
宮
沢
賢
治

「
貝
の
火
」

に
お
け
る
父
子
の
葛
藤

ー
ー
ー
歪
ん
だ
報
思
語
の
意
味
ー
ー
ー

「
貝
の
火
」
は
、
宮
沢
賢
治
が
、
大
正
九
年

1
十
年
頃
に
書
い
た
と
思
わ
れ
る

童
話
で
あ
る
。
当
時
、
賢
治
は
二
十
四
、
五
才
で
、
盛
岡
高
等
農
林
(
現
岩
手
大

学
農
学
部
)
を
卒
業
し
、
将
来
の
生
活
設
計
を
た
て
る
時
期
に
あ
た
っ
て
お
り
、

長
男
で
あ
る
賢
治
は
、
家
業
(
質
屋
)
の
継
承
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
父
と
激
し
い
葛

藤
を
く
り
展
げ
て
い
た
。
賢
治
の
希
望
す
る
道
は
、
当
時
の
多
く
の
青
年
達
が
経

「
家
」
と
い
う
前
近
代
的
な
価
値
観
と
衝
突
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

験
し
た
よ
う
に
、

た
。
そ
の
葛
藤
の
内
実
を
、
こ
の
作
品
は
よ
く
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
親
子
の
葛
藤
は
、
賢
治
の
場
合
、
か
な
り
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る

と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

(
注
l
)

本
論
に
お
い
て
は
、
既
に
発
表
し
た
拙
論
「
『
貝
の
火
』
論
」
と
は
少
し
異
な
っ

た
観
点
か
ら
作
品
を
眺
め
、
作
品
の
位
置
付
け
を
試
み
た
い
。
そ
れ
は
、
作
品
に

お
け
る
社
会
的
な
人
間
関
係
の
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
能
に
な
る

は
ず
で
あ
る
。

一
、
贈
与
と
返
礼
の
関
係

童
話
「
貝
の
火
」
は
、
子
見
の
ホ
モ
イ
が
溺
れ
る
ひ
ば
り
の
子
を
放
っ
た
こ
と

「
貝
の
火
」
と
い
う
宝
珠
を
授
か
る
と
乙
ろ
か
ら
始
ま
る
。
ひ
ば
り

に
よ
っ
て
、

秋

枝

美

保

の
子
を
救
っ
た
ホ
モ
イ
は
、
ひ
ば
り
の
親
子
か
ら
「
大
思
人
」
と
さ
れ
、
ひ
ば
り

の
親
子
は
、
そ
の
思
返
し
に
、

「
貝
の
火
」
を
ホ
モ
イ
に
授
け
る
の
で
あ
る
。
言

わ
ば
、
乙
の
作
品
は
、
基
本
的
に
報
思
需
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

し
か
も
、
本
来
の
報
思
語
を
少
し
ず
ら
し
た
と
乙
ろ
に
成
立
す
る
の
が
、
こ
の
作

品
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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報
思
語
の
基
本
的
な
構
造
は
、

A
B
両
者
の
聞
に
贈
与
と
そ
の
返
礼
と
い
う
形

で
、
贈
っ
た
り
贈
ら
れ
た
り
の
相
互
関
係
が
存
在
す
る
と
乙
ろ
に
あ
る
。
そ
う
考

え
て
こ
の
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
を
眺
め
て
み
る
と
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、

左
の
よ
う
に
、
様
々
な
行
為
、
ま
た
は
も
の
が
、
様
々
な
登
場
人
物
た
ち
の
間
で
、

贈
っ
た
り
贈
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
の
連
続
と
し
て
と
ら
え
る
乙
と
が
で
き
る
。

命
を
救
う

ホ
モ
イ

ひ
ば
り
の
子

貝
の
火
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父
母

り
す
、
そ
の
他
の
動
物

ホ
モ
イ
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ホ
モ
イ

狐

こ
れ
ら
の
関
係
は
、
さ
ら
に
、
作
品
世
界
に
お
け
る
も
の
と
も
の
、
も
の
と
行
為

と
の
交
換
の
様
相
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
ひ
ば
り
の
子
を

救
う
と
い
う
ホ
モ
イ
の
行
為
は
、

「
貝
の
火
」
と
い
う
宝
珠
と
交
換
さ
れ
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
。
因
み
に
、
構
造
主
義
に
お
い
て
は
、
乙
う
い
っ
た
、

社
会
に
お
け
る
ヒ
ト
・
コ
ト
パ
・
モ
ノ
の
交
換
の
体
系
を
分
析
す
る
乙
と
に
よ
っ

(注
2
)

て
、
そ
の
社
会
に
お
け
る
象
徴
秩
序
の
体
系
を
抽
出
し
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
。
つ

ま
り
、

こ
う
い
っ
た
交
換
は
、
か
な
り
普
遍
的
に
、
人
間
の
社
会
的
な
行
為
の
基

本
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
観
点
か
ら
眺
め
る
と
、
前
近
代
の
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
根
本
に
、
絶

対
者
か
ら
の
、
絶
対
的
な
贈
与
が
存
在
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
社
会
の
す
べ
て
の

構
成
員
が
、
無
限
の
返
済
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
と
い
う
構
造
を
持
つ
と
理
解
さ
れ

る
。
す
べ
て
の
構
成
員
、
が
、
そ
の
絶
対
者
に
向
け
て
、
無
限
に
返
済
を
続
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
絶
対
者
と
構
成
員
と
の
関
係
は
固
定
化
さ
れ
、
そ
の
静
的
な
構
造

は
、
永
遠
に
維
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
乙
の
作
品
の
中
核
に
あ
る
「
恩
」

と
い
う
言
葉
は
、
日
本
の
前
近
代
社
会
に
お
け
る
、
そ
う
い
っ
た
絶
対
的
な
贈
与

を
示
す
言
葉
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ル
l
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
、
日
本
の
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
の
構
造
を
、

「
恩
」
と
そ
の
返
済
義
務
の
関
係
に
よ
っ
て
分
析
し
て
み
せ
た
が
、
そ
れ
は
、
次

{注
3
)

に
掲
げ
る
「
日
本
人
の
義
務
な
ら
び
に
反
対
義
務
一
覧
表
」
に
示
さ
れ
る
。

H

オ
ン
H

〔
恩
]
受
動
的
に
蒙
る
義
務
。
人
は
「
恩
を
受
け
る
」
、
ま
た

「
恩
を
着
る
」
、
す
な
わ
ち

N

恩
。
と
は
受
動
的
に
そ
れ
を
受
け
る
人
間

の
立
場
か
ら
見
た
場
合
の
義
務
で
あ
る
。

H

コ
l
オ
ン
H

〔
皇
恩
]

H

オ
ヤ
・
ノ
・
オ
ン
u

門
親
の
恩
U

H

ヌ
シ
・
ノ
・
オ
ン
H

[
主
の
思
]

H

シ
・
ノ
・
オ
ン
H

〔
師
の
恩
〕

生
涯
の
う
ち
の
い
ろ
い
ろ
な
接
触
に
お
い
て
人
か
ら
受
け
る
「
恩
」

注

自
分
が
「
恩
」
を
受
け
る
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
、
す
べ
て
自
分

の
H

オ
ン
ジ
ン
H

(

恩
人
)
に
な
る
。
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ニ
H

オ
ン
H

の
反
対
義
務
。

人
は
思
人
に
、
こ
れ
ら
の
負
債
を
「
払
う
」
、

ま
た
「
こ
れ
ら
の
義
務
を
返
す
」
、
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
積
極
的
な
返
済

の
見
地
か
ら
見
た
場
合
の
義
務
で
あ
る
。

A
H
、ギム

H

〔
義
務
]
は
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も
決
し
て
そ
の
全
部

を
返
し
き
れ
ず
、
ま
た
時
間
的
に
も
限
り
の
な
い
義
務
で
あ
る
。

H

チ
ュ

l
u

〔
忠
〕
天
皇
、
法
律
、
日
本
国
に
対
す
る
義
務

〔
孝
]
両
親
な
ら
び
に
祖
先
(
子
孫
を
含
む
)
に
対
す

コる
義
務

J
一
ン
ム
H

[
任
務
]
自
分
の
仕
事
に
対
す
る
義
務

B
ギ
リ
[
義
理
]
自
分
の
受
け
た
恩
恵
に
等
し
い
数
量
だ
け
返
せ
ば

よ
く
、
ま
た
時
間
的
に
も
限
ら
れ
て
い
る
負
目
。

付
世
聞
に
対
す
る
ペ
ギ
リ
H



〔
中
略
]

同
名
に
対
す
る

n
ギ
リ
H

[
中
略
]

こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
贈
与
と
返
礼
、
社
会
に
お
け
る
、
ヒ
ト
・
コ
ト
パ
・
モ

ノ
の
交
換
の
体
系
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
社
会
的
な
行
為
の
根

本
に
、
乙
う
い
っ
た
贈
っ
た
り
贈
ら
れ
た
り
の
関
係
が
あ
る
乙
と
を
頭
に
置
き
な

が
ら
、
作
品
世
界
に
お
け
る
贈
与
と
返
礼
の
関
係
の
様
相
を
眺
め
て
み
る
こ
と
に

ノ
，
』
、
。

1
L
J
'
'
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二
、
絶
対
者
の
贈
与

ま
ず
、
物
語
の
起
点
は
、
ホ
モ
イ
か
ら
ひ
ば
り
に
与
え
ら
れ
た
命
を
救
う
と
い

う
行
為
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
、
作
品
内
に
お
い
て
、
人
と
人
と
の
聞
の
交
換
を

引
き
起
こ
す
契
機
と
な
る
重
要
な
行
為
で
あ
る
。
作
品
に
お
い
て
は
、
乙
の
行
為

が
、
ホ
モ
イ
に
と
っ
て
、
い
か
に
大
変
な
努
力
を
要
す
る
行
為
で
あ
っ
た
か
が
、

強
調
さ
れ
て
い
る
。

ホ
モ
イ
は
あ
わ
て
て
一
生
け
ん
命
、
あ
と
あ
し
で
水
を
け
り
ま
し
た
。
そ

し
て
「
大
丈
夫
さ
、
大
丈
夫
さ
。
」
と
云
ひ
な
が
ら
、
そ
の
子
の
顔
を
見
ま

す
と
、
ホ
モ
イ
は
ぎ
ょ
っ
と
し
て
危
な
く
手
を
は
な
し
さ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
顔
中
し
わ
だ
ら
け
で
、
く
ち
ば
し
が
大
き
く
て
、
お
ま
け
に
ど
乙
か

と
か
げ
に
似
て
ゐ
る
の
で
す
。

け
れ
ど
も
こ
の
強
い
兎
の
子
は
、
決
し
て
そ
の
手
を
は
な
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
怖
ろ
し
さ
に
口
を
へ
の
字
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
お
さ
へ

(注
4
)

て
、
高
く
水
の
上
に
さ
し
あ
げ
た
の
で
す
。

乙
こ
で
措
か
れ
て
い
る
ひ
ば
り
の
子
の
醜
さ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
既
に
拙
論
で

述
べ
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
こ
乙
で
は
、
そ
の
醜
さ
が
ホ
モ
イ
に
と
っ
て
、

「
ぎ
ょ
っ
と
し
て
危
な
く
手
を
は
な
し
さ
う
に
」
な
る
ほ
ど
の
衝
撃
で
あ
っ
た
に

「
強
い
兎
の
子
」
で
あ
る
ホ
モ
イ
は
、

も
か
か
わ
ら
ず

「
決
し
て
そ
の
手
を
は

な
」
さ
ず
、
頭
死
の
ひ
ば
り
の
子
を
教
う
と
い
う
偉
業
を
な
し
と
げ
た
と
い
う
こ

と
が
、
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
ホ
モ
イ
は
、
家
に
帰
っ
た
あ
と
、
さ
ら
に

熱
病
に
か
か
っ
て
寝
込
ん
で
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
ホ
モ
イ
は
、
精
神
的
な
葛
藤
に

う
ち
克
っ
た
う
え
、
自
分
の
命
も
危
険
に
さ
ら
し
て
ひ
ば
り
の
子
の
命
を
救
っ
た

乙
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
ひ
ば
り
の
子
、
も
し
く
は
ひ
ば
り
の
親
に
対
す
る
大
変

な
贈
与
に
値
す
る
行
為
、
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
だ
が
、

乙
の
行
為
も
、
ひ
ば
り
の
親

子
に
再
会
し
て
、
ホ
モ
イ
が
「
員
の
火
」
を
受
け
取
る
ま
で
は
、
何
の
意
味
も
持

た
な
い
。
ホ
モ
イ
が
ひ
ば
り
に
贈
っ
た
行
為
の
社
会
的
な
意
味
は
、
ホ
モ
イ
が
ひ

ば
り
か
ら
「
貝
の
火
」
を
贈
ら
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
生
ず
る
と
言
い
換
え
て
も

n
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よ
い
。
そ
れ
は
、
ホ
モ
イ
の
行
為
が
、

「
貝
の
火
」
と
い
う
宝
珠
と
等
価
な
も
の

と
し
て
、
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
乙
と
を
意
味
す
る
。
あ
る
行
為
の
意
味
は
、
そ

