
長
塚
節
の
写
生
文

|
|
「
我
が
庭
」
か
ら
「
佐
渡
が
島
」
ま
で
|
|

序

長
塚
節
が
写
生
文
の
試
み
を
始
め
た
の
は
、
明
治
三
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。

「
我
が
庭
」
「
撃
剣
興
行
」
等
未
発
表
の
習
作
を
投
っ
か
書
い
た
後
、
「
月
見
の

タ
」
(
明
治
三
六
・
一
二
)
、
「
土
浦
の
川
口
」
(
明
治
三
七
・
コ
一
)
、
「
利
根

川
の
一
夜
」
(
明
治
三
七
・
四
)
、
「
才
丸
行
き
」
(
明
治
三
八
・
五
)
等
を

「
馬
酔
木
」
に
発
表
す
る
。
そ
の
後
、
明
治
三
九
年
七
月
に
.
至
っ
て
「
炭
焼
の
む

す
め
」
を
、
明
治
四
O
年
一
一
月
に
は
「
佐
渡
が
'
品
」
を
発
表
す
る
が
、
こ
れ
ら

が
、
節
の
一
述
の
写
生
文
作
品
に
お
け
る
到
迷
点
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の

後
、
節
は
写
生
文
と
平
行
し
て
短
綿
小
説
の
試
作
に
進
み
、
覗
四
一
年
一
一
一
月
に
処

女
短
府
小
説
「
骨
子
掘
り
」
を
発
表
し
、
続
い
て
、
明
治
四
一
、
二
年
を
通
じ
て
五

編
の
組
問
小
説
を
発
表
す
る
。
明
治
四
三
年
六
月
か
ら
一
一
月
ま
で
朝
日
新
聞
紙

上
に
述
枕
さ
れ
た
長
編
小
説
「
土
」
は
以
上
の
よ
う
な
試
み
の
集
大
成
で
あ
っ
た

わ
け
で
、
「
作
家
」
長
原
節
は
写
生
文
を
不
可
欠
の
前
段
階
と
し
て
、
そ
の
上
に

誕
生
し
得
た
と
言
っ
て
よ
い
。
本
稿
で
は
、
彼
の
写
生
文
作
品
を
具
体
的
に
検
討

し
て
、
そ
の
特
質
を
探
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
作
家
長
塚
節
の
成
立
基
盤
を
ど
の

村

上

林

造

よ
う
に
準
備
し
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

写
生
文
へ
の
出
発

l
l
「
我
が
庭
」

「
翠
剣
興
行
」

「
我
が
庭
」
(
明
治
三
六
・
三
未
発
表
)
は
、
節
が
最
も
早
く
書
い
た
写
生

文
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
彼
の
写
生
の
原
点
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
の
作
品

で
、
庭
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。

三
株
の
老
栴
が
一
部
分
は
戸
袋
に
か
く
れ
て
塀
の
上
か
ら
見
え
る
、
二
株

は
苛
が
殆
ど
な
く
な
っ
て
遅
い
一
株
が
半
は
聞
い
て
居
る
、
そ
の
枝
の
下
に

雨
天
の
木
の
う
ら
が
一
寸
出
て
ゐ
る
、
梅
の
枝
と
平
氏
門
の
は
し
と
が
距
離

が
二
尺
で
そ
の
間
か
ら
肉
桂
の
柄
が
見
え
る
、
半
は
栴
に
遮
れ
た
肉
桂
の
上

に
は
松
が
二
三
本
ス
!
と
立
つ
、
老
梅
の
枝
の
聞
か
ら
は
大
小
六
七
本
固
ま

っ
た
縦
の
木
が
見
え
る
、
門
の
縁
と
塀
の
上
の
瓦
と
一
尺
ば
か
り
の
空
虚
か

ら
は
桧
葉
の
組
込
の
一
部
が
か
す
か
に
見
ら
れ
る
、
そ
れ
か
ら
塀
の
小
恕
を

透
し
て
は
一
寸
出
て
居
る
南
天
が
二
木
の
幹
と
、
老
樹
の
一
部
と
肉
桂
の
下

部
と
そ
こ
に
結
つ
で
あ
る
馬
塞
垣
と
肉
挫
の
上
に
立
っ
て
る
松
と
塀
と
門
と
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の
空
虚
か
ら
見
え
る
桧
葉
と
の
根
方
が
明
か
に
見
え
る
、
そ
し
て
松
葉
の
漏

れ
た
の
ま
で
が
わ
か
る
、

こ
こ
で
、
作
者
が
対
象
を
細
か
く
観
察
し
、
そ
れ
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
く
「
客

観
」
写
生
を
め
ざ
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
子
規
が
か
つ
て
の
パ

た
「
言
葉
を
飾
る
べ
か
ら
ず
、
誇
張
を
加
ふ
べ
か
ら
ず
只
あ
り
の
ま
ま
見
た
る
ま

ま
に
其
事
物
を
模
写
す
る
を
可
と
す
」
(
「
叙
事
文
」
明
治
三
コ
了
一

i
一一一「日

本
」
)
と
い
う
主
張
の
実
践
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

S
4
が
、
こ
の
描
写
(
と
い

う
よ
り
む
し
ろ
説
明
)
を
読
ん
で
も
、
そ
れ
が
読
者
に
ほ
と
ん
ど
何
の
感
興
も
も

た
ら
さ
な
い
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
.
焦
点
を

絞
る
事
な
く
目
に
入
る
も
の
を
次
々
と
描
写
す
る
と
り
と
め
の
な
さ
や
、
庭
の
情

景
の
み
を
描
い
て
人
物
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
こ
と
等
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る

だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
、
「
ホ
ト
3

ギ
ス
に
庭
園
を
描
写
せ
よ
と
い
ふ
題
が
出

て
る
の
で
(
中
略
)
こ
れ
も
稽
古
だ
や
っ
て
見
ゃ
う
」
、
「
さ
て
庭
と
い
っ
て
も

平
凡
な
庭
を
ど
ん
な
に
説
明
し
た
も
の
で
あ
ら
ふ
」
等
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、

そ
も
そ
も
の
執
摂
動
機
が
写
生
の
「
稽
古
」
の
た
め
で
あ
り
、
作
者
自
身
が
庭
に

対
し
て
何
の
感
興
も
感
じ
て
い
な
い
と
い
う
点
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
時
点
で
、

節
の
理
解
し
た
「
客
観
」
写
生
と
は
主
闘
を
抑
制
し
、
排
除
し
た
写
生
だ
っ
た
わ

け
だ
が
、
子
規
に
と
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
作
者
自
身
の
心
が
動
か
さ
れ
て
い
な
い

よ
う
な
写
生
が
面
白
く
な
い
の
は
、
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
叙
事
文
」
に
お
い
て
も
、
子
規
は
「
こ
こ
に
言
は
ん
と
欲
す
る
所
は
世
の
中

に
現
れ
来
り
た
る
事
物
(
天
然
界
に
で
も
人
間
界
に
で
も
)
を
写
し
て
面
白
き
文

章
を
作
る
法
な
り
」
と
述
パ
、
「
写
生
文
」
が
「
或
る
景
色
を
又
は
人
事
を
見
て

而
白
し
と
思
ひ
し
と
き
に
、
そ
を
文
章
に
直
し
て
読
者
を
し
て
己
れ
と
同
様
に
面

白
く
感
ぜ
し
め
ん
と
す
る
」
意
識
か
ら
出
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
た
。
だ

が
、
節
は
そ
の
ご
と
を
見
過
ご
し
、
む
し
ろ
そ
の
た
め
の
具
体
的
方
法
で
あ
る

「
言
葉
を
飾
る
べ
か
ら
ず
、
誇
張
を
加
ふ
パ
か
ら
ず
只
あ
り
の
ま
ま
見
た
る
ま
ま

に
其
事
物
を
模
写
す
る
」
と
い
う
点
に
ひ
た
す
ら
目
を
向
け
た
。
そ
こ
に
、
節
の

認
識
の
欠
落
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

庭
を
描
い
た
写
生
文
と
い
え
ば
、
子
規
自
身
も
明
治
三
一
年
一

O
月
の
「
ホ
ト

、
ギ
ス
」
に
「
小
国
の
記
」
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
写
生
文
の
最
も
早
い
実

例
を
示
す
作
品
の
一
つ
で
あ
り
、
節
が
「
我
が
庭
」
を
書
い
た
時
も
お
そ
ら
く
こ

れ
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
子
規
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
.

此
景
に
対
し
て
静
か
に
昨
日
を
思
へ
ば
万
感
そ
マ
ろ
に
胸
に
塞
が
り
、

(
中
略
)
あ
り
ふ
れ
た
る
此
花
、
狭
く
る
し
き
此
庭
が
か
く
迄
人
を
感
ぜ
し

め
ん
と
は
曾
て
思
ひ
ょ
ら
ざ
り
き
。
況
し
て
此
よ
り
後
病
い
よ
/
¥
つ
の
り

て
足
立
た
ず
門
を
出
づ
る
能
は
ざ
る
に
至
り
し
今
小
園
は
余
が
天
地
に
し
て

草
花
は
余
が
唯
一
の
詩
料
と
な
り
ぬ
。

こ
の
庭
は
、
子
規
の
生
活
に
お
い
て
極
め
て
重
い
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
ま

た
彼
は
、
「
隣
の
瓶
よ
り
貰
ひ
し
た
い
ふ
萩
の
刈
株
」
を
見
、
次
の
よ
う
な
経
験

を
書
き
留
め
る
。

今
ま
で
病
と
寒
気
と
に
悩
ま
さ
れ
て
弱
り
尽
し
た
る
余
は
此
時
新
た
に
生

命
を
与
ハ
ら
れ
た
る
小
児
の
如
く
此
よ
り
萩
の
芽
と
共
に
健
全
に
育
つ
べ
し

と
思
へ
り
。
折
ふ
し
黄
な
る
蝶
の
飛
び
来
り
て
坦
根
に
花
そ
あ
さ
る
を
見
て

は
そ
ぞ
ろ
我
が
魂
の
白
か
ら
動
き
い
で
て
共
に
花
を
尋
ね
香
を
探
り
物
の
芽

に
と
ま
り
て
し
ば
し
羽
を
休
む
る
か
と
恩
へ
ば
低
き
杉
垣
を
越
え
て
隣
り
の

庭
を
う
ち
め
ぐ
り
再
び
舞
ひ
戻
り
て
末
の
梢
に
ひ
ら
ノ
¥
水
鉢
の
上
に
ひ
ら

ノ
¥
一
吹
き
風
に
吹
き
連
れ
て
高
く
吹
か
れ
な
が
ら
向
ふ
の
屋
根
に
隠
れ
た

る
時
我
に
も
あ
ら
ず
呆
然
と
し
て
自
失
す
。
忽
ち
心
づ
け
ば
身
に
熱
気
を
感
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じ
て
心
地
な
や
ま
し
く
内
に
入
り
障
子
立
つ
る
と
共
に
布
団
引
き
か
ぶ
れ
ば

