺
な
ど
と
い
ふ
残
忍
な
乙
と
ば

で
わ
た
し
ぞ
お
び
や
か
さ
な
い
で
下
さ
い
」
と
、
わ
れ
わ
れ
読
者
に
懇
願
し

乙
の
「
死
の
観
念
」
を
単
に
現
実
逃
避
か
ら
く
る
死
へ
の
憧

て
い
る
の
も
、

れ
な
ど
と
解
釈
さ
れ
た
く
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

(1均

注

ωと
同

(13) 

『
戦
時
戦
後
の
先
行
者
た
ち
』

(
晶
文
社
・
回
和
犯
年
9
月
)

(14) 

注
例
と
同

聞
記

『
佳
人
』
の
引
用
は
、
筑
摩
書
房
版
『
石
川
淳
全
集
』
第
一
巻
(
平
成
元
年
5

月
)
に
拠
っ
た
。
引
用
す
る
際
に
、
新
字
体
の
あ
る
旧
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。