れ
と
交
換
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
と
言
え
る
。

そ
れ
で
は
、

「
員
の
火
」
と
は
伺
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ひ
と
ま

ず
お
き
、

「
貝
の
火
」
を
受
け
と
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
ホ
モ
イ
の
社
会
的
な
位
置

が
急
変
す
る
乙
と
に
注
意
し
て
お
く
。
ま
ず
は
、
ひ
ば
り
が
ホ
モ
イ
の
と
乙
ろ
に

礼
を
述
べ
に
や
っ
て
き
た
と
き
の
態
度
に
注
目
し
た
い
。

「
ホ
モ
イ
さ
ま
。
あ
な
た
さ
ま
は
私
ど
も
親
子
の
大
恩
人
で
と
ざ
い
ま
す
。
」

ホ
モ
イ
は
、
そ
の
赤
い
も
の
の
光
で
、
よ
く
そ
の
亭
を
見
て
云
ひ
ま
し
た
。

「
あ
な
た
方
は
先
頃
の
ひ
ば
り
さ
ん
で
す
か
。
」

母
親
の
ひ
ば
り
は
、

「
さ
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
日
は
ま
乙
と
に
あ
り
が
た
う
ご
ま
い
ま
し
た
。



せ
が
れ
の
命
を
お
助
け
下
さ
い
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
た
う
存
じ
ま
す
。
あ
な

た
様
は
そ
の
為
に
、
と
病
気
に
さ
へ
お
な
り
に
な
っ
た
と
の
事
で
と
ざ
い
ま

し
た
が
、
も
う
お
宜
し
う
ご
ざ
い
ま
す
か
。
」

ひ
ば
り
の
謙
譲
な
言
葉
遣
い
と
、
形
式
ば
っ
た
硬
直
し
た
態
度
に
特
徴
が
あ
る
。

ホ
モ
イ
が
ひ
ば
り
を
「
あ
な
た
方
」
あ
る
い
は
、

「
あ
な
た
」
と
呼
ん
で
い
る
の

に
対
し
、
ひ
ば
り
は
、
ホ
モ
イ
を
「
あ
な
た
様
」
と
呼
ぴ
、
最
高
の
敬
語
を
使
つ

て
い
る
。
こ
こ
に
、
ホ
モ
イ
と
ひ
ば
り
の
聞
に
生
じ
た
力
関
係
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
命
が
け
で
ひ
ば
り
の
子
の
命
を
救
う
と
い
う
ホ
モ

イ
の
行
為
は
、
ひ
ば
り
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
償
い
よ
う
の
な
い
大
変
な

行
為
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
ひ
ば
り
は
、
ホ
モ
イ
に
大
変
な

負
目
を
負
う
た
こ
と
に
な
る
と
言
っ
て
よ
い
。
未
聞
社
会
に
お
け
る
贈
与
と
返
礼

の
法
則
を
分
析
し
た
マ
ル
セ
ル
・
モ

l
ス
は
、
ゲ
ル
マ
ン
語
の
の
司
吋
が
贈
与
と

同
時
に
毒
を
意
味
す
る
こ
と
、
従
っ
て
、
贈
与
が
返
礼
の
脅
迫
を
含
む
こ
と
を
指

(注
5
}

摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ホ
モ
イ
は
、
大
き
な
贈
与
を
な
し
た
乙
と
に
よ
っ
て
、

ひ
ば
り
に
対
し
て

一
方
的
に
優
越
的
な
立
場
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ホ
モ

イ
自
身
は
、

こ
の
時
点
で
は
、
全
く
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
。

一
方
、
ひ
ば
り
は
、
大
き
な
贈
与
を
受
け
た
こ
と
に
対
し
て
、
た
だ
た
だ
恐
縮

し
、
庄
迫
感
さ
え
感
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
負
い
目
、
負

債
を
、
何
と
か
し
て
返
済
し
た
い
と
考
え
る
。
ひ
ば
り
が
、

「
員
の
火
」
と
い
う

世
に
も
稀
な
宝
珠
を
、
ホ
モ
イ
が
辞
退
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
し
つ
け
て
去
っ

て
い
く
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ひ
ば
り
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
い
い
え
、
そ
れ
は
ど
う
か
お
納
め
を
ね
が
ひ
ま
す
。
私
共
の
王
か
ら
の
贈

物
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
。
お
納
め
下
さ
ら
な
い
と
、
又
私
は
せ
が
れ
と
二
人

で
切
腹
を
し
な
い
と
な
り
ま
せ
ん
。
さ
、
せ
が
れ
。
お
暇
や
そ
し
て
。
さ
。
ぉ

じ
ぎ
。
と
免
下
さ
い
ま
せ
。
」

こ
れ
は
、
ホ
モ
イ
に
対
す
る
、
ほ
と
ん
ど
脅
迫
と
言
っ
て
よ
い
。
贈
与
者
で
あ
る

ホ
モ
イ
に
は
、
そ
の
返
礼
を
拒
否
す
る
乙
と
は
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、
彼
に
は
、
そ

れ
を
受
け
る
義
務
が
あ
る
と
で
も
言
う
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ホ
モ

イ
が
ひ
ば
り
の
子
を
救
う
と
い
う
行
為
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ホ
モ
イ
と
ひ
ば

り
は
、
本
人
た
ち
の
意
志
と
は
関
わ
り
な
く
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
、
ひ
と
つ
の

関
係
の
中
に
束
縛
さ
れ
て
ゆ
く
の
が
わ
か
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ホ
モ
イ
は
、
貝
の
火
を
贈
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

貝
の
火
を
受
け
と
る
と
同
時
に
、
今
度
は
、
ホ
モ
イ
の
方
に
、
新
た
な
事
態
が
発

生
す
る
。
そ
の
時
は
、
す
ぐ
に
動
物
達
の
聞
に
広
ま
り
、
大
き
な
反
響
を
呼
ぶ
。

な
か
で
も
、
「
年
老
っ
た
野
馬
」
は
、
ホ
モ
イ
の
立
場
を
明
確
に
示
し
て
み
せ
る
。

「
あ
な
た
は
ホ
モ
イ
さ
ま
で
ご
ざ
り
ま
す
か
。
こ
ん
ど
貝
の
火
が
お
前
さ
ま

に
参
ら
れ
ま
し
た
さ
う
で
実
に
祝
着
に
存
じ
ま
す
る
。
あ
の
王
が
乙
の
前
獣
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の
方
に
参
り
ま
し
て
か
ら
も
う
千
二
百
年
た
っ
て
ゐ
る
と
申
し
ま
す
る
。
い

ゃ
、
実
に
私
め
も
今
朝
そ
の
お
は
な
し
を
承
は
り
ま
し
て
、
涙
を
流
し
て
と

ざ
り
ま
す
。
」
馬
は
ボ
ロ
ボ
ロ
泣
き
だ
し
ま
し
た
。

門
中
略
]

「
あ
な
た
様
は
私
共
の
恩
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
か
く
れ
ぐ
れ
も
お
か
ら

だ
を
大
事
に
な
さ
れ
て
下
さ
れ
ま
せ
。
」
そ
し
て
馬
は
丁
寧
に
お
じ
き
を
し

て
向
ふ
へ
歩
い
て
行
き
ま
し
た
。

野
馬
は
、
ホ
モ
イ
を
「
私
共
の
思
人
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ホ

モ
イ
は
、
ひ
ば
り
の
親
子
だ
け
で
な
く
、
獣
全
体
、
動
物
全
体
の
思
人
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
貝
の
火
」
を
受
け
取
る
と
同
時
に
、
今
度

は
、
ホ
モ
イ
の
方
に
、
新
た
な
返
礼
の
義
務
が
生
じ
た
と
言
え
る
。

野
馬
の
言

う
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
動
物
全
体
に
恩
を
施
す
と
い
う
義
務
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ



て
、
ホ
モ
イ
の
社
会
的
な
立
場
は
、
今
ま
で
と
う
っ
て
変
わ
っ
て
特
殊
な
も
の
と

な
る
。
野
原
で
出
会
っ
た
栗
鼠
の
態
度
に
、
そ
れ
は
は
っ
き
り
示
会
れ
る
。

ホ
モ
イ
は
何
だ
か
嬉
し
い
や
う
な
お
か
し
い
や
う
な
気
が
し
て
ぼ
ん
や
り

考
へ
な
が
ら
、
に
は
と
こ
の
木
の
陰
に
行
き
ま
し
た
。
す
る
と
そ
乙
に
若
い

二
疋
の
栗
鼠
が
、
仲
よ
く
白
い
お
餅
を
食
べ
て
居
り
ま
し
た
が
ホ
モ
イ
の
来

た
の
を
見
る
と
、
び
っ
く
り
し
て
立
ち
あ
が
っ
て
急
い
で
き
も
の
の
え
り
を

直
し
、
目
を
白
黒
く
し
て
餅
を
の
み
込
ま
う
と
し
た
り
し
ま
し
た
。

ホ
モ
イ
は
い
つ
も
の
や
う
に
、

「
り
す
さ
ん
。
お
早
う
。
」
と
あ
い
さ
つ
を
し
ま
し
た
が
、
り
す
は
ニ
疋
共

堅
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、

一
向
語
も
出
ま
せ
ん
で
し
た
。
ホ
モ
イ
は
あ
わ
て
〉

「
り
す
さ
ん
。
今
日
も
一
緒
に
ど
こ
か
遊
び
に
行
き
ま
せ
ん
か
。
」
と
云
ひ

ま
す
と
、
り
す
は
飛
ん
で
も
な
い
と
云
ふ
や
う
に
目
を
ま
ん
円
に
し
て
顔
を

見
合
せ
て
、
そ
れ
か
ら
い
き
な
り
向
ふ
を
向
い
て
一
生
け
ん
命
逃
げ
て
行
つ

て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

こ
の
栗
鼠
の
態
度
の
変
わ
り
ょ
う
は
、
や
は
り
異
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

「
お
前
は
も
う
立
派
な
人
に
な
っ
た
ん
だ
か
ら
」
と
言
い
、
ま
た
「
そ

母
親
は
、

ん
な
ら
僕
は
も
う
大
将
に
な
っ
た
ん
で
す
か
。
」
と
い
う
ホ
モ
イ
の
言
葉
に
、

「
ま
あ
さ
う
で
す
」
と
同
意
し
て
み
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

「
貝
の
火
」
所
持
者

と
な
っ
た
ホ
モ
イ
は
、
も
は
や
、
昨
日
ま
で
の
よ
う
に
、
栗
鼠
や
他
の
動
物
と
同

等
の
立
場
に
は
な
く
、
そ
こ
に
、
あ
る
力
関
係
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
て
い
る

の
が
わ
か
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
所
持
者
に
対
し
て
、
乙
の
よ
う
に
特
殊
な
立
場
を
与
え
る

「
貝
の
火
」
と
は
、
一
体
伺
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
、

「
貝
の
火
」

が
、
鳥
の
王
か
ら
の
贈
物
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
員
の
火
」
は
、

「
王
」
な
る
絶
対
者
の
権
威
の
象
徴
と
い
う
一
面
を
持

つ
と
言
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
ひ
ば
り
の
子
を
教
う
と
い
う
ホ
モ
イ
の
行
為
は
、

絶
対
者
が
、
下
々
の
者
に
対
し
て
与
え
る
絶
対
的
な
贈
与
、
恩
恵

l
J王
の
行
為

ー
ー
と
み
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ホ
モ
イ
が
「
員
の
火
」
を
受
け
取
っ
た
乙

王
の
持
つ
宝
珠
で
あ
り
、

と
は
、
ホ
モ
イ
自
身
が
そ
れ
を
認
め
、
絶
対
的
な
贈
与
者
の
座
に
す
わ
る
乙
と
を

意
味
し
て
い
る
。
今
や
、
新
し
い
英
雄
!
|
|
動
物
界
に
お
け
る
故
世
主
|
|
の
出

現
で
あ
り
、
彼
を
中
心
に
新
し
い
社
会
が
誕
生
す
る
か
に
思
わ
れ
る
。
野
馬
は
、

そ
れ
を
涙
を
流
し
て
喜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ホ
モ
イ
の
ひ
ば
り
の
子
を
救
う
と
い
う
偶
然
か
つ
重
大
な
行
為

に
よ
っ
て
、
ホ
モ
イ
の
周
囲
に
大
き
な
力
関
係
の
磁
場
が
生
じ
た
乙
と
が
わ
か
る
。

そ
の
新
し
い
立
場
に
つ
い
て
、
ホ
モ
イ
自
身
は
全
く
無
自
覚
で
あ
り
、
野
馬
や
母

の
言
葉
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
半
分
ほ
ど
自
覚
す
る
。
つ
ま
り
、
自
分
が
動
物

「
大
将
」
に
な
っ
た
と
い
う
自
覚
で
あ
る
。
そ
の
自
覚

一却ー

全
体
の
「
王
」
と
な
り
、

は
、
弱
い
子
見
の
ホ
モ
イ
に
と
っ
て
は
、
強
烈
な
、
自
己
の
世
界
の
拡
大
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
に
な
い
全
能
感
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
。

「
う
ま
い
ぞ
。
う
ま
い
ぞ
。

も
う
み
ん
な
僕
の
で
し
た
な
ん
だ
。
狐
な
ん
か
も
う
乙
わ
く
も
何
と
も
な
い
や
。
・
:
」

と
い
う
ホ
モ
イ
の
言
葉
に
、
そ
れ
は
、
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