拶
に
も
あ
ら
ず
幻
に
も
あ
ら
ず
身
は
広
く
限
り
な
き
原
野
の
中
に
在
り
て
今

飛
び
去
り
し
蝶
と
共
に
狂
ひ
ま
は
る
。

こ
の
「
黄
な
る
蝶
」
が
単
な
る
静
観
的
描
写
対
象
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
、
つ

sι
。
ま
た
、
子
規
は
毎
日
大
事
に
眺
め
た
萩
が
野
分
の
為
に
吹

き
折
ら
れ
た
の
そ
見
て
、
「
ひ
た
と
胸
つ
ぶ
れ
て
い
か
に
せ
ば
や
と
忠
八
ど
せ
ん

無
し
」
と
嘆
く
。
「
蝶
」
や
「
萩
」
等
は
、
決
し
て
作
者
と
断
絶
し
た
客
体
に
留

ま
ら
ず
、
作
者
の
内
心
に
働
き
掛
け
、
そ
れ
を
く
ぐ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
対
象
に
他

な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
描
写
の
主
体
と
客
体
は
厳
し
い
相
互
緊
張
関
係
に
あ
る

わ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
緊
張
関
係
が
対
象
を
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
描
写
す
る
原
動

力
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
そ
の
「
写
生
」
は
読
者
に
感
銘
を
与
え
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
、
子
規
の
「
或
る
長
色
を
又
は
人
事
を
見
て
面
白
し
と
思
ひ
し
と
き

に
、
そ
を
文
章
に
直
し
て
読
者
を
し
て
己
れ
と
同
様
に
面
白
く
感
ぜ
し
め
ん
と
す

る
に
は
、
言
菜
十
V
，
飾
る
パ
か
ら
ず
、
誇
張
を
加
ふ
パ
か
ら
ず
只
あ
り
の
ま
ま
見
た

る
ま
ま
に
兵
事
物
を
模
写
す
る
を
可
と
す
る
L

と
い
う
言
葉
の
意
味
で
あ
っ
た
。

「
我
が
庭
」
に
続
い
て
節
は
「
撃
剣
興
行
」
(
明
治
三
六
・
三
未
発
表
)
を

書
く
。
ご
れ
は
、
「
撃
剣
の
興
行
と
い
ふ
の
が
非
常
に
珍
し
い
の
に
、
そ
の
中
に

は
女
の
長
刀
っ
か
ひ
が
居
る
と
い
ふ
の
と
、
女
の
長
刀
っ
か
ひ
を
打
ち
負
か
し
た

も
の
に
は
銀
側
時
計
を
呉
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
界
限
の
評
判
に
な
っ
た
」
出
来
事

で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
「
我
が
庭
」
よ
り
題
材
自
体
に
積
極
的
な
師
白
さ
が
あ

る
。
ま
た
「
我
が
庭
」
が
庭
の
情
景
を
描
写
し
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
人
聞
が

主
な
描
写
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
も
見
逃
せ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
よ
う

な
素
材
の
積
極
性
に
も
関
わ
ら
ず
、
作
者
の
ま
な
ざ
し
は
あ
く
ま
で
も
中
立
的
で

あ
り
、
従
っ
て
こ
の
作
品
で
も
そ
の
表
現
は
平
板
さ
を
免
れ
て
い
な
い
。
作
者
が

「
撃
剣
興
行
」
は
「
我
が
庭
」
と
基
本

形
式
的
客
観
主
義
に
立
つ
点
に
お
い
て
、

的
に
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

子
規
門
下
と
し
て
、
節
よ
り
早
く
写
生
文
を
試
み
て
い
た
高
浜
虚
子
や
伊
膝
左

千
夫
は
、
師
子
規
ほ
ど
奔
放
な
モ
チ
ー
フ
を
持
ち
得
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の

初
期
作
品
在
日
}
に
お
い
て
も
自
己
の
主
観
を
必
ず
し
も
抑
制
せ
ず
、
自
由
な
主
観

の
横
溢
を
写
生
文
の
魅
力
の
源
泉
と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
節
の
極
端
な
迄

の
主
観
抑
制
は
際
立
っ
た
彼
の
特
色
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注(
1
)
河
合
透
氏
に
、
「
『
竹
の
里
人
』
(
馬
酔
木
明
治
部

-u-m)
に
よ
れ

ば
、
節
の
家
で
は
そ
の
こ
ろ
『
久
し
く
『
日
本
』
を
と
っ
て
居
た
』
と
い
う

か
ら
、
節
は
子
規
の
『
叙
事
文
』
を
読
ん
だ
に
違
い
な
い
」
と
い
う
指
摘
が

あ
る
。
(
「
長
塚
節
の
写
生
文
の
成
立
と
特
質
に
つ
い
て
」
「
関
東
短
期
大

学
国
語
国
文
」
平
成
四
・
三
)

(
2
)
亀
井
秀
雄
氏
は
こ
の
部
分
か
ら
、
「
自
然
と
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
自
分
の

モ
チ
ー
フ
を
姑
き
、
螺
を
描
き
、
蝶
と
自
己
同
一
化
し
て
い
た
自
分
を
写
生

し
て
い
る
。
病
気
の
た
め
、
自
然
の
中
に
文
字
通
り
自
分
を
置
く
こ
と
の
出

来
な
か
っ
た
子
規
は
、
蝶
の
動
き
を
限
で
追
い
な
が
ら
、
(
中
略
)
狂
気
め

い
た
自
分
の
モ
チ
ー
フ
を
写
生
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
.
(
「
写

生
文
の
意
味
す
る
も
の
|
|
文
学
に
お
け
る
「
意
匠
」
と
「
労
働
」
の
自

覚
」
「
国
文
学
L

昭
和
五
五
・
入
)

(
3
)
高
浜
虚
子
「
浅
草
寺
の
く
さ
《
¥
」
(
明
治
三
一
・
一

0
1一
一
一
二
・
三
)

「
浴
泉
雑
記
」
(
明
治
三
ニ
・
七

1
一
一
)
等
、
伊
藤
左
千
夫
「
根
岸
庵
訪

問
の
記
」
(
明
治
三
四
・
コ
一
)
「
鯉
」
(
明
治
三
四
・
四
)
等
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主
観
導
入
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
み

l
l
「
月
見
の
タ
』
「
土
浦
の
川
口
」

「
利
担
川
の
一
夜
」
「
才
丸
行
き
」

節
が
初
め
て
作
中
に
主
観
を
投
入
し
た
作
品
は
「
月
見
の
タ
」
(
「
馬
酔
木
」

明
治
三
六
・
一
二
)
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
は
、
「
余
」
が
夕
方
に
水
海
道
を
出

て
自
分
の
村
に
帰
る
道
す
が
ら
、
出
会
っ
た
人
々
に
つ
い
て
心
に
浮
か
ん
だ
想
像

を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
登
場
す
る
の
は
、
「
五
十
恰
好
の
あ
ぱ
た
面
の
婆
さ

ん
」
、
「
若
い
衆
の
な
か
へ
交
じ
っ
て
殊
に
疲
れ
た
と
い
ふ
ゃ
う
す
の
娘
」
、

「
十
三
四
位
な
子
供
が
ふ
た
り
」
、
「
お
ふ
く
ろ
の
手
に
つ
か
ま
っ
た
七
八
つ
の

子
供
」
等
で
あ
る
。
「
余
」
は
彼
ら
の
一
々
に
つ
い
て
、
心
に
浮
か
ん
だ
こ
と
を

ス
ケ
ッ
チ
す
る
。
例
え
ば
、
「
五
十
恰
好
の
あ
ば
た
面
の
婆
さ
ん
」
に
つ
い
て
、

「
余
」
は
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
。

こ
れ
は
た
ん
だ
一
人
で
左
の
手
で
ヘ
げ
皮
の
鰻
頭
か
な
に
か
の
包
み
を
持
っ

て
頻
り
に
頬
張
り
な
が
ら
や
っ
て
来
る
。
/
「
八
の
野
郎
げ
呉
れ
ペ
と
思
ツ

て
、
買
ツ
て
来
た
が
、
小
股
が
減
ツ
て
し
ゃ
う
が
ね
え
か
ら
一
つ
く
ひ
二
つ

く
ひ
、
は
あ
無
く
な
ツ
ち
ゃ
ッ
た
、
野
郎
コ
ン
コ
奴
の
仮
而
欲
し
が
ツ
て
だ

か
ら
、
こ
れ
や
り
せ
え
す
り
や
、
よ
さ
あ
い
、
が
、
そ
こ
ら
で
ま
た
二
百
が

と
こ
も
買
ツ
て
く
べ
え
/
な
ど
と
忠
ツ
て
い
る
の
ら
し
い
、

こ
の
「
想
像
」
は
、
人
物
を
生
活
の
場
に
お
い
て
把
損
し
よ
う
と
す
る
志
向
か

ら
発
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
く
、
確
か
に
婆
さ
ん
の
人
物
像
に
一
定
の
奥
行
を

も
た
ら
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
「
想
像
」
か
ら
生
き
生
き
し
た
「
余
」
の

心
躍
り
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
も
ま
た
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
こ
の

「
想
像
」
が
写
生
文
の
執
筆
の
た
め
に
意
識
的
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

必
ず
し
も
自
然
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
先
の
「
我
が
庭
」
が

〈
写
生
の
た
め
の
描
写
〉
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
〈
写
生
の
た
め
の
想

像
〉
な
の
で
あ
る
。

「
月
見
の
タ
」
に
示
さ
れ
た
、
「
余
」
が
道
で
出
会
う
人
々
を
次
々
と
品
評
す

る
と
い
う
形
式
は
、
す
で
に
早
く
子
規
が
「
熊
手
と
提
灯
」
(
「
ホ
ト
、
ギ
ス
」

明
治
三
二
・
一
二
)
で
試
み
た
も
の
で
あ
る
.
こ
れ
は
、
酉
の
市
に
行
っ
て
熊
手

を
買
っ
て
帰
る
人
々
を
見
な
が
ら
、
子
規
の
心
に
浮
か
ん
だ
感
想
を
書
き
記
し
た

も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
節
は
そ
れ
を
読
ん
で
面
白
く
思
い
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
を

踏
襲
し
て
「
月
見
の
タ
」
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う

2
4
・
次
に
「
熊
手
と
提
灯
」

の
一
節
を
引
用
す
る
.