事
態
の
意
味
を
半
面
し
か
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ホ
モ
イ
は
、
「
貝
の
火
」

を
得
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
な
権
力
を
与
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
絶
対
的
な

返
礼
の
義
務
も
負
う
て
い
る
の
だ
か
ら
。
ホ
モ
イ
は
、
そ
の
義
務
に
つ
い
て
は
、

作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
至
る
ま
で
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
貝
の
火

意
味
を
な
さ
ず
/
却
っ
て
権
勢
の
意
を
表
す
方
可
な
ら
ん
」
と
い
う
、
賢
治
自
身

の
残
し
た
作
品
メ
モ
は
、
そ
の
あ
た
り
の
乙
と
を
示
す
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

作
品
末
尾
で
乙
の
返
礼
の
義
務
を
返
し
損
ね
た
ホ
モ
イ
は
、

「
貝
の
火
」
か
ら
、



失
明
と
い
う
制
裁
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

「
貝
の
火
」
の
意
味
す
る
も
の

こ
の
よ
う
に
、

「
貝
の
火
」
は
、
絶
対
者
の
権
威
の
象
徴
と
言
う
だ
け
に
は
留

ま
ら
な
い
、
神
秘
的
な
力
|
|
所
持
者
に
対
し
て
、
特
別
な
力
を
行
使
す
る
|
|

を
潜
め
た
宝
珠
で
あ
る
と
言
え
る
。
ホ
モ
イ
の
目
を
失
明
言
せ
る
と
き
の
「
貝
の

火
」
の
描
写
は
、
実
に
怖
ろ
し
い
。

ホ
モ
イ
の
お
父
さ
ん
が
た
Y
の
白
い
石
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
貝
の
火
を
取

り
あ
げ
て
、

「
も
う
乙
ん
な
工
合
で
す
。
ど
う
か
沢
山
笑
っ
て
や
っ
て
下
さ
い
。
」
と
云

ふ
と
た
ん
、
貝
の
火
は
鋭
く
カ
チ
ッ
と
鳴
っ
て
二
つ
に
割
れ
ま
し
た
。

と
思
ふ
と
、
パ
チ
パ
チ
パ
チ
ツ
と
烈
し
い
昔
、
が
し
て
見
る
見
る
ま
る
で
煙

の
や
う
に
砕
け
ま
し
た
。

ホ
モ
イ
が
入
口
で
ア
ツ
と
云
っ
て
倒
れ
ま
し
た
。
自
に
そ
の
粉
、
が
入
っ
た

の
で
す
。
み
ん
な
は
驚
い
て
そ
っ
ち
へ
行
か
う
と
し
ま
す
と
今
度
は
そ
こ
ら

に
ピ
チ
ピ
チ
ピ
チ
と
音
が
し
て
煙
が
だ
ん
だ
ん
集
ま
り
、
や
が
て
立
派
な
い

く
つ
か
の
か
け
ら
に
な
り
、
お
し
ま
ひ
に
カ
タ
ッ
と
二
っ
か
け
ら
が
組
み
合
つ

て
、
す
っ
か
り
昔
の
員
の
火
に
な
り
ま
し
た
。
玉
は
ま
る
で
噴
火
の
や
う
に

燃
え
、
夕
日
の
や
う
に
か
Y
や
き
、

ヒ
ュ
!
と
音
を
立
て
〉
窓
か
ら
外
の
方

へ
飛
ん
で
行
き
ま
し
た
。

極
め
て
呪
術
性
の
強
い
珠
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
マ
ル
セ
ル
・
モ

l
ス
は
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
に
お
け
る
贈
与

と
返
礼
の
様
相
を
分
析
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
混
せ
義
務
的
贈
答
制
の
社

会
に
お
い
て
は
、
贈
り
物
を
与
え
る
義
務
と
受
け
る
義
務
、
さ
ら
に
、
贈
り
物
に

対
す
る
お
返
し
の
義
務
が
前
提
と
し
て
存
在
す
る
が
、
そ
の
義
務
は
、
贈
っ
た
り

贈
ら
れ
た
り
す
る
物
に
や
ど
る
霊
的
力
(
ハ
ウ
)
か
ら
生
ず
る
。
こ
の
「
ハ
ウ
」
を

手
に
す
る
こ
と
は
名
誉
な
乙
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
こ
に
は
、
返
礼
を
な
す

べ
き
絶
対
的
義
務
が
ま
つ
わ
っ
て
お
り
、
乙
の
義
務
が
遵
守
さ
れ
な
い
と
き
は
、

「
ハ
ウ
」
は
、
持
主
を
病
気
に
し
た
り
、
殺
害
し
た
り
す
る
と
い
う
。

「
貝
の
火
」
は
、
乙
の
「
ハ
ウ
」
な
る
霊
的
力
と
よ
く
似
て
い
る
。
マ
オ
リ
族

の
間
で
は
、
贈
り
物
の
受
け
渡
し
と
同
時
に
、

「
ハ
ウ
」
な
る
も
の
が
、
人
と
人

と
の
聞
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
義
務
的
贈
答
制
の
社
会

「
思
」
が
乙
れ
に
あ
た
る
と
考
え
ら

「
恩
」
が
行
つ

で
あ
る
日
本
の
前
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、

れ
る
。
ホ
モ
イ
と
ひ
ば
り
の
聞
に
も
、
思
と
思
返
し
と
い
う
形
で
、

た
り
来
た
り
す
る
わ
け
で
、
ホ
モ
イ
に
、
恩
返
し
と
し
て
贈
ら
れ
た
「
貝
の
火
」

は
、
そ
の
「
恩
」
な
る
も
の
の
当
体
を
示
す
と
言
っ
て
よ
い
。
ル
l
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
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ク
ト
が
示
す
よ
う
に
、

「
思
」
の
受
け
渡
し
が
整
然
と
行
わ
れ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、

日
本
に
お
け
る
前
近
代
的
な
社
会
の
秩
序
は
保
た
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
乙
で

は

「
員
の
火
」
が
持
っ
て
い
る
よ
う
な
自
民
見
え
な
い
強
制
力
(
受
け
渡
し
の

法
則
を
守
ら
な
い
者
に
対
す
る
制
裁
の
力
)
が
、

「
恩
」
に
ま
つ
わ
っ
て
お
り
、

皆
が
そ
れ
を
信
じ
、
さ
か
ら
わ
な
い
乙
と
に
よ
っ
て
、
秩
序
の
維
持
は
、
可
能
に

一
方
で
は
道
徳
的

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
乙
乙
に
措
か
れ
る
「
思
」
は
、

「
恩
人
」
と
よ
ば
れ
る
こ
と
は
名
誉
で
あ
る
が
、
他
方
、
暗
示

的
な
強
制
力
に
よ
っ
て
、
人
を
ひ
と
つ
の
秩
序
に
従
わ
せ
る
「
制
度
」
の
側
面
を

な
徳
目
で
あ
り
、

持
つ
と
言
っ
て
よ
い
。

体
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
貝
の
火
」
は
、
そ
う
い
っ
た
両
面
を
も
っ
「
思
」
の
当

「
貝
の
火
」
は
、
様
々
な
恩
の
中
で
も
、
特
に

絶
対
者
の
「
恩
」
を
示
す
。
物
語
の
前
半
部
で
、

そ
し
て
、
前
述
し
た
と
お
り
、

「
貝
の
火
」
を
手
応
し
、
絶
対



者
の
素
質
を
認
め
ら
れ
た
ホ
モ
イ
が
、
い
か
に
動
物
全
体
に
恩
を
施
し
て
、

の
火
」
の
所
持
者
に
適
わ
し
い
資
格
を
身
に
つ
け
て
い
く
か
。
乙
れ
が
、
物
語
後

半
部
の
語
り
の
、
主
な
る
関
心
事
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
ホ
モ
イ
の

母
親
が
示
し
て
み
せ
た
「
鷲
の
大
臣
」
の
物
語
が
、
言
わ
ば
正
統
的
な
「
貝
の
火
」

の
物
語
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
作
品
「
貝
の
火
」
は
、
前
半
の
始
ま
り
方
に
対

し
て
、
後
半
は
、
奇
妙
に
折
れ
曲
が
り
、
歪
ん
だ
形
の
物
語
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、 貝

ホ
モ
イ
は
、

「
員
の
火
」
を
受
け
取
め
損
ね
、
英
雄
の
座
か
ら
失
遂
す
る
と
と
も

l乙

「
貝
の
火
」
は
、
ど
こ
へ
と
も
な
く
、
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

四

「
貝
の
火
」
の
制
裁
|
|
破
局
|
|

さ
て
、

「
員
の
火
」
を
手
に
し
た
ホ
モ
イ
が
、

乙
の
宝
珠
を
持
ち
続
け
る
た
め

に
ど
の
よ
う
な
努
力
を
し
て
い
く
の
か
が
後
半
の
語
り
の
問
題
点
と
な
っ
て
い
く

は
ず
で
あ
る
が
、
新
し
い
英
雄
ホ
モ
イ
は
、
あ
ま
り
に
幼
く
、

持
者
と
し
て
の
自
覚
も
意
識
も
、
は
な
は
だ
希
薄
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
貝
の
火
」
を
家
に
持
ち
帰
っ
た
ホ
モ
イ
は
、
母
親
に
、
「
乙
れ
は
う
ち
の
宝
物

「
貝
の
火
」
の
所

な
ん
だ
か
ら
、
お
つ
か
さ
ん
の
だ
よ
。
」
と
母
親
に
告
げ
て
い
る
。
(
傍
点
筆
者
)

「
員
の
火
」
所
持
者
と
な
っ
た
ホ
モ
イ
は
、
今
や
、
社
会
的
に
特
別
な
立
場
に
あ

り
、
家
の
中
の
親
子
の
関
係
と
は
別
に
、
社
会
の
中
に
自
分
自
身
の
世
界
を
作
り

始
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ホ
モ
イ
の
意
識
は
、
親
か
ら
離
れ
て

い
く
ど
こ
ろ
か
、
以
前
の
よ
う
に
、
親
に
従
属
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

「
貝
の
火
」

は
、
ホ
モ
イ
自
身
の
成
し
た
偉
大
な
行
為
の
結
果
、
ホ
モ
イ
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て

き
た
の
で
あ
り
、

「
員
の
火
」
に
ま
つ
わ
る
義
務
と
責
任
も
、
ホ
モ
イ
自
身
が
は

た
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
そ
れ
は
、
飽
く
ま
で
ホ
モ
イ
の
も
の

で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
う
ち
の
宝
物
」
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

れ
を
「
う
ち
の
宝
物
」
と
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
ホ
モ
イ
は
、

「
貝
の
火
」
を
、

父
母
へ
の
思
返
し
の
贈
り
物
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
絶
対
者
と
し
て
の
地
位
と
責

任
を
父
母
に
委
ね
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
貝
の
火
」
を
維
持

し
て
ゆ
く
上
で
、
ホ
モ
イ
以
上
に
神
経
質
に
ホ
モ
イ
の
行
為
を
規
制
す
る
の
は
、

父
母
、
特
に
父
親
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

社
会
的
な
関
係

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
後
半
の
物
語
の
展
開
は
、
ホ
モ
イ
に
お
け
る
人
間
関
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係
の
問
題
に
中
心
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
親
子
と
い
う
個
人
的
な
関
係
と
、

他
の
動
物
た
ち
と
の
聞
の
社
会
的
な
関
係
と
は
、
ホ
モ
イ
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な

様
相
を
呈
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

他
の
動
物
た
ち
の
間
で
は
、
ホ
モ
イ
は
、

「
貝
の
火
」
と
い
う
絶
対
者
と
し
て

の
お
墨
付
を
手
に
し
た
こ
と
に
よ
り
、
権
力
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
。

「
う
ま
い

ぞ
。
う
ま
い
ぞ
。
も
う
み
ん
な
僕
の
で
し
た
な
ん
だ
。
狐
な
ん
か
も
う
こ
は
く
も

伺
と
も
な
い
や
。
お
つ
か
さ
ん
。
僕
ね
、
り
す
さ
ん
を
少
将
に
す
る
よ
。
馬
は
ね
、

馬
は
大
佐
に
し
て
や
ら
う
と
思
ふ
ん
で
す
。
」
と
言
う
具
合
で
あ
る
。

そ
し
て
、

意
地
悪
な
狐
に
対
し
て
も
、

ホ
モ
イ
は
ぶ
る
ぶ
る
顧
へ
な
が
ら
思
ひ
切
っ
て
叫
ん
で
見
ま
し
た
。

「
待
て
。
狐
。
僕
は
大
将
だ
ぞ
。
」

乙

狐
が
び
っ
く
り
し
て
ふ
り
向
い
て
顔
色
を
変
へ
て
申
し
ま
し
た
。



「
へ
い
。
存
じ
て
居
り
ま
す
。
へ
い
、
へ
い
。
伺
か
と
用
で
ご
ま
い
ま
す
か
。
」

ホ
モ
イ
が
で
き
る
位
威
勢
よ
く
云
ひ
ま
し
た
。

「
お
前
は
ず
ゐ
ぷ
ん
僕
を
い
ぢ
め
た
な
。
今
度
は
僕
の
け
ら
い
だ
ぞ
。
」

狐
は
卒
倒
し
さ
う
に
な
っ
て
、
頭
に
手
を
あ
げ
て
答
へ
ま
し
た
。

「
へ
い

お
申
し
訳
け
も
と
、
ざ
い
ま
せ
ん
。
ど
う
か
お
赦
し
を
ね
が
ひ
ま
す
。
」

こ
の
よ
う
に
、
ホ
モ
イ
は
、
自
分
が
怖
が
っ
て
い
る
相
手
に
さ
え
、
自
分
の
力
が

及
ぶ
の
を
実
際
に
確
か
め
、

こ
れ
ま
で
、
た
だ

「
嬉
し
さ
に
わ
く
わ
く
」
す
る
。

の
弱
い
一
介
の
子
兎
に
す
ぎ
な
か
っ
た
ホ
モ
イ
が
、

一
夜
あ
け
れ
ば
、
皆
か
ら

「
ホ
モ
イ
さ
ま
」
と
崇
め
ら
れ
、
誰
一
人
逆
ら
う
も
の
の
な
い
存
在
に
な
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
ホ
モ
イ
の
有
頂
天
の
様
は
察
す
る
に
あ
ま
り
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
家
の
中
で
は
、
ホ
モ
イ
は
相
変
わ
ら
ず
、
父
と
母

の
一
人
息
子
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
、
ホ
モ
イ
は
大
変
な
不
満
を

感
じ
て
い
る
。
母
に
云
い
つ
け
ら
れ
て
鈴
閣
の
実
を
集
め
る
ホ
モ
イ
は
、

「
ふ
ん
、

大
将
が
鈴
蘭
の
実
を
集
め
る
な
ん
て
を
か
し
い
や
。
誰
か
に
見
つ
け
ら
れ
た
ら
き
っ

と
笑
は
れ
る
ば
か
り
だ
。
」
と
ひ
と
り
と
と
を
言
う
。
そ
し
て
、

ホ
モ
イ
は
、
新

し
い
自
分
の
立
場
を
利
用
し
て
、
手
下
の
栗
鼠
に
鈴
蘭
の
実
を
集
め
さ
せ
る
乙
と

を
思
い
つ
く
。
そ
う
し
て
集
め
た
鈴
蘭
の
実
を
母
の
所
へ
届
け
る
と
、
ホ
モ
イ
は
、

「
お
っ
か
さ
ん
。
僕
の
腕
前
を
と
ら
ん
。
ま
だ
ま
、
だ
僕
は
ど
ん
な
事
で
も
で
き
る

ん
で
す
よ
。
」
と
母
に
告
げ
る
。
つ
ま
り
、
ホ
モ
イ
は
、
社
会
に
お
け
る
全
能
感

を
家
庭
内
に
お
い
て
も
誇
示
し
、
家
庭
内
に
お
け
る
自
分
の
地
位
を
転
覆
し
よ
う

と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ホ
モ
イ
の
心
に
、
他
の
動
物
た
ち
を
利
用
し
て
、

父
母
へ
の
思
返
し
を
試
み
よ
う
と
す
る
心
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

日
の
光
に
弱
く
て
鈴
闘
の
実
を
集
め
ら
れ
な
い
と
断
っ
た
「
む
ぐ
ら
」
を
い
じ
め

た
り
、

一
方
で
栗
鼠
に
鈴
蘭
の
実
を
集
め
さ
せ
た
り
す
る
ホ
モ
イ
を
、
父
親
は
、

「
ホ
モ
イ
、
お
前
は
少
し
熱
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
む
ぐ
ら
を
大
変
お
ど
し
た
さ

う
だ
な
。
む
ぐ
ら
の
家
で
は
も
う
み
ん
な
き
ち
が
ひ
の
や
う
に
な
っ
て
泣
い
て
る

ょ
。
そ
れ
に
こ
ん
な
に
沢
山
の
実
を
全
体
誰
が
た
べ
る
の
だ
。
」
と
叱
る
。

ホ
モ

イ
は
泣
き
出
し
て
し
ま
い
、
ホ
モ
イ
の
全
能
感
は
、
家
庭
の
中
で
は
、
頭
ご
な
し

に
打
ち
砕
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
に
お
け
る
ホ
モ
イ
の

立
場
と
、
家
庭
に
お
け
る
立
場
と
の
間
に
は
、
大
変
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
、
ホ
モ

イ
は
、
何
と
か
、
家
庭
内
に
お
け
る
自
分
の
立
場
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
乙

と
に
な
る
。

そ
乙
に
登
場
す
る
の
が
狐
で
あ
る
。
狐
は
、
こ
の
作
品
の
中
で
は
重
要
な
位
置

に
あ
る
。
乙
の
狐
に
よ
っ
て
、
物
語
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
立
ち
至
り
、
ホ
モ
イ

は
、
破
局
へ
と
追
い
や
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
直
接
的
な
原
因
と
な
る
の
は
、

ホ
モ
イ
と
狐
と
の
聞
に
生
じ
た
、
贈
与
と
そ
の
返
礼
の
関
係
で
あ
る
。
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狐
は
、
ホ
モ
イ
に
次
の
よ
う
に
も
ち
か
け
る
。

「
ホ
モ
イ
さ
ん
。
昨
日
り
す
に
鈴
蘭
の
実
を
集
め
さ
せ
た
さ
う
で
す
ね
。
ど

う
で
す
。
今
日
は
私
が
い
〉
も
の
を
見
附
け
て
来
て
あ
げ
ま
せ
う
:
:
:
。
」

狐
は
、
ホ
モ
イ
の
心
を
実
に
よ
く
読
ん
で
、
行
動
す
る
。
狐
は
、
ホ
モ
イ
の
心
に

生
じ
た
、
他
の
動
物
た
ち
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
心
を
す
ぐ
に
察
知
し
、
そ
乙
に

つ
け
込
む
の
で
あ
る
。
狐
は
、
ホ
モ
イ
に
角
パ
シ
を
毎
日
三
つ
持
っ
て
来
る
乙
と

を
約
束
し
、
そ
の
代
り
に
、
自
分
が
鶏
を
と
る
の
を
と
め
な
い
乙
と
を
ホ
モ
イ
に

約
束
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
ホ
モ
イ
は
、
こ
の
角
パ
ン
で
親
孝
行
が
で
き
る
と
有
頂

天
に
な
る
。ホ

モ
イ
は
そ
れ
ら
』
お
う
ち
に
持
っ
て
行
っ
て
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
に
あ

げ
る
時
の
事
を
考
へ
て
居
ま
し
た
。
お
父
さ
ん
だ
っ
て
、
こ
ん
な
美
味
し
い

も
の
は
知
ら
な
い
だ
ら
う
。
僕
は
ほ
ん
た
う
に
孝
行
だ
な
あ
。



「
お
父
さ
ん
だ
っ
て
、
こ
ん
な
美
味
し
い
も
の
は
知
ら
な
い
だ
ら
う
。
」
と
い
う

と
こ
ろ
に
、
目
の
上
の
こ
ぶ
で
あ
る
父
親
に
自
分
の
力
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る

意
図
が
、
あ
り
あ
り
と
見
て
と
れ
る
。

「
孝
行
」
と
は
言
い
な
が
ら
、

そ
れ
は
、

家
庭
内
に
お
け
る
自
己
の
立
場
の
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
く
乙
と
で
あ
る
。
贈
与

者
は
、
常
に
、
被
贈
与
者
よ
り
も
優
位
な
立
場
に
あ
る
の
だ
か
ら
。

乙
の
時
点
で
は
、
ホ
モ
イ
は
、
動
物
全
体
の
恩
人
と
し
て
の
位
置
を
全
く
忘
れ
、

父
と
母
の
一
人
息
子
の
立
場
に
返
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
貝
の
火
」

を
う
け
と
っ
た
ホ
モ
イ
に
は
、
動
物
全
体
へ
の
返
礼
の
義
務
が
相
変
わ
ら
ず
っ
き

ま
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
や
、
ホ
モ
イ
は
、
様
々
な
贈
与
と
返
礼
の
関
係
の

網
自
に
と
ら
え
ら
れ
、
身
動
き
の
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ホ
モ

イ
は
、
様
々
な
返
礼
義
務
の
間
で
引
き
裂
か
れ
た
よ
う
な
状
態
だ
と
も
言
え
る
。

恩

貝
の
火

父
母
↑

1

1

1

1

1

ホ
モ
イ

返
礼
義
務
③

動
物

返 l
ノ¥0 :fL 

J 蓑l
① l 

狐

破
線
を
ホ
モ
イ
の
果
た
す
べ
き
返
礼
の
義
務
と
す
る
と
、
ホ
モ
イ
は
、
父
母
、
動

物
、
狐
の
三
方
向
に
、
負
目
を
負
う
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
乙
れ
は
、

大
変
に
危
険
性
を
は
ら
ん
だ
状
態
で
あ
る
。
狐
は
、
ホ
モ
イ
の
お
か
れ
た
立
場
の

潜
在
的
な
危
険
性
を
現
前
さ
せ
る
役
割
を
果
た
す
。
そ
し
て
、
物
語
は
、
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
へ
と
向
か
う
。

狐
は
、
翌
日
、
動
物
園
と
称
し
て
、
ホ
モ
イ
を
だ
ま
し
、
鳥
を
硝
子
箱
に
捕
ま

え
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
、
烏
た
ち
は
、
ホ
モ
イ
に
救
い
を
求
め
る
。

鷺
が
硝
子
越
し
に
・
申
し
ま
し
た
。

「
ホ
モ
イ
さ
ん
。
ど
う
か
あ
な
た
の
お
力
で
助
け
て
や
っ
て
下
さ
い
。
私
ら

は
狐
に
つ
か
ま
っ
た
の
で
す
。
あ
し
た
は
き
っ
と
食
は
れ
ま
す
。
お
願
ひ
で

と
ざ
い
ま
す
。
ホ
モ
イ
さ
ん
。
」
(
傍
点
筆
者
)

乙
こ
で
、
ホ
モ
イ
は
、
二
つ
の
返
礼
義
務
①
と
①
の
聞
に
立
た
さ
れ
て
ジ
レ
ン
マ

一
方
で
は
、
狐
と
の
関
係
に
お
い
て
、
す
で
に

に
陥
る
。
つ
ま
り
、
ホ
モ
イ
は
、

パ
ン
を
受
け
取
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
返
礼
義
務
で
あ
る
「
狐
が
鶏
を
と
る
の
を

と
め
な
い
」
と
い
う
行
為
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

一
方
、

鷺
が
「
あ
な
た
の
お
力
で
」
と
言
っ
て
い
る
真
の
意
味
は
、
ホ
モ
イ
が
王
の
資
格

た
る
べ
き
「
員
の
火
」
の
所
持
者
で
あ
る
乙
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま

「
貝
の
火
」
を
受
け
取
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
返
礼
義
務
で
あ
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り
、
ホ
モ
イ
は
、

る
、
動
物
達
へ
の
思
返
し
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

乙
れ
が
、
乙
の
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
乙
こ
に
至
っ
て
、
は
じ
め

て
乙
の
物
語
の
構
造
が
明
ら
か
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ホ
モ
イ
は
、
狐
か
ら
パ
ン
を

も
ら
っ
て
は
い
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
ホ
モ
イ
の
意
識
の
中
で
は

「
親
孝
行
」
と
い
う
親
の
恩
へ
の
返
礼
義
務
を
果
た
す
た
め
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
ホ
モ
イ
の
立
ち
至
っ
た
悲
劇
は
、
親
へ
の
恩
返
し
(
返
礼
義
務
)
①
と
、
動
物

た
ち
(
社
会
)
へ
の
恩
返
し
(
返
礼
義
務
)
①
と
の
閣
で
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
ツ
レ

ン
マ
に
陥
る
と
い
う
と
乙
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
そ
う
い
う
物
語
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
物
語
の
一
つ
の
型
だ
と
言
つ

て
よ
い
。
ル
1
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
、

「
菊
と
万
」
の
中
で
、

「
徳
の
ジ
レ
ン

マ
」
と
い
う
章
を
設
け
、
日
本
の
「
民
間
説
話
や
小
説
や
劇
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
の



型
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
西
欧
で
は
、
そ
う
い
っ
た
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
主

「
善
と
悪
の
争
闘
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
は
お
か
れ
る
の
に
対
し
、
日
本
で

は
、
主
人
公
が
「
義
理
と
人
情
」
、

軸
は
、

「
忠
と
孝
」
、

「
義
理
と
義
務
」
と
い
っ
た

「
二
つ
の
担
己
の
聞
の
葛
藤
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
点
に
置
か
れ
る
と
述
べ
て

、'
3
0

L
i
 

主
人
公
が
失
敗
す
る
の
は
、
人
情
に
溺
れ
て
「
義
理
」
の
義
務
を
お
ろ
そ
か

に
す
る
た
め
か
、

「
忠
」
と
し
て
負
っ
て
い
る
債
務
と
、

「
孝
」
と
し
て
負
つ

て
い
る
債
務
と
の
双
方
を
同
時
に
返
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。

彼
は
「
義
理
」
の
た
め
に

E
し
い
乙
と
(

H

ギ
H

)