仲
町
を
左
へ
曲
っ
て
雪
見
橋
八
出
る
と
出
会
あ
ひ
が
し
ら
に
、
三
十
四
、

五
の
、
丸
髭
に
結
ふ
た
、
栗
に
目
口
鼻
つ
け
た
や
う
な
顔
の
、
手
頃
の
熊
手

を
持
っ
た
、
不
断
箸
の
ま
、
に
下
駄
は
い
た
、
ど
こ
か
の
髭
さ
ん
が
来
た
。

く
た
び
れ
た
様
も
見
え
な
い
で
、
下
駄
の
歯
を
カ
ラ
/
¥
と
鳴
ら
し
な
が

ら
、
さ
っ
さ
と
帰
っ
て
行
く
。
其
人
相
を
見
る
に
、
こ
れ
は
夫
婦
ぐ
ら
し
で

豆
昆
を
始
め
て
跨
て
夫
婦
と
も
非
常
な
稼
ぎ
手
で
は
あ
る
が
、
髪
さ
ん
の
方

が
却
て
愛
敬
が
少
い
の
で
、
髪
さ
ん
は
い
つ
も
豆
の
妙
り
役
で
、
亭
主
の
方

が
紙
袋
に
盛
り
役
を
勤
め
て
居
る
。
も
っ
と
も
此
亭
主
は
髪
さ
ん
よ
り
も
年

は
二
つ
三
つ
若
く
て
、
髪
さ
ん
よ
り
も
締
鹿
で
、
髪
さ
ん
よ
り
も
お
世
辞
が

普
い
。
そ
れ
で
夫
婦
中
は
非
常
に
普
く
調
和
し
て
居
る
か
ら
不
思
議
だ
。

A
7

其
獲
さ
ん
が
熊
手
持
っ
て
忙
し
さ
う
に
帰
っ
て
行
く
の
は
内
に
居
る
子
供
が

酉
の
市
の
お
土
産
で
も
待
っ
て
居
る
の
か
と
も
見
え
る
が
そ
う
で
は
無
い
。

(
中
略
)
何
し
ろ
夫
婦
ぐ
ら
し
で
手
の
抜
け
ぬ
処
を
、
例
年
の
事
だ
か
ら
今

年
も
一
寸
お
参
り
を
す
る
と
い
ふ
て
出
か
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
早
く
帰
ら

ね
ば
内
の
商
売
が
案
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ほ
ん
と
う
に
辛
抱
の
強
い
、
稼
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ぎ
に
身
を
入
れ
る
善
い
髪
さ
ん
だ
。

こ
れ
を
読
む
も
の
は
、
想
像
が
想
像
を
呼
ん
で
、
こ
の
お
内
儀
さ
ん
の
生
活
が

鮮
や
か
に
展
開
さ
れ
て
行
く
の
に
驚
か
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
.
単
に

「
辛
抱
の
強
い
、
稼
ぎ
に
身
を
入
れ
る
」
お
内
儀
さ
ん
と
い
う
概
念
的
な
把
揮
に

と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
生
活
を
細
部
ま
で
克
明
に
表
現
す
る
子
規
の
感
覚
は
驚
く
パ

き
も
の
で
あ
る
。
無
論
そ
れ
は
す
パ
て
子
規
の
想
像
に
過
ぎ
ず
、
い
か
な
る
意
味

で
も
「
事
実
」
と
は
い
え
な
い
。
写
生
文
を
、
「
事
実
」
の
み
を
記
す
散
文
形
式

と
考
え
る
な
ら
、
こ
れ
は
写
生
文
と
は
呼
パ
な
い
で
あ
ろ
う
。
に
も
関
わ
ら
ず
、

こ
こ
に
は
、
平
板
な
「
あ
り
の
ま
ま
見
た
る
ま
ま
」
の
「
客
観
」
描
写
が
及
び
も

つ
か
な
い
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
対
象
把
担
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
子
規
に
と
っ
て
の

写
生
文
と
は
、
「
或
る
景
色
を
又
は
人
事
を
見
て
面
白
し
と
忠
ひ
し
と
き
に
、
そ

を
文
章
に
直
し
て
読
者
を
し
て
己
れ
と
同
様
に
面
白
く
感
ぜ
し
め
ん
と
す
る
」
為

に
、
「
只
あ
り
の
ま
ま
見
た
る
ま
ま
に
共
事
物
を
模
写
す
る
」
散
文
形
式
で
あ

り
、
「
熊
手
と
提
灯
」
は
子
規
が
こ
の
お
内
儀
さ
ん
を
こ
の
よ
う
に
見
て
「
面
白

し
と
思
」
っ
た
そ
の
ま
ま
を
「
只
あ
り
の
ま
ま
」
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
こ
こ
に
は
、
軽
快
な
語
り
口
を
通
じ
て
「
余
」
の
独
自
で
個
性
的
な
感
覚
そ

の
も
の
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
写
生
文
の
「
面
白
」
さ
と
は
、
そ
の
よ

う
な
作
者
の
独
自
な
感
覚
を
不
可
欠
の
媒
介
と
し
た
「
あ
り
の
ま
ま
」
の
対
象
描

写
を
通
じ
て
、
読
者
が
作
者
の
感
興
を
共
有
す
る
「
而
白
」
さ
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
面
白
」
さ
を
実
現
す
る
方
法
は
、
こ
の
時
期
の
長
塚

節
に
は
ま
だ
未
知
の
も
の
だ
っ
た
。
「
土
浦
の
川
口
」
(
「
馬
酔
木
」
明
治
三

七
・
三
)
で
は
、
作
者
は
船
頭
の
話
に
焦
点
を
絞
り
こ
み
、
漁
業
の
こ
と
、
天
候

の
こ
と
、
百
姓
の
こ
と
、
相
撲
の
こ
と
等
を
彼
の
語
る
ま
ま
極
力
具
体
的
に
描
写

す
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
作
品
に
は
見
ら
れ
ぬ
特
徴
で
あ
り
、
作
者
が
船
頭
の

話
に
興
味
を
ひ
か
れ
、
読
者
に
そ
の
面
白
さ
を
伝
え
た
い
と
思
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
作
品
も
や
は
り
、
情
景
を
生
き
生
き
と

読
者
に
伝
え
る
の
に
成
功
し
な
か
っ
た
。
た
と
え
作
者
が
面
白
い
と
思
っ
た
こ
と

を
「
あ
り
の
ま
ま
」
描
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
誰
で
も
子
規
の
よ
う
な
写

生
文
が
書
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
点
で
、
節
は
ま
だ
そ
の
方
法
を
摘
み
得

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
利
担
川
の
一
夜
」
(
「
馬
酔
木
」
明
治
三
七
・
四
)
は
「
叔
父
の
案
内
で
利

根
川
に
鮭
捕
を
見
に
行
」
っ
た
経
験
を
描
く
写
生
文
で
あ
る
。
川
に
着
く
ま
で
の

道
程
、
鮭
捕
船
と
鮭
を
捕
る
し
か
け
、
船
の
中
で
の
会
話
等
を
描
い
た
後
、
鮭
が

網
に
か
か
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
ま
で
の
一
部
始
終
を
騎
般
に
描
く
。
素
材
自
体
は

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
作
品
は
な
お
緊
張
感
と

盛
り
上
が
り
に
欠
け
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
.
例
え
ば
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
次

の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

網
が
水
面
に
現
は
れ
る
と
共
に
礎
物
は
も
う
進
退
の
自
由
を
失
っ
た
と
見

え
て
、
自
分
等
の
近
く
の
と
こ
ろ
で
網
に
く
る
ま
っ
て
仕
舞
っ
た
、
割
合
に

お
と
な
し
い
も
の
で
あ
る
、
サ
ツ
パ
を
そ
こ
へ
滑
ぎ
寄
せ
る
と
、
な
か
の
男

が
獲
物
の
飽
の
と
こ
ろ
八
手
を
さ
し
込
ん
で
ぐ
っ
と
小
パ
り
へ
引
き
つ
け

て
、
ぎ
く
り
ノ
¥
と
動
い
て
居
る
の
を
、
一
尺
五
六
寸
の
丸
棒
で
二
つ
コ
一
つ

鼻
面
を
悩
ま
し
た
、
あ
ざ
や
か
な
る
獲
物
は
銀
の
色
を
し
て
光
っ
て
居
る
、

三
尺
ば
か
り
の
長
さ
だ
、
自
分
は
ま
の
あ
た
り
に
こ
の
大
き
な
る
礎
物
の
溺

刺
た
る
有
様
ま
で
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
も
う
今
夜
は
こ
れ
限
り
で
あ

っ
た
に
し
た
と
こ
ろ
で
憾
み
も
な
い
と
思
ひ
な
が
ら
少
な
か
ら
ぬ
満
足
を
以

て
心
安
く
ま
た
寝
た
、

前
半
で
は
網
に
か
か
っ
た
鮭
の
よ
、
っ
す
を
具
体
的
に
描
き
、
後
半
で
は
そ
れ
に
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伴
う
「
自
分
」
の
内
面
的
心
情
が
描
か
れ
る
.
こ
の
よ
う
な
内
面
表
現
自
体
、
節

に
と
っ
て
新
し
い
試
み
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
や
は
り
「
自
分
」

の
心
情
は
生
き
生
き
と
伝
わ
っ
て
こ
な
い
.
そ
れ
は
、
本
来
一
体
で
あ
る
は
ず
の

情
景
描
写
と
内
面
描
写
と
が
別
個
の
も
の
と
し
て
分
離
さ
れ
、
さ
ら
に
心
情
描
写

そ
れ
自
体
も
平
板
で
類
型
的
な
描
写
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
、
っ
。

こ
の
段
階
の
節
は
、
内
的
心
情
を
表
現
の
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
に
踏
み
出
し
な
が

ら
も
、
そ
れ
を
外
的
情
景
と
一
体
的
に
把
握
し
、
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
.

「
才
丸
行
き
」
(
「
馬
酔
木
」
明
治
三
八
・
五
)
は
猟
師
の
案
内
で
山
道
を
歩

き
、
才
丸
に
着
く
ま
で
の
道
程
を
描
い
た
写
生
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
猟
師
の
話

は
十
分
に
書
き
込
ま
れ
、
作
者
が
そ
の
話
に
感
興
を
覚
え
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ

る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
作
者
の
心
の
動
き
が
読
者
に
は
十
分
伝
わ
ら
ず
、
全
体

と
し
て
の
印
象
は
不
鮮
明
に
終
わ
っ
て
い
る
.