を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な

L、
。

「
義
理
」
に
迫
ら
れ
て
家
族
を
犠
牲
に
す
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
描
か

れ
て
い
る
葛
藤
は
依
然
と
し
て
、
共
に
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
拘
束
力
を
有

す
る
こ
通
り
の
義
務
の
聞
の
葛
藤
で
あ
る
。

「
貝
の
火
」
も
、
基
本
的
に
乙
う
い
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
を
持
つ
と
考
え
ら
れ

る
。
乙
う
い
っ
た
物
語
の
場
合
、
主
人
公
は
、
二
つ
の
「
善
」
の
聞
の
板
ば
さ
み

に
合
っ
て
苦
し
み
、

「
つ
い
に
唯
一
の
解
決
法
と
し
て
死
を
選
ぶ
」
と
い
う
よ
う

な
結
末
を
迎
え
、
結
果
と
し
て
は
、
そ
の
社
会
的
な
構
造
自
体
は
維
持
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
作
品
「
貝
の
火
」
に
お
い
て
は
、
ホ
モ
イ
の
中
で
、

「
社
会
的
義
務
」
と
が
葛
藤
し
て
、
ホ
モ
イ
自
身
が
そ
れ
に
苦
し
む
と
い
う
ふ
う

に
は
、
必
ず
し
も
な
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ホ
モ
イ
は
、
乙
の
作
品
に
お
い

「
孝
」
と

て
は
、
無
知
で
無
邪
気
で
、
意
識
的
な
行
為
者
と
し
て
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
無
自
覚
に
様
々
な
関
係
に
足
を
つ
っ
こ
ん
で
し
ま
う

(
ひ
ば
り
の
子
を
救
っ
た
こ
と
も
含
め
て
)
が
、
無
自
覚
だ
か
ら
乙
そ
、
ホ
モ
イ
に

そ
の
行
為
の
責
任
は
な
い
と
い
う
形
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
な
ぜ
鳥
を
救
え
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
い
に
は
、

ホ
モ
イ
と
し
て
は
、
親
孝
行
の
た
め
に
狐
か
ら
パ
ン
を
も
ら
っ
た
か
ら
だ
と
答
え

る
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
。
お
そ
ら
く
、
ホ
モ
イ
は
、
狐
に
ど
な
ら
れ
る

ま
で
は
、
事
態
の
ゆ
ゆ
し
さ
に
全
く
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
乙
乙
に
、

乙
の
作
品
が
伝
統
的
な
物
語
か
ら
ず
れ
て
い
る
点
を
ま
ず
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
の
物
語
に
は
、
実
は
、
別
の
葛
藤
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
は
、
ホ
モ
イ
の
後
立
て
と
な
っ
て
、
ホ
モ
イ
に
影
響
を
与
え
て
い
る
二
人
の
人

物
の
葛
藤
で
あ
る
。
主
人
公
ホ
モ
イ
は
、
無
自
覚
な
行
為
者
と
し
て
設
定
さ
れ
る

乙
と
に
よ
っ
て
、
作
品
内
に
お
い
て
は
、
様
々
な
関
係
が
出
会
う
接
点
の
役
目
を

「
員
の
火
」
を
受
け
取
っ
た
が
、

果
た
す
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ホ
モ
イ
は
、

そ
れ
を
父
母
に
手
渡
し
て
「
員
の
火
」
所
持
者
の
責
任
を
逃
れ
る
と
と
も
に
、

「
貝
の
火
」
を
維
持
す
る
主
体
は
父
親
に
移
り
、
ホ
モ
イ
を
常
に
叱
時
す
る
の
は

一
方
、
ホ
モ
イ
は
、
社
会
の
中
で
は
、
狐
の
力
を
借
り
て
権
力
者
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父
親
と
な
る
。

の
座
に
す
わ
り
、
狐
に
煽
動
さ
れ
て
悪
業
を
働
く
。
父
親
は
「
ホ
モ
イ
。
狐
に
は

気
を
つ
け
な
い
と
い
け
な
い
ぞ
。
」
と
狐
の
存
在
を
警
戒
し
、
狐
は
「
ホ
モ
イ
の

お
父
さ
ん
も
随
分
頑
固
で
す
な
。
」
と
、
父
親
の
存
在
を
け
む
た
が
る
。

乙
の
よ

う
に
み
て
く
れ
ば
、
結
局
、

こ
の
物
語
は
、
ホ
モ
イ
を
聞
に
置
い
て
、
父
親
と
狐

と
が
葛
藤
す
る
物
語
と
も
と
ら
え
ら
れ
て
く
る
。

玉
、
父
親
と
狐
の
対
寸
丁
|
前
近
代
か
ら
近
代
ヘ

ま
ず
は
、
ホ
モ
イ
を
破
局
に
導
い
て
い
く
狐
と
は
何
者
で
あ
る
か
を
考
え
て
い

く
。
こ
の
物
語
が
、
伝
統
的
な
二
つ
の
善
の
葛
藤
の
物
語
と
比
較
し
て
み
た
時
に

変
則
的
な
の
は
、

「
孝
」
と
「
社
会
的
義
務
」
を
対
立
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
狐

と
の
関
係
が
聞
に
入
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
狐
と
ホ
モ
イ
と
の
関
係
は
、
作
品
内



に
お
け
る
恩
に
ま
つ
わ
る
関
係
と
は
異
な
り
、
特
異
な
面
が
あ
る
。
二
人
の
関
係

の
本
質
は
、
ホ
モ
イ
が
狐
の
捕
ま
え
た
鳥
た
ち
を
逃
が
そ
う
と
し
た
時
に
如
実
に

な
る
。

ホ
モ
イ
は
す
ぐ
箱
を
聞
か
う
と
し
ま
し
た
。

す
る
と
、
狐
が
額
に
黒
い
鍛
を
よ
せ
て
、
眼
を
釣
り
あ
げ
て
ど
な
り
ま
し

た。「
ホ
モ
イ
。
気
を
つ
け
ろ
。
そ
の
箱
に
手
で
も
か
け
て
見
ろ
。
食
ひ
殺
す
ぞ
。

泥
棒
め
。
」

ま
る
で
口
が
横
に
裂
け
さ
う
で
す
。

ホ
モ
イ
は
怖
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、

一
目
散
に
お
う
ち
へ
帰
り
ま
し
た
。

乙
乙
で
、
鷲
が
頼
み
に
し
た
ホ
モ
イ
の
「
力
」
と
い
う
も
の
が
、
実
は
実
質
の
な

い
も
の
で
あ
っ
た
乙
と
が
判
明
す
る
。
本
来
な
ら
ば
、

「
貝
の
火
」
を
手
に
し
、

王
者
の
位
置
に
す
わ
っ
た
ホ
モ
イ
に
は
、
そ
の
力
が
備
わ
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る

し
、
ホ
モ
イ
自
身
、
そ
の
力
で
狐
を
手
下
に
し
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
栗
鼠
も
野

馬
も
ホ
モ
イ
の
力
を
信
じ
た
か
ら
乙
そ
、
彼
を
崇
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
前
近
代

的
な
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
っ
た
絶
対
者
の
力
が
信
じ
ら
れ
る
こ
と
が
前
提

で
あ
っ
た
と
言
え
る
し
、
「
貝
の
火
」
を
手
に
し
、
絶
対
者
の
座
に
す
わ
る
者
の

側
か
ら
言
え
ば
、
そ
う
い
っ
た
力
を
自
ら
信
じ
身
に
帯
び
る
乙
と
が
必
須
条
件
で

あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
絶
対
者
の
力
に
対
す
る
他
の
動
物

た
ち
の
信
頼
も
、
ま
た
ホ
モ
イ
自
身
の
自
己
信
頼
も
、

こ
の
時
、
打
ち
砕
か
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

乙
の
時
か
ら
、
絶
対
者
の
象
徴
で
あ
る
「
貝
の

火
」
は
、
曇
り
は
じ
め
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ま
で
「
貝
の
火
」
が
、
ホ
モ
イ

の
悪
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
烈
し
く
燃
え
て
い
た
の
は
、
ホ
モ
イ
が
「
僕
は
ね
、

う
ま
れ
つ
き
あ
の
貝
の
火
と
離
れ
な
い
や
う
に
な
っ
て
る
ん
で
す
よ
。
」
と
、
自

己
の
力
に
対
し
て
絶
対
的
な
信
頼
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の

信
頼
が
本
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
な
る
狐
に
対
抗
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が

で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ホ
モ
イ
の
絶
対
者
と
し
て
の
問
題
点
が
あ
り
、
つ
い

に
ホ
モ
イ
の
「
力
」
の
内
実
は
暴
露
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
そ
う
い
っ
た
ホ
モ
イ
の
傾
向
は
、
ホ
モ
イ
が
狐
と
出
会
っ
た
時
か
ら
既

に
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ホ
モ
イ
は
、
自
分
の
力
の
後
立
て
に
い
つ
も
狐
を
必

要
と
し
た
趣
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

。
「
ふ
ん
、
大
将
が
鈴
聞
の
実
を
集
め
る
な
ん
て
を
か
し
い
や
。
誰
か
に
見
つ

け
ら
れ
た
ら
き
っ
と
笑
は
れ
る
ば
か
り
だ
。
狐
が
来
る
と
い
〉
が
な
あ
。
」

「
お
前
な
ん
か
い
ら
な
い
よ
。
今
に
狐
が
来
た
ら
お
前
た
ち
の
仲
間
を
み
ん

な
ひ
ど
い
自
に
あ
は
し
て
や
る
よ
。
見
て
お
い
で
。
」
と
足
ぷ
み
を
し
て
云

ひ
ま
し
た
。
(
傍
線
筆
者
)

ホ
モ
イ
の
全
能
感
の
実
質
的
な
部
分
は
、
狐
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
言
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わ
ば
、
ホ
モ
イ
は
狐
の
威
を
借
り
て
、
王
の
位
置
に
す
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
ま
た
、
狐
の
方
も
、
そ
う
い
っ
た
ホ
モ
イ
の
内
実
を
見
透
し
て
動
い
て
い
た
と

言
え
る
。
ホ
モ
イ
が
狐
と
の
約
束
を
破
っ
て
鳥
を
救
お
う
と
し
た
と
き
、
ホ
モ
イ

を
ど
な
り
つ
け
た
狐
の
怖
ろ
し
い
形
相
に
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
狐

「
貝
の
火
」
と
と
も
に
ホ
モ
イ
に
備
わ
っ
た
と
見
ら
れ
る
絶
対
者
と
し
て
の

力
を
、
少
し
も
信
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
他
の
動
物
た
ち
が
、

は

「
貝
の
火
」
を

手
に
し
た
ホ
モ
イ
を
、
本
心
か
ら
畏
怖
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
に
比
べ
て
、

そ
れ
は
、
対
照
的
で
あ
る
。

ま
た
、
狐
と
ホ
モ
イ
の
聞
に
交
わ
さ
れ
た
贈
与
と
返
礼
の
関
係
も
、
作
品
内
の

他
の
関
係
と
比
べ
る
と
異
質
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
狐
は
次
の
よ
う
に
言
う
。



「
そ
れ
で
は
ね
毎
日
き
っ
と
三
つ
づ
っ
持
っ
て
来
て
お
く
れ
。
ね
。
」

狐
が
い
か
に
も
よ
く
の
み
こ
ん
だ
と
い
ふ
や
う
に
目
を
パ
チ
パ
チ
さ
せ
て

云
ひ
ま
し
た
。

「
へ
い
。
よ
ろ
し
う
と
、
ざ
い
ま
す
。
そ
の
代
り
私
の
鶏
を
と
る
の
を
、
あ
な

た
が
と
め
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。
」

「
い
〉
と
も
」
と
ホ
モ
イ
が
申
し
ま
し
た
。

乙
の
関
係
の
特
徴
は
、
贈
与
と
返
礼
の
各
々
の
行
為
の
範
囲
が
、
パ
ン
を
与
え
る

乙
と
と
、
鶏
を
と
る
の
を
と
め
な
い
こ
と
と
い
う
よ
う
に
、
明
確
に
限
定
さ
れ
て

い
る
乙
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
狐
の
贈
与
は
、
ホ
モ
イ
の
特
定
の
返
礼
行
為
を

前
提
と
し
て
は
じ
め
て
な
さ
れ
る
も
の
だ
と
も
言
え
る
。
こ
の
関
係
に
お
い
て
は
、

作
品
内
の
他
の
関
係
の
よ
う
に
「
恩
」
の
受
け
渡
し
は
な
く
、
あ
る
の
は
、
各
々

の
利
益
の
追
求
の
交
差
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
、
近
代
的
な
契
約
の
関
係

と
吾
-
P
え
よ
う
。

日
本
の
前
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
絶
対
者
の
絶
対
的
贈
与
が
「
恩
」
と
い
う

形
で
、
社
会
の
根
底
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
贈
与
の
絶
対
性
が
信
じ
ら
れ
る
乙

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
社
会
の
構
造
は
維
持
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
狐
は
、
そ

の
「
思
」
の
絶
対
性
を
信
じ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
彼
の
中
で
は
、
私
的
な

利
益
を
追
求
す
る
個
人
が
各
々
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

狐
は
全
く
近
代
的
な
人
物
と
言
え
る
。
こ
の
狐
が
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
作