「
土
浦
の
川
口
」
「
利
恨
川
の
一
夜
」
「
才
丸
行
き
」
の
三
作
を
見
れ
ば
、
い

ず
れ
も
、
作
者
は
対
象
と
な
る
人
々
の
言
動
を
あ
り
の
ま
ま
具
体
的
に
描
写
し
て

い
る
に
も
拘
ら
ず
、
結
果
と
し
て
は
必
ず
し
も
明
確
な
人
物
像
を
造
形
し
得
な

か
っ
た
。
な
ん
と
か
「
面
白
」
さ
を
表
現
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
節
は
、
対
象
描

写
を
通
じ
て
作
者
の
内
的
感
興
を
表
現
す
る
方
法
を
摘
み
か
ね
て
い
た
の
で
あ

る
.
だ
が
、
次
作
「
債
の
あ
と
」
(
「
馬
酔
木
」
明
治
三
九
・
三
)
に
お
い
て
、

彼
は
よ
う
や
く
そ
の
壁
を
乗
り
越
え
る
き
っ
か
け
を
つ
か
む
。

こ
の
作
品
の
題
材
は
、
「
予
」
が
塩
原
温
泉
に
旅
行
し
た
経
験
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
「
予
」
は
ま
あ
ち
ゃ
ん
に
出
会
、
っ
。
「
予
」
が
宿
に
着
い
た
と
き
、
彼
女
は

「
櫨
の
側
」
で
「
唯
一
入
手
住
事
を
し
て
居
」
た
が
、
「
予
」
を
見
て
「
慌
て
3

す
3

ぎ
を
取
ら
う
と
す
る
。
予
は
す
ぐ
に
入
浴
す
る
積
り
で
あ
る
か
ら
、
湯
下
駄

の
古
い
の
を
引
っ
提
げ
て
坂
を
駆
け
降
り
た
。
ま
あ
ち
ゃ
ん
は
あ
れ
私
が
持
っ
て

行
き
ま
し
ゃ
う
と
あ
と
か
ら
つ
い
て
」
(
傍
線
引
用
者
以
下
同
じ
)
く
る
。
一

見
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
単
な
る
客
観
的
措
写
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
よ
く

見
れ
ば
、
ま
あ
ち
ゃ
ん
の
ま
め
ま
め
し
い
振
舞
い
に
向
け
ら
れ
た
「
予
」
の
ま
な

ざ
し
は
決
し
て
中
立
的
で
な
く
、
そ
の
中
に
彼
女
八
の
好
意
が
苧
ま
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
彼
女
の
行
動
の
客
観
的
な
描
写
が
、
同
時
に
、
作
者
の
彼
'K
に
寄

せ
る
主
観
的
心
情
を
表
現
し
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

そ
の
よ
う
な
場
面
は
こ
こ
だ
け
で
は
な
い
。
夏
に
比
パ
て
秋
の
温
泉
は
客
が
少

な
く
、
「
ま
あ
ち
ゃ
ん
の
姿
も
紺
飛
白
の
単
衣
に
棒
掛
け
で
働
い
て
居
た
時
と
は

違
っ
て
、
洗
い
晒
し
の
半
纏
は
な
ん
と
な
く
さ
び
し
相
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

親
切
な
態
度
と
色
の
白
い
の
と
は
変
わ
り
は
な
い
」
と
言
い
、
さ
ら
に
、
「
僅
二

三
が
月
の
聞
で
あ
る
が
、
ま
あ
ち
ゃ
ん
の
身
体
は
め
っ
き
り
大
人
振
っ
た
や
う
に

思
は
れ
た
。
ま
あ
ち
ゃ
ん
は
十
七
で
あ
っ
た
の
だ
」
と
記
す
。
こ
れ
ら
の
描
写
は

単
に
ま
あ
ち
ゃ
ん
の
外
面
を
描
く
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
彼
女
を
異
性
と
し
て
意

識
す
る
「
余
」
の
内
面
を
も
表
現
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
作
品
の
最
後
は
次
の
よ

う
に
結
ぼ
れ
る
.

翌
日
日
を
覚
す
と
宿
の
者
は
山
へ
出
て
仕
舞
っ
て
ま
あ
ち
ゃ
ん
が
一
人
茶

釜
の
下
を
焚
い
て
居
た
。
(
中
略
)
今
朝
か
ら
踏
む
た
び
に
足
の
う
ら
が
痛

む
と
思
っ
て
居
た
ら
栗
の
刺
が
鰐
し
く
立
っ
て
居
る
。
(
中
略
)
予
は
ま
あ

ち
ゃ
ん
に
針
を
借
り
て
自
ら
左
の
足
の
刺
を
掘
り
と
っ
た
。
ま
あ
ち
ゃ
ん
は

右
の
足
の
刺
を
と
っ
て
呉
れ
た
。
/
其
後
親
切
な
ま
あ
ち
ゃ
ん
は
ど
う
な
っ

た
で
あ
ら
う
、
聞
く
の
便
り
も
な
い
。
予
が
目
に
浮
ぶ
ま
あ
ち
ゃ
ん
は
何
時

で
も
十
七
の
時
の
姿
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
お
け
る
ま
あ
ち
ゃ
ん
の
描
写
は
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
し
、

-6ー



そ
れ
ら
は
断
片
的
で
も
あ
る
。
だ
が
、
以
上
の
引
用
箇
所
を
、
先
に
見
た
「
月
見

の
タ
」
の
「
余
」
の
想
像
の
描
写
や
、
「
利
根
川
の
一
夜
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

場
面
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
こ
こ
に
表
現
さ
れ
た
、
ま
あ
ち
ゃ
ん
へ
の
「
予
」
の

思
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
作
品
を
越
え
た
生
動
性
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
節
は
初
め
て
「
余
」
の
内
面
の
揺
れ
動
き
と
外
的
情
景
を

統
一
的
に
表
現
す
る
の
に
成
功
し
た
の
で
あ
る

s
s
。
し
か
し
、
「
演
の
あ
と
」

を
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
「
予
」
の
ま
あ
ち
ゃ
ん
へ
の
思
い
は
断
片
的
に
描
か
れ

る
だ
け
で
、
そ
れ
が
作
品
全
体
を
貫
く
縦
糸
と
し
て
機
能
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
作
者
の
内
面
的
感
興
を
基
調
と
し
て
作
品
を
統
一
す
る
方
法
は
、
な
お
次
の

課
題
と
し
て
節
に
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

注(
4
〉
こ
の
点
は
、
北
住
敏
夫
氏
『
写
生
俳
句
及
び
写
生
文
の
研
究
』

入
・
一
二
明
治
書
院
)
に
既
に
指
摘
が
あ
る
。

(
5
)
「
演
の
あ
と
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
若
杉
慧
氏
は
「
ま
あ
ち
ゃ
ん
に
焦
点

を
集
め
、
題
材
も
か
な
り
整
理
さ
れ
て
く
る
」
(
『
長
塚
節
素
描
』
昭
和
五

0
・
八
講
談
社
)
と
言
い
、
梶
木
剛
氏
は
「
あ
る
人
物
を
軸
に
し
て
一
一
耐

を
構
成
す
れ
ば
、
奥
行
を
も
っ
た
新
た
な
写
生
文
を
生
み
出
す
可
能
性
が
あ

る
の
を
節
は
つ
か
ん
だ
」
(
『
長
塚
節
』
昭
和
五
五
・
五
芹
沢
出
版
)
と

指
摘
す
る
。
だ
が
、
あ
る
人
物
を
中
心
に
作
品
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
構
想

は
そ
れ
以
前
か
ら
試
み
ら
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
失
敗
を
重
ね
て
き
た
し
、
こ

こ
で
も
「
ま
あ
ち
ゃ
ん
」
が
作
品
の
中
心
と
し
て
意
図
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
筆
者
は
、
深
川
明
子
氏
の
「
初
め
て
素
材
に
女
性
が
取
り
上
げ

ら
れ
」
、
そ
の
「
素
材
」
は
「
付
加
的
な
存
在
で
あ
」
り
な
が
ら
、
そ
れ
に

「
作
者
の
感
情
が
移
入
さ
れ
」
「
作
品
に
情
趣
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

(
阿
和
四

(
「
長
塚
節
の
写
生
文
に
つ
い
て
の
研
究
〈
そ
の
二
)
」
昭
和
四
九
・

一
二
「
金
沢
大
学
教
育
学
部
紀
要
」
)
と
い
う
見
解
に
共
感
す
る
。

た

作
者
の
感
興
を
軸
に
作
品
を
構
成
す
る
試
み
|
|
「
炭
焼
の
む
す
め
」

「
炭
焼
の
む
す
め
」
(
「
馬
酔
木
」
明
治
三
九
・
七
)
が
、
節
写
生
文
の
到
達

し
た
最
も
高
い
地
点
の
一
つ
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
諸
家
が
一
致
し
て
認
め
る

と
こ
ろ
で
あ
る

s
s
。
こ
の
作
品
で
は
、
語
り
手
で
あ
る
「
自
分
」
は
自
己
内
面

を
直
接
表
現
す
る
事
を
避
け
ず
、
む
し
ろ
積
極
的
に
そ
れ
を
行
お
う
と
す
る
。

例
を
引
こ
、
っ
.

お
秋
さ
ん
は
こ
ん
な
に
忙
し
く
仕
事
を
し
て
居
た
と
思
っ
た
ら
ふ
と
見
え

な
く
な
っ
た
。
自
分
は
谷
が
急
に
淋
し
く
な
っ
た
様
に
感
じ
た
。
(
二
〉

ま
た
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。

毎
日
自
分
と
一
緒
に
お
秋
さ
ん
の
許
八
落
ち
合
っ
た
島
の
人
は
此
日
は
と

う
と
う
来
な
か
っ
た
。
(
中
略
)
苗
字
が
「
け
ら
」
と
い
ふ
の
だ
と
か
で
虫

の
よ
、
つ
な
面
白
い
人
で
す
ね
と
お
秋
さ
ん
が
い
っ
た
男
で
あ
る
。
此
男
が
来

な
か
っ
た
の
で
何
故
だ
か
心
持
が
よ
か
っ
た
。
(
三
)

こ
の
よ
う
に
、
作
者
は
お
秋
さ
ん
に
よ
せ
る
「
自
分
」
の
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を

積
極
的
に
表
現
す
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
見
落
と
せ
な
い
の
は
、
お
秋
さ
ん
や
情
景

の
描
写
の
中
に
「
自
分
」
の
気
持
ち
が
同
時
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
作
品

目
頭
の
お
秋
さ
ん
の
描
写
か
ら
引
こ
う
.

お
秋
さ
ん
が
背
負
子
と
い
ふ
も
の
で
栂
を
背
負
っ
て
掴
れ
た
谷
の
窪
み
を

降
り
て
来
た
。
親
指
を
肋
の
処
で
背
負
帯
に
挟
ん
で
両
肘
を
張
っ
て
う
つ
む

き
な
が
ら
そ
ろ
ノ
¥
と
歩
く
.
栂
は
五
尺
程
の
長
さ
で
あ
る
。
横
に
背
負
つ
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て
居
る
の
だ
か
ら
、
岩
角
ハ
ぷ
つ
3

か
り
さ
、
つ
で
あ
る
.
尻
き
り
の
紺
の
仕

事
衣
に
脚
粋
を
き
り
っ
と
締
め
て
居
る
。
さ
う
し
て
、
白
い
顔
八
白
い
手
拭

剖
矧
オ
剖
州
州
閥
到
叶
廿
副
叫
到
叶
・
積
み
重
ね
た
楠
の
上
ハ
仰
向
け
に
な

っ
て
復
た
起
き
た
ら
背
負
子
だ
け
が
仰
向
の
儲
栂
の
上
に
残
っ
た
。
お
秋
さ

ん
は
荷
を
お
ろ
す
と
軽
げ
に
背
負
子
を
左
の
肩
に
引
っ
掛
け
て
登
る
。
口
引

ら
を
一
寸
見
て
す
ぐ
伏
目
に
な
っ
た
.
矢
つ
張
そ
ろ
ノ
¥
と
歩
い
て
行
く
。

(

一

〉

こ
れ
ら
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
単
な
る
客
観
的
人
物
描
写
で
あ
る
よ
う
に
見
え

て
、
傍
線
部
分
を
見
れ
ば
、
「
自
分
」
の
ま
な
ざ
し
は
決
し
て
中
立
的
で
は
な

い
.
そ
乙
に
は
「
自
分
」
の
お
秋
さ
ん
に
対
す
る
好
意
の
こ
も
っ
た
気
持
ち
が
表

現
さ
れ
て
い
る
し
、
「
こ
ち
ら
を
一
寸
見
て
す
ぐ
伏
目
に
な
っ
た
」
と
い
う
と
こ

ろ
に
は
「
自
分
」
の
心
躍
り
さ
え
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写
の
特
性

は
、
決
し
て
例
外
的
な
特
定
の
部
分
に
だ
け
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
く
、
作
品
中

に
繰
り
返
し
示
さ
れ
る
お
秋
さ
ん
の
描
写
の
ほ
と
ん
ど
全
て
に
つ
い
て
い
え
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
一
例
引
く
。

自
分
は
薪
ハ
腰
を
掛
け
た
。
お
秋
さ
ん
の
手
拭
の
糸
目
の
交
差
し
て
居
る

の
ま
で
が
は
っ
き
り
見
え
る
ま
で
に
近
寄
っ
た
。
お
秋
さ
ん
は
両
足
を
延
し

て
左
八
枯
木
を
乗
せ
て
居
る
。
錨
を
押
し
た
り
引
い
た
り
す
る
毎
に
手
拭
の

州
ぺ
到
利
剖
削
例
制
判
剖
叫
叶
利
剖
州
刈
叫
パ
川
叫
捌
利
引
・
側
川
樹
叫
鋸

の
音
の
外
に
は
何
の
響
も
無
い
。
お
秋
さ
ん
は
異
様
な
真
面
目
な
顔
で
鋸
か

ら
日
を
放
さ
な
い
.
自
分
も
腰
を
掛
け
た
儲
後
れ
毛
と
白
い
襟
元
を
見
詰
め

て
居
る
ば
か
り
で
あ
る
.
物
を
い
ふ
の
も
言
い
悪
い
が
黙
っ
て
居
て
も
却
て

極
り
が
悪
い
。
(
二
)

こ
れ
も
ま
た
決
し
て
客
観
的
な
人
物
描
写
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
は
「
自
分
」
の

主
観
に
よ
っ
て
染
め
ら
れ
た
お
秋
さ
ん
の
描
写
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
人
物
描
写
は
こ
こ
で
初
め
て
現
れ
た

の
で
は
な
く
、
「
演
の
あ
と
」
の
ま
あ
ち
ゃ
ん
の
描
写
の
中
に
見
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
違
い
は
、
ま
あ
ち
ゃ
ん
の
描
写
が
断
片
的
な
も
の
に
留
ま
っ
た
の
に
対

し
、
お
秋
さ
ん
の
描
写
は
「
炭
焼
の
む
す
め
」
全
体
を
貫
き
統
一
す
る
縦
糸
と

な
っ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
.
だ
が
、
そ
れ
は
お
秋
さ
ん
の
描
写
の
回
数
が
多
い
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
で
は
そ
れ
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
、
つ
こ
と
な
の
か
、
描
写

の
一
例
を
次
に
引
く
。

小
屋
ハ
腰
を
掛
け
て
居
る
と
鵠
舗
が
時
々
虫
を
匝
八
て
足
も
と
ま
で
来
て

尾
を
揺
し
な
が
ら
つ
い
と
飛
ん
で
行
く
。
脇
へ
出
て
見
る
と
射
干
が
一
株
あ

る
。
(
中
略
)
/
谷
底
の
狭
い
だ
け
に
空
も
狭
く
見
え
る
。
狭
い
空
は
拭
っ

た
ゃ
う
で
あ
る
。
其
蒼
天
ヘ
向
い
て
す
っ
と
延
び
た
椛
の
木
が
あ
る
.
根
の

生
え
際
が
小
屋
の
屋
根
か
ら
で
は
ず
っ
と
上
に
あ
る
の
で
猶
更
に
延
び
て
見

え
る
。
相
で
小
鳥
が
附
き
出
し
た
。
美
音
で
あ
る
。
何
だ
と
聞
い
た
ら
爺
さ

ん
が
瑠
璃
だ
と
い
っ
た
。
(
中
略
)
再
び
脇
ヘ
出
て
見
た
ら
、
杉
皮
が
僅
に

雨
を
覆
、
っ
て
居
る
軒
端
の
手
の
届
く
所
に
烏
の
巣
が
二
つ
な
ら
ん
で
あ
る
。

射
干
の
す
ぐ
上
で
あ
る
.
子
烏
は
ど
っ
ち
も
毛
が
十
分
に
延
び
て
居
る
。
巣

は
思
ひ
の
外
に
粗
末
で
草
が
だ
ら
け
出
し
て
居
る
。
(
一
)

こ
こ
に
は
の
ど
か
な
山
林
の
中
の
情
景
が
客
観
的
に
抽
写
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
、
そ
れ
は
お
秋
さ
ん
と
直
接
関
係
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
こ
の
描
写
の

少
し
後
に
は
次
の
よ
う
な
部
分
が
続
く
の
で
あ
る
。

「
あ
の
雨
の
降
る
日
な
ど
に
は
そ
こ
ら
の
木
ま
で
猿
が
ま
ゐ
り
ま
す
と
お
秋

さ
ん
が
傍
か
ら
い
っ
た
。
お
秋
さ
ん
は
滅
多
に
い
は
ぬ
。
自
分
は
何
か
物
を

い
は
し
て
欲
し
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
糸
口
が
聞
け
た
様
に
こ
れ
だ
け
が
満
足
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で
あ
っ
た
。
射
干
が
急
に
伸
び
出
し
て
赤
い
花
が
目
前
に
開
く
の
を
見
る
様

な
心
持
で
あ
る
。
(
一
)

こ
こ
で
「
射
干
」
は
突
然
お
秋
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

お
秋
さ
ん
と
無
関
係
に
咲
い
て
い
た
「
射
干
」
は
、
お
秋
さ
ん
と
結
び
つ
け
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
を
穫
得
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
例
は
ほ
か
に
も
少

な
く
な
い
。
(
コ
一
)
で
作
者
が
川
で
河
鹿
を
捕
る
場
面
が
描
か
れ
る
が
、
そ
れ
は

後
に
「
河
鹿
は
傍
の
水
ハ
放
し
た
。
鳴
け
ば
お
秋
さ
ん
が
聞
く
の
だ
」
と
い
う
所

に
至
っ
て
お
秋
さ
ん
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
明
確
な
意
味
を
獲
得
す
る
。
も

う
一
例
だ
け
引
く
。

妙
見
越
を
過
ぎ
る
と
頂
上
で
杉
の
大
木
が
密
生
し
て
居
る
。
そ
こ
に
も
羊

歯
や
笹
の
疎
ら
な
聞
に
ほ
っ
ノ
¥
と
著
我
の
花
が
咲
い
て
居
る
。
一
層
し
を

ら
し
く
見
え
る
.
清
澄
寺
の
山
門
ま
で
来
る
と
山
稼
ぎ
の
女
が
椛
板
を
負
、
っ

た
の
や
炭
俵
を
負
、
っ
た
の
が
五
六
人
で
休
ん
で
居
る
。
何
れ
も
恐
ろ
し
い
形

相
で
あ
る
。
山
稼
ぎ
の
女
は
い
く
ら
あ
る
か
知
れ
ぬ
が
お
秋
さ
ん
程
の
も
の

は
嘗
て
似
た
も
の
さ
八
も
見
な
い
の
で
あ
る
。
彼
等
と
な
ら
ん
だ
お
秋
さ
ん

は
恰
も
羊
歯
の
中
の
著
我
の
花
で
あ
る
。
(
四
)

「
自
分
」
が
目
に
す
る
美
し
い
も
の
は
す
べ
て
お
秋
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
に
結
び

つ
い
て
ゆ
く
わ
け
で
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
節
は
そ
の
よ
う
な
形
で
一
人
物
を

中
心
に
作
品
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
在
エ
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
主

題
窓
識
は
、
素
材
を
作
品
化
す
る
際
の
取
捨
選
択
と
配
列
の
上
で
明
確
な
基
準
と

し
て
機
能
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
大
戸
三
千
枝
氏
が
、
こ
の
作
品
で

節
が
「
事
実
を
取
捨
選
択
す
る
と
い
う
骨
法
を
体
得
し
た
」

(E
と
言
い
、
若
杉

慧
氏
が
「
削
る
こ
と
は
加
え
る
と
と
で
も
あ
る
骨
法
を
節
は
こ
の
一
作
で
学
ん

だ
」
{
世
旦
と
指
摘
す
る
の
は
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
素
材
の
取
捨
選
択