品
内
の
「
恩
」
を
媒
介
と
す
る
人
間
関
係
の
構
造
は
撹
乱
さ
れ
、
崩
さ
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

乙
れ
に
対
し
て
父
親
は
、

「
貝
の
火
」
を
手
に
し
た
と
き
、
ホ
モ
イ
に
、

ー「

乙

れ
は
有
名
な
貝
の
火
と
い
ふ
宝
物
だ
。
乙
れ
は
大
変
な
玉
だ
ぞ
。
:
:
:
お
前
は
よ

く
気
を
付
け
て
光
を
な
く
さ
な
い
や
う
に
す
る
ん
だ
ぞ
。
」
と
教
え
鳴
す
。
父
親

lま

「
員
の
火
」
の
絶
対
性
を
信
じ
、
息
子
が
絶
対
者
と
し
て
の
資
格
を
持
つ
よ

一
応
、
前
近
代
的
な
恩
の

う
に
叱
時
激
励
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
父
親
は
、

論
理
の
護
持
者
と
い
う
乙
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

乙
の
物
語
は
、
父
親
の

も
つ
前
近
代
的
な
恩
の
論
理
と
、
狐
の
も
つ
近
代
的
な
私
的
利
益
追
求
の
論
理
と

が
葛
藤
す
る
物
語
と
い
う
ふ
う
に
も
み
る
乙
と
が
で
き
る
。
作
品
の
結
末
部
で
は
、

ホ
モ
イ
の
代
わ
り
に
父
親
が
狐
と
決
闘
し
、
鳥
た
ち
を
救
う
乙
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
乙
の
物
語
は
、
父
親
と
狐
の
決
闘
で
、

一
つ
の
決
着
を
み
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

乙
の
物
語
に
お
い
て
は
、
狐
が
、
父
親
に
敗
北
し
、
前
近
代
的
な

論
理
が
守
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
と
、
こ
と
は
、
そ
う
単
純
で

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
狐
の
近
代
性
は
、
実
は
、
ホ
モ
イ
の
心
に
も
、
ま
た
、

父
親
の
心
に
す
ら
潜
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
狐
は
、
そ
れ
を
表
面
に
引
き
出

す
役
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ホ
モ
イ
と
父
母
の
聞
の
交
換
の
内
実
を
見
て
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い
く
と
、
そ
れ
は
よ
く
わ
か
る
。

恩

父
母

ホ
モ
イ

民
の
火

鈴
蘭
の
実

/号
、
/ 

ホ
モ
イ
が
、
父
母
へ
の
思
返
し
に
父
母
に
贈
っ
た
も
の
を
並
べ
て
み
る
と
、
そ
乙

に
歴
然
と
し
た
変
化
を
見
出
す
乙
と
が
で
き
る
。

「
貝
の
火
」
は
、
そ
れ
自
体
呪

術
的
な
力
を
秘
め
た
恩
の
当
体
で
あ
り
、
単
な
る
「
も
の
」
で
は
な
い
が
、

「鈴

蘭
の
実
」
と
「
パ
ン
」
は
、
た
だ
の
「
も
の
」
で
あ
る
。
し
か
も
、

「
鈴
蘭
の
申
さ

は
、
ホ
モ
イ
自
身
、
が
集
め
た
も
の
で
は
な
く
、
他
人
に
集
め
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。



ま
た
、

「
パ
ン
」
に
い
た
っ
て
は
、
人
間
の
台
所
か
ら
盗
ん
で
き
た
も
の
で
あ

り
、
誰
が
ど
こ
で
作
っ
た
も
の
か
も
わ
か
ら
な
い
得
体
の
知
れ
な
い
「
も
の
」
で

「
思
」
な
る
も
の
の
内
実
が
だ
ん
だ
ん
変
質
し
て
い
っ

あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
父
母
か
ら
の
「
恩
」
が
、

「
も
の
」
に
代
置

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
恩
」
の
絶
対
性
は
限
定
さ
れ
る
方
向
に
向
か
う
と
言

「
恩
」
と
い
う
絶
対
的
な
価
値
を
媒
介
と
す
る
社
会

の
人
間
関
係
の
変
質
を
示
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
乙
の
兎
の
家
庭
の
食
事
が
「
鈴

聞
の
実
」
か
ら
「
パ
ン
」
に
変
わ
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
も
、
生
活
の
近
代
化
が
示

え
る
。
そ
れ
は
、
や
は
り
、

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
父
親
は
、

こ
の
パ
ン
を
口
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

分
が
依
拠
し
て
き
た
生
活
の
あ
り
方
を
、

一
回
一
は
、
狐
の
や
り
方
に
明
け
渡
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

r
ミ
〉
、

み
h
A
M

な
ぜ
、
父
親
は
、
あ
っ
さ
り
と
パ
ン
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ホ
モ
イ
が
パ
ン
を
持
ち
帰
っ
た
と
き
、
そ
の
パ
ン
を
踏
み
に
じ
っ
て
、
口
に
す
る

こ
と
を
あ
れ
だ
け
激
し
く
拒
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
乙
の
作
品
の
中
で
、
一
審

リ
ア
ル
で
怖
ろ
し
い
の
は
、
ホ
モ
イ
が
失
明
す
る
場
面
で
は
な
く
、
こ
の
父
親
の

心
変
わ
り
ゃ
ぞ
描
く
場
面
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
父
親
の
心
の
変
化
を
巧
妙
に
描

く
た
め
に
、
こ
乙
で
は
、
同
じ
場
面
設
定
を
く
り
返
す
と
い
う
方
法
が
使
わ
れ
て

こ
の
作
品
は
八
つ
の
章
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
描
く

、・3
o

'Lv
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1

七
の
章
に
至
る
四
、
五
、
六
の
章
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
三
つ
の
章
で
は
、
ぃ

ず
れ
も
、
次
に
示
す
よ
う
な
展
開
と
な
っ
て
い
る
。

②
そ
れ
に
対
す
る
父
の
叱
時
。

①
ホ
モ
イ
の
悪
行
。

①
貝
の
火
輝
き
を
増
す
。

特
に
各
章
の
最
後
の
描
写
は
、
注
目
に
値
す
る
。

①
ホ
モ
イ
泣
く
。

⑤
父
黙
る
。

@
ホ
モ
イ
安
心
す
る
。

四

「
お
前
は
も
う
だ
め
だ
。
員
の
火
を
見
て
と
ら
ん
。
き
っ
と
曇
っ
て
し

ま
っ
て
ゐ
る
か
ら
。
」

兎
の
お
つ
か
さ
ん
ま
で
が
泣
い
て
、
前
か
け
で
涙
を
そ
っ
と
拭
ひ
な

が
ら
あ
の
美
し
い
玉
の
は
い
っ
た
璃
瑞
の
函
を
戸
棚
か
ら
取
り
出
し
ま

し
た
。兎

の
お
と
う
さ
ん
は
函
を
受
け
と
っ
て
蓋
を
ひ
ら
い
て
驚
き
ま
し
た
。

珠
は
一
昨
日
の
晩
よ
り
も
も
っ
と
も
っ
と
赤
く
も
っ
と
も
っ
と
速
く

燃
え
て
ゐ
る
の
で
す
。

み
ん
な
は
う
っ
と
り
み
と
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
兎
の
お
と
う
さ
ん

は
だ
ま
っ
て
玉
を
ホ
モ
イ
に
渡
し
て
と
飯
を
食
べ
は
じ
め
ま
し
た
。
ホ

モ
イ
も
い
つ
か
涙
が
乾
き
:
:
:
・
:
。

玉、

お
父
さ
ん
が
あ
ち
こ
ち
歩
き
な
が
ら
、

「
ホ
モ
イ
、
お
前
は
も
う
駄
目
だ
。
玉
を
見
て
ご
ら
ん
。
も
う
き
っ
と
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砕
け
て
ゐ
る
か
ら
。
」
と
云
ひ
ま
し
た
。

お
母
さ
ん
が
泣
き
な
が
ら
画
を
出
し
ま
し
た
。
玉
は
お
日
さ
ま
の
光

を
受
け
て
ま
る
で
天
上
に
昇
っ
て
行
き
さ
う
に
美
し
く
燃
え
ま
し
た
。

お
父
さ
ん
は
玉
を
ホ
モ
イ
に
渡
し
て
だ
ま
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
ホ

モ
イ
も
玉
を
見
て
い
つ
か
涙
を
忘
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

「
ホ
モ
イ
。
お
前
は
も
う
駄
目
だ
ぞ
。
今
日
乙
そ
貝
の
火
は
砕
け
た
ぞ
。

出
し
て
見
ろ
。
」

お
母
さ
ん
が
涙
を
ふ
き
な
が
ら
画
を
出
し
て
来
ま
し
た
。
お
父
さ
ん

は
画
の
蓋
を
聞
い
て
見
ま
し
た
。

す
る
と
お
父
さ
ん
は
び
っ
く
り
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
員
の
火
が
今

日
位
美
し
い
こ
と
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
(
中
略
)

見
の
お
父
さ
ん
は
黙
っ
て
玉
を
ホ
モ
イ
に
渡
し
ま
し
た
。
ホ
モ
イ
は



間
も
な
く
涙
も
忘
れ
て
貝
の
火
を
眺
め
て
よ
ろ
乙
び
ま
し
た
。

父
親
は
、

お
っ
か
さ
ん
も
や
っ
と
安
心
し
て
、
お
ひ
る
の
支
度
を
し
ま
し
た
。

み
ん
な
は
座
っ
て
角
パ
ン
を
喰
べ
ま
し
た
。
(
傍
点
筆
者
)

ホ
モ
イ
の
悪
行
に
対
し
て
曇
る
ど
こ
ろ
か
趨
き
を
増
す
「
貝
の
火
」
に

「
貝
の
火
」
の
判
断

に
、
自
己
の
判
断
を
従
わ
せ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
い
つ
の
ま
に
か
ホ
モ
イ
の
悪
行

疑
問
を
感
じ
つ
つ
も
、

「
貝
の
火
」
を
絶
対
化
す
る
故
に
、

も
、
狐
の
悪
行
も
黙
認
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
父
親
も
、
ホ
モ
イ
の
誤

ま
ち
に
次
第
に
感
染
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
人
間
の
意
志
は
、
日
常
的
な
く
り
返

し
に
弱
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ど
ん
な
に
固
い
決
意
も
、
日
常
生
活
の
単
調
な
く
り

返
し
の
中
で
は
風
化
し
て
し
ま
う
。
は
じ
め
悪
だ
と
思
っ
た
と
と
も
、

日
々
く
り

返
さ
れ
れ
ば
、
あ
た
り
ま
え
の
乙
と
に
な
る
。
狐
が
日
々
持
っ
て
く
る
三
つ
の
パ

ン
も
、
三
度
も
ホ
モ
イ
の
悪
行
を
黙
認
し
た
「
貝
の
火
」
も
、
父
親
の
固
い
判
断

を
屈
服
さ
せ
る
乙
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
そ
の
日
々
の
く
り
返

し
が
人
間
の
精
神
に
与
え
る
影
響
の
不
気
味
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。

だ
が
、
乙
の
父
親
は
、

「
員
の
火
」
が
回
寄
り
始
め
た
と
き
、
逸
速
く
、
ホ
モ
イ

と
自
分
の
誤
ま
ち
を
糾
弾
す
る
と
と
も
に
、
狐
と
決
闘
を
し
て
鳥
を
救
い
、
自
己

の
倫
理
性
を
貫
き
通
す
。
こ
の
父
親
の
倫
理
性
に
導
か
れ
て
、
ホ
モ
イ
は
、
あ
る

精
神
的
な
高
み
に
到
達
し
、
作
品
は
結
末
を
迎
え
る
と
言
っ
て
よ
い
。

六
、
破
局
の
意
味
す
る
も
の

ー
!
父
と
子
の
関
係

!la

さ
て
、
そ
れ
で
は
、

乙
の
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
ホ
モ
イ
自
身
は
、
ど
う
な
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
作
品
内
で
果
た
す
役
割
と
は
一
体
向
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ホ
モ
イ
は
、
ひ
ば
り
の
子
の
命
を
救
う
乙
と
に
よ
っ
て
、

「
員
の
火
」
を
得
、
次

代
の
王
を
期
待
さ
れ
た
が
、
結
局
「
員
の
火
」
を
持
ち
続
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、

王
の
座
か
ら
失
遂
す
る
。
そ
し
て
、

「
貝
の
火
」
に
ま
つ
わ
る
返
済
義
務
を
果
た

し
そ
こ
ね
た
た
め
、

「
員
の
火
」
か
ら
失
明
と
い
う
報
復
を
受
け
、

「
貝
の
火
」

も
ど
乙
へ
や
ら
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、

一
見
否
定
的
な
結
末
の
よ
う

に
見
え
る
が
、
実
は
、
そ
こ
に
、
乙
の
作
品
の
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
ホ
モ
イ
が
「
員
の
火
」
を
受
け
取
め
損
ね
た
と
こ
ろ
に
乙
そ
、

こ
の
作
品
の
重
大
な
到
達
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「
窓
の
外
で
は
霧
が
晴
れ
て
鈴
蘭
の
葉
が
き
ら
き
ら
光
り
、
つ
り

『
カ
ン
、
カ
ン
、
カ
ン
カ
エ
コ
カ
ン
コ
カ
ン
コ
カ
ン
。
』
と
朝
の

作
品
末
尾
で
、

が
ね
そ
う
は
、

鐘
を
高
く
鳴
ら
し
ま
し
た
。
」
と
あ
り
、

「
員
の
火
」
消
失
の
後
に
出
て
く
る
世

界
を
、
光
あ
ふ
れ
る
聖
な
る
空
間
と
で
も
言
う
べ
き
世
界
と
し
て
描
い
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
作
品
の
語
り
は
、

こ
れ
ま
で
父
親
と
と
も
に
、
ホ
モ
イ
が
、
い
か
に

し
て
「
員
の
火
」
を
持
ち
続
け
る
か
と
い
う
こ
と
を
第
一
の
関
心
事
と
し
て
表
面

乙
乙
に
至
っ
て
、
語
り
の
本
質
的
な
関
心
事
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的
に
は
語
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

は
、
実
は
、
ホ
モ
イ
が
「
貝
の
火
」
を
と
り
落
と
す
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
さ
せ
る
。

つ
ま
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
物
語
の
展
開

は
奇
妙
に
折
れ
曲
が
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
、
ホ
モ
イ
が
「
貝
の
火
」
を
受
け
取
め
損
ね
、

「
貝
の
火
」
が
飛
び

去
っ
た
乙
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
前
近
代
的
な
社
会

を
支
え
る
「
恩
」
な
る
も
の
の
当
体
、
社
会
を
存
続
さ
せ
る
基
本
的
な
価
値
の
消

失
を
意
味
し
て
お
り
、
ホ
モ
イ
が
王
の
座
か
ら
失
遂
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対

者
の
君
臨
す
る
前
近
代
的
な
社
会
が
崩
壊
し
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
物
語
は
、
ひ
と
つ
の
世
代
の
交
替
、
父
子
の
交
替
劇
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
員
の
火
」
を
護
持
す
る
側
に
立
ち
、
前
近
代
的
な
社
会
の
構
造
を
存
続
さ
せ
よ

う
と
す
る
父
親
と
、

「
貝
の
火
」
を
受
け
取
り
、
そ
の
社
会
を
継
承
し
よ
う
と
し



て
失
敗
し
た
息
子
の
物
語
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
ホ
モ
イ
は
、

「
貝
の
火
」
を
受

け
取
め
損
ね
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
は
、
父
親
の
依
拠
す
る
社
会
の
構
造

を
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ホ
モ
イ
は
、
父
親
に
従
順
な
孝
行

一
面
で
は
、
全
く
無
邪
気
に
父
親
の
立
場
を
足
元
か
ら
す

息
子
で
あ
り
な
が
ら
、

く
う
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
の
け
た
わ
け
で
あ
る
。
ホ
モ
イ
の
無
邪
気
さ
は
、

つ
の
破
壊
的
な
力
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
非
常
に
消
極
的
な
や
り
方
で

は
あ
る
が
、
ま
さ
し
く
子
が
父
を
乗
り
越
え
る
物
語
で
あ
り
、
変
則
的
で
は
あ
る

が
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
の
物
語
と
同
じ
意
味
を
持
つ
と
言
っ
て
よ
い
。

だ
が
、
こ
こ
に
措
か
れ
た
父
子
の
関
係
は
、
普
通
想
像
さ
れ
る
父
子
の
葛
藤
と

は
余
程
異
っ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
子
は
飽
く
ま
で
父
親
に
従
順
で
、
真
向

か
ら
逆
ら
う
こ
と
は
な
く
、
父
親
も
、
息
子
の
失
敗
に
対
し
て
驚
く
ほ
ど
柔
軟
で

あ
る
。
息
子
は
、
無
意
識
に
父
の
住
む
社
会
を
破
壊
す
る
が
、
父
親
は
、
そ
の
息

子
の
破
壊
的
な
行
為
を
意
味
付
け
、
そ
こ
に
新
し
い
世
界
を
聞
い
て
み
せ
る
。
そ

の
父
子
の
行
為
を
重
ね
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
作
品
末
尾
の
明
る
い
世
界
が
聞
け

る
の
だ
と
言
え
る
。
特
に
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
か
ら
末
尾
に
至
る
ま
で
の
父
親
の
存

在
は
大
き
い
。
父
親
は
言
う
。

「
泣
く
な
。
こ
ん
な
こ
と
は
ど
こ
に
も
あ
る
の
だ
。
そ
れ
を
よ
く
わ
か
っ
た

お
前
は
、
一
番
さ
い
は
ひ
な
の
だ
。
目
は
き
っ
と
又
よ
く
な
る
。
お
父
さ
ん

が
よ
く
し
て
や
る
か
ら
。
な
。
泣
く
な
。
」
(
傍
点
筆
者
)

父
親
は
、
息
子
の
あ
や
ま
ち
を
介
し
て
、
ひ
と
つ
の
真
理
に
到
達
し
た
の
だ
と
言
つ

て
よ
い
。
ま
た
、
言
い
換
え
れ
ば
、
息
子
は
、
失
明
と
い
う
罰
を
受
け
自
ら
を
犠

牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
父
親
を
真
理
に
導
い
た
と
も
と
れ
る
。
こ
の
父
子
は
、

無
心
な
行
為
(
子
)
と
、
そ
の
行
為
を
後
か
ら
意
味
付
け
て
い
く
思
考
の
働
き
(
父
)

と
に
置
き
換
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
、
ま
る
で
一
人
の
人
聞
の
分
身
の
よ
う
に
親

密
な
関
係
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
父
親
は
、
当
初
「
貝
の
火
」

を
絶
対
化
し
て
お
り
、
ホ
モ
イ
が
「
貝
の
火
」
を
持
ち
続
け
、
ホ
モ
イ
が
「
立
派

な
人
」
に
な
る
こ
と
を
至
高
の
目
標
と
し
て
息
子
を
教
育
し
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
、

ホ
モ
イ
の
悪
行
に
対
し
て
「
貝
の
火
」
が
輝
き
を
減
ぜ
ず
、
息
子
が
自
己
過
信
に

陥
り
、
自
分
自
身
も
そ
れ
に
感
染
し
て
い
く
の
を
体
験
す
る
。
だ
が
、

「
貝
の
火
」

が
曇
り
始
め
た
と
き
、
父
親
は
、
す
ぐ
に
、
自
分
と
ホ
モ
イ
の
あ
や
ま
ち
に
気
付

き
、
「
ホ
モ
イ
。
お
前
は
馬
鹿
だ
ぞ
。
俺
も
馬
鹿
だ
っ
た
。
お
前
は
ひ
ば
り
の
子

供
の
命
を
助
け
て
あ
の
王
を
貰
っ
た
の
ぢ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
を
お
前
は
一
昨
日
な

ん
か
生
れ
つ
き
だ
な
ん
て
云
っ
て
ゐ
た
。
」
と
指
摘
す
る
。
父
親
は
、
息
子
の
行

動
を
通
し
て
、
「
貝
の
火
」
の
危
険
性
を
悟
り
、

「
え
ら
い
人
に
な
る
」

乙
と
の

欺
踊
を
理
解
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ホ
モ
イ
が
「
貝
の
火
」
を
と
り
落

と
し
た
乙
と
に
深
い
理
解
を
示
し
、

つ
い
に
は
、
父
子
と
も
に
、
ひ
と
つ
の
真
理
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に
到
達
す
る
。

七
、
再
び
「
貝
の
火
」
の
意
味
す
る
も
の

父
親
の
言
う
「
乙
ん
な
こ
と
」
と
は
ど
ん
な
乙
と
で
あ
る
の
か
。
あ
る
い
は
、

「
そ
れ
を
よ
く
わ
か
っ
た
お
前
」
と
あ
る
が
、
何
を
よ
く
わ
か
っ
た
と
い
う
の
か
。

最
後
に
残
さ
れ
る
の
は
、
父
子
の
到
達
し
た
真
理
と
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
、

「
貝
の
火
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
と
不
可
分
で
あ
る
。
乙

日
本
の
前
近
代
的
な
社
会
構
造
の
要
で
あ
る
「
恩
」
の

当
体
だ
と
し
て
き
た
が
、
も
っ
と
根
本
的
に
問
題
を
掘
り
下
げ
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
そ
の
と
き
、
父
親
の
「
お
前
は
ひ
ば
り
の
子
供
の
命
を
助
け
て
あ
の
玉
を
貰
っ

た
の
ぢ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
ら
』
お
前
は
生
ま
れ
つ
き
だ
な
ん
て
云
っ
て
ゐ
た
。
」
と

れ
ま
で
「
貝
の
火
」
は
、

い
う
言
葉
は
示
唆
的
で
あ
る
。
や
は
り
、
す
べ
て
の
問
題
は
、
ホ
モ
イ
が
、
ひ
ば



り
を
救
い
、

「
貝
の
火
」
を
も
ら
っ
た
と
い
う
事
実
に
帰
っ
て
い
く
。
「
貝
の
火
」

が
、
ひ
ば
り
の
子
の
命
を
救
う
と
い
う
行
為
の
も
つ
価
値
を
示
し
て
い
る
乙
と
は

確
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
乙
の
価
値
に
は
ニ
面
性
が
あ
る
と
言
え
る
。
自
分
の

命
を
か
け
て
弱
者
を
救
う
と
い
う
行
為
自
体
は
、
崇
高
な
行
為
で
あ
り
、
宗
教
的

な
行
為
と
言
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
そ
の
行
為
が
、
社
会
の
中
で
位
置
付
け
ら
れ
る

と
き
、
そ
こ
に
は
別
の
、
世
俗
的
な
価
値
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
生
じ
、
そ
の

価
値
を
手
に
し
た
者
を
ひ
ど
く
堕
落
さ
せ
て
し
ま
う
。
言
わ
ば
、
乙
の
作
品
は
、

善
行
に
本
来
備
わ
る
宗
教
性
が
社
会
の
中
で
世
俗
性
に
堕
し
て
い
く
過
程
を
描
い

た
物
語
と
言
え
る
。

そ
れ
で
は
、
善
行
に
ま
つ
わ
る
世
俗
的
な
価
値
と
は
向
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ホ
モ
イ
が
他
の
動
物
た
ち
の
間
で
手
に
し
た
権
力
を

さ
す
。
そ
の
権
力
者
の
座
に
す
わ
っ
た
が
故
に
、
ホ
モ
イ
は
、
自
分
の
力
を
「
生

ま
れ
っ
き
だ
」
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
父
の
言
葉
に
あ

る
と
お
り
、
ひ
ば
り
の
子
を
救
う
と
い
う
善
行
と
、
そ
の
後
の
ホ
モ
イ
の
自
己
の

絶
対
化
と
横
暴
な
行
為
と
は
、

一
連
の
も
の
と
し
て
出
て
き
て
お
り
、
二
つ
の
心

の
動
き
は
紙
一
重
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
こ
に
、
人
間
の
非
常
に
リ
ア
ル
な
一
面
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
乙
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
社
会
に
お
い
て
は
、
ど
ん
な
意

味
に
お
い
て
も
、
贈
与
者
に
権
力
が
集
中
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
ん
な
に

す
ば
ら
し
い
宗
教
的
な
行
為
で
あ
っ
て
も
、
社
会
の
中
で
は
、
そ
れ
が
A
か
ら
B

へ
の
贈
与
で
あ
る
限
り
、
そ
の
社
会
的
な
位
置
付
け
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
権
力
の
座
を
退
け
る
こ
と
は
、
人
間
に
お

い
て
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
言
っ
て
よ
い
。
あ
の
倫
理
的
な
父
親
で
さ
え
、

員

の
火
」
が
く
も
る
ま
で
は
、
権
力
的
な
立
場
(
父
と
い
う
立
場
)
に
対
す
る
誘
惑
に

勝
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。
つ
ま
り
、
善
行
は
、
社
会
の
中
で
は
、
常
に
善

行
の
主
を
、
悪
の
道
に
引
き
ず
り
込
む
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と
言
え
る
。
賢

治
の
創
作
メ
モ
「
員
の
火
意
味
を
な
さ
ず
、
却
っ
て
権
勢
の
意
を
表
す
方
可
な
ら

ん
」
と
い
う
言
葉
は
、
善
行
に
ま
つ
わ
る
、
そ
う
い
っ
た
危
険
性
を
示
唆
し
て
い

「
貝
の
火
」
の
持
つ
宗
教
性
は
、
社
会
の
中
で
は
、

る
と
考
え
ら
れ
る
。

権
勢

と
い
う
世
俗
的
な
価
値
と
し
て
し
か
働
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
社
会
と
い
う
も
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
贈
与
者
の
権
力
を
容
認
し
た
う

え
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

「
こ
ん
な
こ
と
は
ど
こ
に
で
も

あ
る
の
だ
」
と
い
う
父
親
の
言
葉
ど
お
り
、
人
間
社
会
に
お
け
る
、
か
な
り
普
遍

的
な
原
理
と
言
っ
て
よ
い
。
ど
の
社
会
も
贈
与
者
と
被
贈
与
者
の
関
係
を
何
ら
か

の
形
で
制
度
化
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
恩
」
も
、
そ
の
ひ
と
つ