キリ

は
単
に
知
的
操
作
と
し
て
の
み
行
わ
れ
る
作
業
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、

根
川
の
一
夜
」
か
ら
「
才
丸
行
き
」
ま
で
、
節
は
中
心
的
素
材
を
絞
り
込
み
、
そ

れ
を
中
心
に
一
編
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
写
生
文
と
し
て
成

功
し
な
か
っ
た
.
そ
れ
が
こ
こ
で
初
め
て
成
功
し
た
の
は
、
各
場
面
の
中
心
的
モ

チ
ー
フ
を
「
余
」
の
内
面
の
揺
れ
動
き
そ
の
も
の
に
置
き
、
そ
れ
を
追
跡
す
る
こ

と
に
よ
り
作
品
を
構
成
し
た
こ
と
に
よ
る
。

こ
の
作
品
の
内
容
を
各
章
毎
に
要
約
す
れ
ば
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

一
谷
の
二
日
日
.
背
負
子
で
椅
を
背
負
っ
て
来
た
お
秋
さ
ん
の
よ
う
す
に
心
惹

か
れ
る
。
射
干
の
花
、
鶴
備
の
描
写
。
爺
さ
ん
と
の
話
に
お
秋
さ
ん
が
言
葉
を
は

さ
ん
だ
こ
と
へ
の
満
足
。

二
三
日
目
。
竃
か
ら
炭
を
出
す
と
こ
ろ
を
見
物
す
る
。
鋸
で
木
を
切
る
お
秋
さ

ん
と
話
を
す
る
。

三
五
日
目
。
樟
の
造
林
八
行
く
途
中
道
に
迷
い
、
川
で
河
鹿
を
捕
る
。
八
瀬
尾

で
「
河
鹿
は
傍
の
水
へ
放
し
」
、
「
鳴
け
ば
お
秋
さ
ん
が
聞
く
の
だ
」
と
忠
、
っ
.

お
秋
さ
ん
が
酢
酸
石
灰
を
作
る
の
を
見
る
.
今
日
は
佐
渡
が
島
の
男
が
来
な
い
の

で
気
持
ち
が
よ
い
。

四
六
日
目
。
お
秋
さ
ん
と
共
に
山
を
降
り
る
。
清
泣
寺
の
山
門
で
他
の
山
稼
ぎ

の
女
達
に
会
い
、
「
彼
ら
と
並
ん
だ
お
秋
さ
ん
は
恰
も
羊
歯
の
中
の
薯
我
の
花
で

あ
る
」
と
忠
、
っ
。
清
澄
寺
の
山
門
で
お
秋
さ
ん
と
別
れ
る
が
、
そ
の
時
「
言
葉
を

交
わ
」
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
遺
憾
に
思
う
。

以
上
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
「
炭
焼
の
む
す
め
」
一
編
は
確
か
に
「
自
分
」
の
内

面
の
変
化
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
お
秋
さ
ん
は
「
自
分
」
の

内
面
に
変
化
を
与
え
る
触
媒
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
後
に

節
は
「
炭
焼
の
娘
を
書
き
し
時
は
稿
を
改
む
る
こ
と
前
後
六
回
程
に
て
、
八
頁
の
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も
の
に
六
ヶ
月
を
費
し
申
候
(
中
略
)
然
し
其
時
以
来
人
の
文
章
を
見
て
是
非
の

判
断
に
苦
ま
ぬ
や
う
に
相
成
候
に
は
自
分
な
が
ら
喫
驚
致
し
候
」
富
山
}
と
言
っ
た

が
、
確
か
に
節
が
こ
こ
で
会
得
し
た
語
り
手
の
内
面
の
揺
れ
動
き
を
中
心
に
据
え

て
作
品
の
流
れ
を
構
成
す
る
方
法
は
、
写
生
文
を
書
く
上
で
極
め
て
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

注(
6
)
例
え
ば
、
北
住
敏
夫
氏
は
「
隙
も
緩
み
も
な
く
詩
情
に
満
ち
た
佳
作
」
(

注
4
に
同
じ
)
と
い
う
評
価
を
示
し
、
若
杉
慧
氏
も
「
ま
こ
と
に
完
壁
な
写

生
作
品
」
(
注
5
に
同
じ
)
と
絶
賛
す
る
。

(
7
)
梶
木
剛
氏
は
「
お
秋
さ
ん
を
軸
に
写
生
文
を
構
成
す
る
辛
苦
」
(
注
5
に

同
じ
)
に
注
目
し
、
大
戸
三
千
枝
氏
も
「
お
秋
さ
ん
を
主
題
に
据
え
て
一
篇

を
構
成
し
よ
う
と
す
る
執
筆
態
度
」
(
『
土
の
歌
人
長
塚
節
』
昭
和
五
八
・

九
新
典
社
)
を
指
摘
す
る
。

(
8
)
「
『
房
州
行
』
と
『
炭
焼
の
む
す
め
』
」

(
9
)
注
5
に
同
じ
.

(
叩
)
明
治
四
一
年
九
月
二

O
日
付

(
「
語
文
」
問
和
四
五
・
五
)

久
保
田
俊
彦
宛
書
簡

四

節
写
生
文
の
到
達
点

l
l
『
佐
渡
が
島
」

「
炭
焼
の
む
す
め
」
に
続
い
て
発
表
さ
れ
た
「
佐
渡
が
島
」
(
「
ホ
ト
〉
ギ

ス
」
明
治
四
0
・
一
一
)
は
夏
目
激
石
が
激
賞
し
、
節
が
「
土
」
を
朝
日
新
聞
に

連
載
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
作
品
で
あ
る
。
節
の
佐
渡
旅
行
で
の
経
験
を
、
一

「
浜
茄
子
の
花
」
、
二
「
美
人
」
、
一
二
「
南
瓜
」
、
四
「
牛
の
荷
鞍
」
、
五
「
漁

村
の
能
」
、
六
「
草
鮭
」
の
六
章
を
通
じ
て
描
く
の
だ
が
、
そ
の
中
で
「
余
」
は

様
々
な
人
々
と
出
会
う
.
「
浜
茄
子
の
花
」
と
「
美
人
」
で
は
「
驚
く
ば
か
り
の

美
人
」
と
の
出
会
い
を
描
き
、
「
南
瓜
」
「
牛
の
荷
鞍
」
「
漁
村
の
能
」
で
は

「
小
柄
で
大
き
な
声
を
出
す
」
博
労
が
「
余
」
を
案
内
し
て
く
れ
る
.
ま
た
、

「
草
桂
」
に
は
「
恐
ろ
し
い
話
好
き
」
の
宿
の
主
人
が
登
場
す
る
し
、
そ
の
他
寸

描
さ
れ
る
だ
け
の
人
ま
で
入
れ
れ
ば
、
登
場
人
物
は
さ
ら
に
増
え
る
.
「
炭
焼
の

む
す
め
」
で
は
す
べ
て
が
お
秋
さ
ん
に
収
触
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
世
界
が
緊

密
な
構
成
を
獲
得
し
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
複
数
の
人
物
と
の
出
会
い
を
通
し

て
作
品
が
展
開
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
.
そ
の
よ
う
に
複
数
の
人
物
を
登
場
さ
せ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
作
品
が
散
慢
に
な
ら
ず
、
ひ
と
つ
の
統
一
的
世
界
を
構
成
し
得

た
点
に
、
「
佐
渡
が
島
」
の
独
自
の
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
佐
渡
が

島
」
が
「
炭
焼
の
む
す
め
」
と
全
く
異
な
る
方
法
で
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
。
例
え
ば
、
「
佐
渡
が
島
」
の
美
人
の
描
写
を
引
用
す
る
.

余
は
思
は
ず
女
を
見
る
と
女
も
同
時
に
余
を
見
た
。
見
た
目
に
は
ま
だ
笑

を
含
ん
で
居
る
.
余
等
は
二
尺
許
に
聞
け
た
雨
戸
の
聞
か
ら
体
の
擦
れ
合
う

た
儲
外
を
見
て
居
た
の
で
あ
る
。
向
き
合
う
て
見
る
と
あ
ん
ま
り
近
い
の
で

急
に
何
だ
か
面
ぶ
せ
に
感
じ
た
の
で
余
は
視
線
を
逸
ら
し
て
其
口
も
と
を
見

た
。
口
に
は
鮮
か
に
紅
が
さ
し
て
あ
る
。
余
は
此
の
如
き
場
合
の
経
験
を
有

し
て
居
ら
ぬ
の
で
只
忽
然
と
し
て
女
の
い
ふ
こ
と
を
聞
い
て
居
る
の
で
あ

る
。
女
は
只
無
邪
気
に
恥
ら
ふ
所
も
な
い
や
う
な
態
度
で
あ
る
.
そ
れ
丈
余

は
更
に
平
気
で
居
憎
い
気
持
ち
が
し
た
。
警
へ
て
い
八
ば
女
は
凌
容
で
あ

る
.
凌
害
は
ふ
し
く
れ
立
っ
た
松
の
幹
で
も
構
は
ず
に
絡
み
か
3

る
。
松
も

幹
が
す
げ
な
く
立
っ
て
居
て
も
ず
ん
/
¥
と
這
ひ
の
ぼ
っ
て
枝
か
ら
だ
ら
つ

と
蔓
を
垂
れ
て
其
処
に
美
し
い
花
を
聞
く
。
其
花
は
此
女
が
一
つ
話
を
し
て

は
又
話
を
す
る
や
う
に
落
ち
て
は
聞
き
落
ち
て
は
聞
い
て
自
ら
飽
く
ま
で
は
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其
赤
い
大
き
な
花
が
咲
い
て
止
ま
ぬ
。
余
は
自
ら
凌
寄
に
か
ら
ま
れ
た
松
の

幹
の
や
う
な
感
じ
が
し
た
。
凌
寄
の
や
う
だ
と
思
ひ
な
が
ら
復
た
女
を
見
る

と
此
度
は
四
本
の
指
を
前
八
向
け
て
勾
欄
八
両
手
を
掛
け
て
一
心
に
焼
木
杭

を
見
お
ろ
し
て
居
る
。
余
は
其
白
い
横
顔
を
し
げ
ノ
¥
と
見
守
っ
た
.
さ
う

し
て
此
優
し
い
静
か
な
昨
日
の
捕
を
前
に
し
て
何
時
ま
で
も
只
立
っ
て
居
た

い
や
う
な
心
持
ち
が
し
た
。

一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
美
人
」
に
心
奪
わ
れ
た
「
余
」
の
心
の
揺
れ

動
き
が
こ
の
場
面
に
生
動
感
を
与
え
て
い
る
。
彼
女
が
「
凌
寄
」
に
例
え
ら
れ
る

の
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
の
風
貌
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
の
で
な

く
、
む
し
ろ
「
凌
容
に
か
ら
ま
れ
た
松
の
幹
の
や
う
な
感
じ
」
と
い
う
「
余
」
の

内
面
を
表
現
す
る
の
に
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
対
象
描
写
を
通
じ

て
逆
に
そ
れ
を
見
る
視
点
人
物
の
ま
な
ざ
し
と
内
面
が
表
現
さ
れ
る
の
は
、
「
炭

焼
の
む
す
め
」
の
お
秋
さ
ん
の
場
合
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
「
炭
焼
の
む
す
め
」
の
場
合
、
そ
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
お
秋
さ
ん

を
め
ぐ
る
「
余
」
の
内
心
の
揺
れ
動
き
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
を
統
一

し
え
た
の
に
対
し
、
「
佐
渡
が
島
」
に
は
「
美
人
」
以
外
に
も
「
小
柄
で
大
き
な

声
を
出
す
」
博
労
や
「
恐
ろ
し
い
話
好
き
」
の
宿
の
主
人
、
博
労
の
娘
や
耳
の
速

い
老
人
等
多
く
の
人
々
が
登
場
す
る
。
こ
こ
で
、
作
者
は
彼
ら
を
ど
の
よ
う
に
描

い
て
い
る
の
か
。
例
え
ば
、
「
余
」
が
博
労
の
家
を
訪
ね
た
場
面
を
引
用
す
る
。

博
労
は
丁
度
日
に
近
い
縁
側
に
足
を
投
げ
出
し
て
梨
を
噛
っ
て
居
る
処
で

あ
っ
た
。
余
の
姿
を
見
る
と
能
う
来
た
の
う
と
例
の
大
口
を
聞
い
て
反
歯
を

剥
き
出
し
な
が
ら
驚
い
た
と
い
っ
た
や
う
な
顔
を
し
て
い
っ
た
。
彼
と
夷
の

港
の
宿
屋
で
別
れ
た
の
は
四
日
前
で
あ
る
。
別
れ
る
時
に
若
し
自
分
の
土
地

八
通
り
か
3

っ
た
な
ら
ば
立
ち
寄
っ
て
く
れ
と
彼
は
い
っ
た
。
余
は
蛇
度
と

寄
っ
た
。
彼
は
其
後
毎
日
他
出
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
あ
と
八
か
う
い
ふ
人

が
来
た
な
ら
滝
八
案
内
を
し
て
返
せ
と
言
ひ
置
い
て
は
出
た
の
だ
と
い
っ
て

独
で
喜
ん
で
居
る
。
(
中
略
)
博
労
は
板
の
間
に
産
を
敷
い
て
「
赤
泊
は
俺

が
案
内
し
て
あ
げ
る
.
赤
泊
の
宿
屋
の
と
つ
〉
あ
ん
は
能
、
つ
物
を
知
っ
て
仰

山
話
が
好
き
だ
。
丁
度
赤
泊
八
は
越
後
の
仲
間
が
牛
買
に
来
て
明
日
あ
た
り

は
帰
る
と
い
っ
て
居
た
か
ら
俺
が
話
を
し
て
其
船
ヘ
乗
せ
て
あ
げ
る
。
ま
あ

ゆ
っ
く
り
休
息
し
て
行
け
と
い
ふ
の
で
兎
に
も
角
に
も
草
桂
を
と
っ
て
あ
が

る
。
(
中
略
)
今
と
っ
た
梨
だ
と
い
っ
て
博
労
は
監
の
ま
ヨ
余
が
前
に
梨
を

薦
め
る
。
自
分
は
さ
っ
き
の
噛
り
か
け
を
一
・
寸
手
で
こ
す
っ
て
皮
の
憧
む
し

ゃ
/
¥
と
噛
り
つ
ず
け
る
.
余
は
親
指
の
爪
が
非
常
に
延
び
て
居
た
の
で
其

爪
の
先
で
ぽ
つ
り
/
¥
と
皮
を
む
い
て
見
た
.
鋲
の
頭
の
や
う
な
小
粒
が
一

つ
/
¥
板
の
間
八
落
ち
る
.
博
労
は
気
の
長
い
こ
と
を
す
る
の
う
と
見
て
居

た
が
ァ
、
包
丁
を
出
す
の
で
あ
っ
た
と
此
時
漸
く
横
げ
な
包
丁
を
手
で
ご
す

り
な
が
ら
出
し
て
呉
れ
た
.

こ
こ
に
は
、
「
余
」
を
迎
え
た
博
労
の
率
直
な
喜
び
が
、
そ
の
い
そ
い
そ
し
た

振
舞
い
の
中
に
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
人
で
万
事
の
み
こ
ん
で
し
ゃ

パ
る
博
労
を
前
に
、
い
く
ぶ
ん
当
惑
し
な
が
ら
も
、
そ
の
武
骨
な
好
意
を
、
つ
れ
し

く
忠
、
つ
「
余
」
の
内
面
も
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
情
景
の
底
に
そ
の
よ
う
な
「
余

」
の
感
情
が
響
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
場
面
は
生
き
生
き
と
読
者
に
印

象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
佐
渡
が
島
」
に
お
い
て
は
、
「
炭
焼
の
む
す
め
」

と
異
な
り
、
対
象
が
美
人
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、
情
景
の
中
に
「
余
」

の
内
心
の
蝕
妙
な
動
き
が
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
、
つ
な
人
物
描
写
を
い
く
つ
も
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
佐
渡
が
島
」
の
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
に
、
節
は
自
覚
的
で
あ
っ
た
.
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渡
が
島
」
の
中
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

佐
渡
は
余
が
為
に
は
到
底
忘
れ
ら
れ
ぬ
愉
快
な
境
で
あ
っ
た
.
(
中
略
)

外
見
は
凡
そ
佐
渡
ほ
ど
寂
び
た
処
は
少
な
か
ら
う
。
然
し
な
が
ら
仔
細
に
昧

は
う
て
見
る
と
余
は
ま
だ
佐
渡
ほ
ど
美
し
い
分
子
を
有
し
て
居
る
所
に
逢
、
っ

た
こ
と
が
な
い
.
佐
渡
は
博
労
だ
け
で
も
十
分
で
あ
る
が
只
博
労
だ
け
で
は

鼠
地
の
切
れ
の
や
う
な
感
じ
を
免
れ
ぬ
.
佐
渡
が
島
で
は
小
木
の
港
で
美
人

に
逢
う
た
.
美
人
は
鼠
地
へ
金
糸
銀
糸
で
刺
繍
っ
た
社
丹
の
花
で
あ
る
。
さ

う
し
て
博
労
の
娘
は
つ
や
ヨ
か
な
著
我
の
葉
へ
干
し
た
染
糸
で
刺
捕
っ
た
苔

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
(
中
略
)
牡
丹
の
花
の
う
ら
を
返
し
て
見
る
と
金
糸

銀
糸
は
乱
れ
て
居
る
。
余
が
美
人
を
憶
ふ
時
に
は
心
に
幾
分
の
乱
を
生
ず

る
。
其
心
の
乱
れ
は
刺
舗
の
金
糸
銀
糸
が
乱
れ
て
居
る
如
く
只
美
し
く
あ
る

パ
き
筈
の
乱
れ
で
あ
る
.

こ
の
叙
述
は
や
や
説
明
的
す
ぎ
て
く
ど
い
感
じ
が
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、

博
労
を
「
鼠
地
の
切
れ
」
と
し
て
、
「
美
人
」
を
「
鼠
地
ヘ
金
糸
銀
糸
で
刺
繍
っ

た
杜
丹
の
花
」
、
「
博
労
の
娘
」
を
「
つ
や
や
か
な
著
我
の
葉
ヘ
干
し
た
染
糸
で

刺
繍
っ
た
苔
」
と
し
、
そ
れ
ら
の
多
様
な
人
物
を
佐
渡
の
地
の
「
美
し
い
分
子
」

と
し
な
が
ら
、
対
象
人
物
を
そ
の
よ
う
に
表
現
す
る
「
う
ら
」
に
「
余
」
の
「
心

の
乱
れ
」
が
苧
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
初
め
て
「
余

が
た
め
に
は
到
底
忘
れ
ら
れ
ぬ
愉
快
な
境
」
と
し
て
の
「
佐
渡
」
を
写
生
文
作
品

の
中
に
表
現
し
う
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
節
が
極
め
て
自
覚
的
だ
っ
た

こ
と
を
こ
の
叙
述
は
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
異
な
る
個
性
を
も
っ
た
複
数

の
人
物
を
登
場
さ
せ
、
彼
等
の
各
々
に
対
す
る
「
余
」
の
異
な
っ
た
内
面
の
動
き

を
表
現
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
の
集
大
成
と
し
て
佐
渡
の
地
の
風
情
を
表

現
し
た
点
に
、
「
炭
焼
の
む
す
め
」
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
「
佐
渡
が
島
」
の
特

性
を
見
定
め
て
お
き
た
い
.