の
形
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

乙
の
社
会
の
暗
黙
の
了
解
を
、
賢
治
は
容
認
し
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
、
賢
治
は
、
贈
与
者
に
集
中
す
る
権
力
の
悪
な
る
部

分
を
描
き
、
ホ
モ
イ
を
失
明
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
否
定
し
た
と
言
え

る
。
そ
れ
は
、
や
は
り
、
常
人
を
越
え
る
潔
癖
さ
、
倫
理
性
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
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。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
、
社
会
の
存
在
の
根
本
に
降
り
立
っ
て
、
そ
の
存
在

そ
の
も
の
を
疑
問
視
す
る
の
は
、
や
は
り
、
宗
教
的
な
視
点
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ

ぅ
。
乙
の
作
品
は
、
す
で
に
天
沢
退
二
郎
氏
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
自
己
犠

2

{

注
7
}

牲
的
な
善
行
の
物
語
の
系
譜
に
つ
な
カ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
、
自
己

犠
牲
的
な
善
行
の
危
険
性
に
つ
い
て
、
乙
こ
ま
で
考
え
つ
め
ら
れ
て
い
た
乙
と
は
、

感
動
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
賢
治
の
作
品
に
お
け
る
多
く
の
自
己
犠
牲
的
な

主
人
公
達
は
、
物
語
の
最
後
で
社
会
か
ら
離
脱
し
、
星
の
世
界
や
、
他
界
へ
と
飛

び
去
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
賢
治
が
乙
こ

ま
で
問
題
の
根
本
に
降
り
立
ち
得
た
の
は
、
や
は
り
、
前
近
代
と
近
代
の
聞
に
、

賢
治
が
生
き
て
お
り
、
社
会
の
構
造
が
変
質
す
る
現
場
に
立
っ
て
い
た
か
ら
だ
と



考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
時
に
こ
そ
、
人
間
関
係
の
本
質
的
な
姿
は
見
え
て
く
る

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
乙
で
、
賢
治
は
、
性
急
に
新
し
い
社
会
を
築
く
と
い

う
方
向
に
は
向
か
わ
ず
、
ま
ず
は
社
会
の
必
要
悪
を
認
識
し
、
そ
れ
に
反
対
す
る

方
向
に
向
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に

「
貝
の
火
」
は
、
善
行
に
備
わ
る
宗
教
性
と
世
俗
性
を
象
徴
す

る
絶
対
的
な
価
値
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
恩
」
と
い
う
一
一
言
葉
で
言
い
換
え
て
も
、

全
く
問
題
は
同
じ
で
あ
る
。
初
期
の
賢
治
の
人
生
観
の
中
で
「
恩
」
と
い
う
言
葉

が
、
重
い
意
味
を
持
っ
て
い
た
乙
と
を
、
吉
本
隆
明
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
狂
せ

既
に
何
度
も
引
用
さ
れ
て
き
た
有
名
な
書
簡
(
大
正
七
年
二
月
二
日
、
父
親
あ
て
)

を
引
用
し
な
が
ら
。
こ
の
書
簡
の
中
で
、
賢
治
は
、
父
親
に
対
し
て
、
初
め
て
自

己
の
将
来
に
対
す
る
考
え
方
を
告
白
し
た
。
そ
の
人
生
の
理
念
の
中
心
に
な
っ
て

「
父
上
母
上
又
亡
祖
父
様
乃
至
は
皆
々
様
の
御
恩
を
も
報
じ
た
し
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
何
度
も
く
り
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

吉
本
隆
明
氏
は
、
日
連
の
「
開
目
抄
」
を
挙
げ
、

い
る
の
は
、

「
四
恩
(
父
母
、
衆
生
、
国
王
、

三
宝
の
恩
)
を
知
っ
て
、
知
恩
、
報
思
を
む
く
い
る
」
(
吉
本
氏
訳
)
乙
と
が
、

蓮
宗
の
信
仰
の
第
一
義
で
あ
っ
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

一
方
、

「
恩
」
に
は
、
ル
!
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
示
し
た
よ
う
に
、
社
会
の
制
度
と
し

て
の
世
俗
的
な
一
面
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
恩
」
の
宗
教
性
と
世
俗
性
の
聞
に

立
た
さ
れ
て
、
賢
治
は
苦
慮
し
て
い
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
書
簡
の
中
で
、
賢
治

は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

さ
て
然
ら
ば
如
伺
に
し
て
こ
の
御
恩
の
幾
分
を
も
報
じ
申
さ
ん
や
を
真
面
目

に
考
へ
た
る
事
全
く
無
之
と
は
よ
も
や
御
疑
無
之
事
と
存
じ
候
、
誠
に
仮
に

世
聞
に
て
親
孝
行
と
云
ふ
如
く
働
き
て
立
派
な
る
家
を
も
建
て
賢
き
子
孫
を

も
遣
し
伺
一
つ
不
自
由
な
き
様
に
致
し
候
と
も
こ
の
世
に
果
し
て
斯
る
満
足

は
有
之
べ
く
候
や

報
恩
に
は
直
ち
に
出
家
し
て
自
ら
の
出
離
の
道
を
も
明

ら
め
思
を
受
け
た
る
人
々
を
も
導
き
奉
る
事
最
大
一
な
り
と
は
就
れ
の
宗
と

て
教
へ
ら
れ
ざ
る
な
き
事
に
御
座
候

こ
こ
に
は
、
世
俗
的
な
思
返
し
と
、
信
仰
に
お
け
る
恩
返
し
と
が
掲
げ
ら
れ
、
賢

治
は
、
後
者
に
お
い
て
、
父
母
へ
の
恩
返
し
を
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ

る

乙
れ
は
、
作
品
「
貝
の
火
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
、
ホ
モ
イ
が
立
ち
至
っ
た

ジ
レ
ン
マ
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
。
ホ
モ
イ
は
、
親
孝
行
+
守
す
る
た
め
に
、
狐

か
ら
パ
ン
を
も
ら
い
、
そ
の
た
め
に
、
狐
に
捕
ま
っ
た
烏
を
救
う
と
い
う
衆
生
へ

の
恩
返
し
が
果
た
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。

つ
ま
り
、
ホ
モ
イ
は
、
世
俗
的

な
父
母
へ
の
思
返
し
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
へ
の
宗
教
的
な
恩
返
し
を
お

ろ
そ
か
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
作
者
は
、
ホ
モ
イ
を
、
そ
う
い
っ
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た
世
俗
性
と
宗
教
性
の
ジ
レ
ン
マ
に
立
た
せ
る
よ
う
な
設
定
を
し
て
い
る
と
言
つ

て
よ
い
。
だ
が
、
そ
の
葛
藤
に
対
し
て
、
ホ
モ
イ
自
身
は
ほ
と
ん
ど
無
意
識
で
あ

日

「
貝
の
火
」
を
め
ぐ
っ
て
、
作
品
内
で
、
世
俗
性
と
宗
教
性
の
間
で
激
し
く

揺
れ
動
い
て
い
た
の
は
、
ホ
モ
イ
と
い
う
よ
り
、
実
は
父
親
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、

る。賢
治
が
現
実
の
父
親
に
見
て
い
た
の
は
、
世
俗
性
と
宗
教
性
の
間
で
揺
れ
る
矛
盾

し
た
父
親
の
姿
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
作
品
の
中
で
は
、
息
子
の
罪

と
罰
を
介
し
て
、
自
己
の
世
俗
性
を
打
ち
払
い
宗
教
性
に
回
帰
し
て
い
く
明
確
な

父
親
像
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
賢
治
は
、
自
己
の
中

に
あ
る
世
俗
性
を
も
否
定
し
、
純
粋
に
宗
教
的
な
立
場
を
お
し
通
す
決
意
を
表
明

し
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
ま
た
、
そ
れ
は
、
父
母
へ
の
世
俗
的
な
恩
返
し
を
断
念

す
る
こ
と
で
あ
り
、
失
明
と
い
う
罰
を
受
け
る
こ
と
な
し
に
は
か
な
わ
な
か
っ
た

の
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
作
品
に
は
、
全
体
に
重
苦
し
い
絶
望
的
な
雰
囲
気
が
流



れ
て
い
る
の
だ
が
、
作
品
末
尾
の
、
つ
り
鐘
草
の
朝
の
鐘
の
音
に
は
、
そ
の
絶
望

と
引
き
換
え
に
得
た
、
何
か
明
る
い
世
界
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ホ
モ
イ
が
初
め
て
降
り
立
っ
た
宗
教
的
な
地
平
と
い
う
も
の

を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注

「
比
治
山
女
子
短
期
大
学
紀
要
目
号
」
(
平
成
二
年
三
月
)
二
三
頁
。

レ
ヴ
ィ

H

ス
ト
ロ
ー
ス
『
構
造
人
類
学
』
(
荒
川
幾
男
他
共
訳
、
み

す
ず
書
房
、
回
U
・
5
)
「
E
社
会
の
静
態
、
ま
た
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
!

注
2

シ
ヨ
ン
の
構
造
」
三
二
五
頁
。

「
一
つ
の
社
会
は
、
た
が
い
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
お
こ
な
う

個
人
や
集
団
か
ら
で
き
て
い
る
。
(
中
略
)
す
べ
て
の
社
会
で
、
コ
ミ
ユ

ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
水
準
で
展
開
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
女
性
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
財
貨
や
労
力
の
コ
ミ
ユ

ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
親
族
体
系
の
研
究
と
、
経
済
体
系
の
研
究
と
、
言
語

注
3 

体
系
の
研
究
と
は
、
あ
る
種
の
類
似
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
」

『
菊
と
万
』
(
長
谷
川
松
治
訳
、
現
代
教
養
文
庫
、
社
会
思
想
社
、

原
書
、
昭
別
、
文
庫
版
、
昭
位
・

3
)
一
三
五
頁
。

作
品
「
員
の
火
」
本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
校
本
宮
津
賢
治
全
集
七

注
4 

巻
所
収
の
も
の
に
よ
る
。

注
5 

マ
ル
セ
ル
・
モ

i
ス
「
ギ
フ
ト
・
ギ
フ
ト
」
か
ら
の
引
用
は
、

ロ
ド

ル
フ
・
ガ
シ
ェ
「
太
陽
中
心
的
な
交
換
」
(
『
マ
ル
セ
ル
・
モ

i
ス

の
世
界
』
み
す
ず
書
房
、
昭
羽

-m-8)
一
五
六
頁
よ
り
引
用
。

「
『
ギ
フ
ト
・
ギ
フ
ト
』
の
中
で
、

モ
l
ス
は
ゲ
ル
マ
ン
語
の

2
3ー
ー
ド
イ
ツ
語
で
は
の
与
h

フ
ラ
ン
ス
語
で
は
号
ロ
〔
い
ず

れ
も
贈
与
を
意
味
す
る
〕
|
|
が
同
時
に
毒
を
も
意
味
し
、
返
済
し

な
い
と
呪
縛
を
か
け
ら
れ
た
り
死
ん
だ
り
す
る
ぞ
と
い
う
脅
し
を
も
っ

て
、
贈
与
に
内
在
的
で
あ
る
返
済
の
義
務
を
指
示
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
た
。
」

注
6 

マ
ル
セ
ル
・
モ

l
ス
『
社
会
学
と
人
類
学

I
』
(
有
地

弘
文
堂
、
悶
羽
・
4
)
第
二
部
「
贈
与
論
|
|
太
古
の
社
会
に
お
け
る

交
換
の
諸
形
態
と
契
機
」
第
一
章
「
贈
ら
れ
た
物
の
霊
」
二
三
九
頁
。

享
他
共
訳
、

「
貰
っ
た
り
、
交
換
さ
れ
た
り
し
た
贈
り
物
が
人
を
義
務
づ
け
る
と

い
ャ
つ
乙
ル
」
、

こ
の
こ
と
は
、
貰
っ
た
物
は
生
命
な
き
も
の
で
は
な
い

と
い
う
乙
と
を
意
味
す
る
。
贈
与
者
の
手
を
離
れ
た
場
合
で
す
ら
、

そ
の
物
は
な
お
か
れ
の
一
部
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
そ

-43一

の
物
を
通
じ
て
、
あ
た
か
も
、
そ
れ
を
所
有
し
て
い
る
と
き
に
、
そ

れ
を
盗
ん
だ
者
に
た
い
し
て
撞
取
力
を
も
つ
の
と
同
じ
よ
う
に
、
受

益
者
に
た
い
し
て
撞
取
力
を
及
ぼ
し
う
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
タ
オ
ン

ガ
(
品
物
・
引
用
者
注
)
は
、
そ
の
森
、
土
地
な
ら
び
に
産
地
の
ハ
ウ

を
宿
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
当
に
、
《
そ
の
土
地
本

来
の
も
の
》
で
あ
る
。
ハ
ウ
は
、
そ
れ
を
保
持
す
る
者
す
べ
て
を
追

求
す
る
。
」

注
7 

「
ホ
モ
イ
の
却
罰
」
(
増
補
改
訂
版
『
宮
沢
賢
治
の
彼
方
へ
」
思
潮

社
、
回
白
、
初
版
、
昭
日
、
二
三
七
頁
。
)

注
8

「
手
紙
で
書
か
れ
た
自
伝
」
(
『
近
代
日
本
詩
人
選
日

宮
沢
賢
治
』

筑
摩
書
房
、
平
l
、

一O
頁
。
)