「
炭
焼
の
む
す
め
」
か
ら
「
佐
渡
が
島
」
八
の
移
行
の
中
に
、
節
の
自
然
か
ら

人
事
へ
の
関
心
の
変
化
を
見
よ
、
っ
と
す
る
諸
家
が
多
い
の
だ
が
在

υ
、
両
者
の
最

も
大
き
な
違
い
は
そ
の
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
物
が
単
数
か
ら
複
数
に
拡
大

さ
れ
つ
つ
も
、
作
品
世
界
が
散
漫
に
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
土
地
の
風
情
を
統
一

的
に
表
現
し
え
た
点
に
あ
る
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。

注
〈

U
)
梶
木
剛
氏
は
「
佐
渡
が
島
」
に
つ
い
て
、
「
節
は
佐
渡
の
印
象
を
〈
人

事
〉
を
絡
ま
せ
て
定
着
す
る
こ
と
を
構
想
し
た
」
(
注
5
に
同
じ
)
と
指
摘

し
、
大
戸
三
千
枝
氏
は
「
『
炭
焼
の
む
す
め
』
は
背
長
と
な
っ
た
初
夏
の
房

州
の
自
然
描
写
に
非
常
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
」
る
の
に
対
し
、
「
『
佐
渡

が
島
』
の
方
は
紀
行
文
で
あ
り
な
が
ら
、
背
景
で
あ
る
自
然
の
占
め
る
重
要

性
が
は
る
か
に
少
な
く
、
人
物
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
」
お
り
「
節
の
関
心

が
天
然
か
ら
人
事
に
移
っ
た
『
佐
渡
が
島
』
に
は
、
写
生
文
よ
り
小
説
へ
の

志
向
が
見
ら
れ
る
L

(

注
7
に
同
じ
)
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
河
合
透
氏
は

「
『
佐
渡
が
島
』
の
『
美
人
』
や
『
博
労
』
は
『
余
』
に
と
っ
て
『
お
秋
さ

ん
』
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
存
在
感
を
持
っ
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
点
が
『
炭
焼
の
む
す
め
』
に
比
べ
て
『
佐
渡
が
島
』
の
人
事

描
写
が
大
き
く
転
化
し
深
化
し
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
(
「
長
塚
節
の
写

生
文
の
展
開
と
特
質
に
つ
い
て
」
「
関
東
短
期
大
学
国
語
国
文
」
平
成
五
・

一
一
一
)
と
言
、
っ
。

-12 -

五

写
生
文
か
ら
小
説
ヘ



「
炭
焼
の
む
す
め
」
と
「
佐
躍
が
島
」
に
よ
っ
て
、
節
の
写
生
文
は
最
も
高
い

到
達
点
に
達
し
た
。
だ
が
そ
れ
が
、
直
接
的
に
小
説
の
成
立
に
直
結
す
る
の
か
と

い
え
ば
、
事
情
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
写
生
文
は
小
説
と
は
極
め
て

異
質
な
特
性
を
苧
ん
で
お
り
、
そ
の
こ
と
が
写
生
文
か
ら
小
説
へ
転
進
し
よ
う
と

す
る
作
家
を
、
し
ば
し
ば
困
難
な
課
題
に
直
面
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
写
生

文
と
小
説
の
各
々
の
特
性
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

写
生
文
と
は
、
作
者
の
気
分
と
感
興
を
通
じ
て
眺
め
ら
れ
た
対
象
が
、
作
者
の

主
観
的
感
興
と
の
一
体
性
に
お
い
て
、
生
き
生
き
と
し
た
様
相
を
帯
び
て
立
ち
現

れ
る
、
そ
う
い
う
散
文
形
式
で
あ
る
.
対
象
に
生
命
を
吹
き
込
む
の
は
、
作
者
の

ま
な
ざ
し
に
こ
め
ら
れ
た
主
観
的
な
感
情
と
感
覚
で
あ
り
、
長
塚
節
が
「
艇
の
あ

と
」
で
端
緒
を
つ
か
み
、
「
炭
焼
の
む
す
め
」
と
「
佐
渡
が
島
」
で
よ
う
や
く
到

達
し
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
写
生
文
の
主
観
性
の
表
現
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
、
小
説
の
場
合
は
作
者
の
主
観
的
感
覚
に
よ
っ
て
作
品
世
界
が
一
方
的
に
窓
昧

づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
.
確
か
に
小
説
の
場
合
に
も
、
作
者
の
見
方
に
よ
っ
て

作
品
世
界
が
統
括
さ
れ
る
の
だ
が
(
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
作
品
は
統
一
的
世
界
と

し
て
構
成
さ
れ
得
な
い
)
、
同
時
に
そ
こ
で
は
作
者
の
主
観
的
な
見
方
に
全
面
的

に
規
定
さ
れ
な
い
客
観
的
現
実
の
創
造
が
め
ざ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
小
説
の
登

場
人
物
が
単
に
作
者
に
見
ら
れ
る
客
体
で
あ
る
こ
と
に
甘
ん
ぜ
ず
、
自
体
的
で
現

実
的
な
存
在
と
し
て
造
形
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
い
う
の
も
、
そ
の
ょ
っ
な

小
説
の
特
性
の
一
側
面
に
他
な
ら
な
い
。

ま
た
、
作
品
構
造
の
而
か
ら
両
者
を
比
較
す
れ
ば
、
写
生
文
の
時
間
構
造
が
語

り
手
の
視
線
の
移
動
や
気
分
の
推
移
に
基
づ
く
の
に
対
し
、
小
説
の
場
合
は
固
有

の
社
会
的
位
置
や
世
界
観
を
も
っ
た
登
場
人
物
の
相
互
の
関
係
か
ら
生
じ
る
状
況

の
客
観
的
変
化
が
プ
ロ
ッ
ト
の
基
軸
を
構
成
す
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
小
説
家

は
自
分
自
身
の
ま
な
ざ
し
の
移
動
に
基
づ
い
て
で
な
く
、
作
中
人
物
の
相
互
関
係

か
ら
必
然
的
に
紡
ぎ
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
プ
ロ
ッ
ト
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
写
生
文
は
見
た
ま
ま
あ
り
の
ま
ま
の
客
観
的
な
対
象
描
写
で
あ
り
、
そ
れ
に

主
観
的
想
像
と
虚
構
を
導
入
し
た
も
の
が
小
説
で
あ
る
と
い
う
理
解
〔
九
}
は
極
め

て
一
面
的
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
写
生
文
が
作
者
の
主
観
に
基
づ
き
、
そ
れ
を
直
接

的
に
反
映
す
る
形
式
で
あ
る
の
に
対
し
、
小
説
は
よ
り
客
観
的
な
現
実
世
界
の
造

形
し
よ
う
と
す
る
散
文
形
式
で
あ
る
と
い
う
パ
き
で
あ
ろ
、
っ
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
主
観
性
を
排
除
し
た
「
我
が
庭
」
か
ら
出
発
し
た
長
塚
節

が
、
「
炭
焼
の
む
す
め
」
と
「
佐
渡
が
島
」
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
写
生
文
の
方

法
を
我
が
も
の
と
す
る
ま
で
の
過
程
を
追
跡
し
た
。
で
は
、
こ
こ
か
ら
小
説
八
の

過
程
は
、
ど
う
考
え
る
パ
き
か
.
こ
こ
で
は
、
節
の
写
生
文
か
ら
小
説
へ
の
簡
単

な
見
取
り
図
を
描
い
て
、
本
稿
の
ま
と
め
に
代
え
た
い
。

内
容
面
か
ら
い
え
ば
、
節
は
そ
の
写
生
文
作
品
に
お
い
て
、
登
場
人
物
に
農
村

や
漁
村
で
厳
し
い
労
働
に
生
き
る
人
々
を
好
ん
で
取
り
上
げ
た
。
そ
れ
は
、
「
炭

焼
の
む
す
め
し
と
「
佐
渡
が
島
」
の
み
な
ら
ず
、
「
土
浦
の
川
口
」
や
「
利
根
川

の
一
夜
」
、
「
才
丸
行
き
」
等
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
お

い
て
、
節
は
労
働
す
る
人
々
の
営
み
を
と
り
あ
げ
て
描
こ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の

よ
う
な
人
々
に
寄
せ
る
彼
の
関
心
が
小
さ
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
.
だ

が
、
写
生
文
を
通
じ
て
節
は
彼
等
の
日
常
的
現
実
を
深
く
掘
下
げ
て
表
現
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
彼
の
表
現
技
術
が
未
熟
で
あ
っ
た
か
ら

で
は
な
い
.
そ
も
そ
も
、
写
生
文
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
、
対
象
の
苧
む
現
実
的
諸

側
面
を
く
ま
な
く
捉
え
出
す
の
で
な
く
、
作
者
の
一
面
的
な
感
興
に
よ
っ
て
対
象

を
意
味
づ
け
つ
つ
、
そ
の
感
興
を
読
者
も
作
者
と
と
も
に
共
有
す
る
散
文
形
式
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だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
.

そ
の
こ
と
は
、
女
性
を
描
く
場
合
に
一
一
照
明
瞭
な
形
で
現
れ
る
.
「
演
の
あ

と
」
を
初
め
と
し
て
「
炭
焼
の
む
す
め
」
や
「
佐
渡
が
島
」
に
は
、
作
者
の
心
に

残
る
女
性
が
登
場
し
た
が
、
彼
女
等
は
い
ず
れ
も
美
し
い
花
に
例
え
ら
れ
る
「
美

人
」
と
し
て
の
み
把
握
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
現
実
的
生
活
に
お
け
る
諸
問
題
は
捨

象
さ
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
む
ろ
ん
、
乙
れ
を
写
生
文
の
弱
点
と
の
み
考
え
て
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
特
性
は
、
他
方
に
お
い
て
、
彼
女
等

の
魅
力
を
、
そ
れ
に
惹
か
れ
る
語
り
手
の
内
面
と
の
一
体
性
に
お
い
て
生
き
生
き

と
表
現
す
る
機
能
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
見
知
ら
ぬ
土
地
と
そ
こ
に

暮
ら
す
人
々
を
素
材
に
し
て
写
生
文
を
書
こ
う
と
し
た
こ
と
は
、
語
り
手
の
感
興

を
自
然
に
生
き
生
き
と
解
放
し
、
対
象
を
語
り
手
の
内
面
に
ひ
き
つ
け
表
現
す
る

う
え
で
極
め
て
有
効
に
機
能
し
た
わ
け
で
、
「
我
が
庭
」
か
ら
「
佐
渡
が
島
」
に

至
る
過
程
は
、
写
生
文
と
い
う
散
文
形
式
の
も
つ
、
そ
の
よ
う
な
機
能
を
節
が
実

現
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
過
程
が
、
他
方
に
お
い
て
、
節
に
写
生

文
で
は
表
現
し
得
な
い
も
の
を
怠
識
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
も
ま
た
確
か

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
労
働
す
る
人
々
や
美
し
い
女
性
を
社
会
的
現
実
の
中
に
お

け
る
客
観
的
存
在
と
し
て
捉
え
、
そ
の
現
実
的
諸
側
面
を
深
く
表
現
す
る
と
と
で

あ
る
。写

生
文
に
お
い
て
は
単
に
花
に
た
と
え
ら
れ
た
「
美
人
」
も
、
小
説
で
は
現
実

の
中
で
具
体
的
な
肉
体
と
感
情
を
備
え
て
生
き
る
女
性
と
し
て
把
担
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
.
ま
た
、
農
村
で
激
し
い
労
働
に
生
き
る
人
々
も
単
に
外
側
か
ら
描

写
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
彼
自
身
の
内
面
に
従
っ
て
自
体
的
に
造
形
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
.
そ
れ
が
節
に
新
し
い
問
題
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
、
彼
が
こ
の
後
の
短
編
小
説
の
中
で
そ
の
課
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
行
つ

た
事
が
示
し
て
い
る
.
そ
こ
で
は
、
作
品
の
舞
台
は
旅
先
の
見
知
ら
ぬ
土
地
か
ら

自
分
の
よ
く
知
る
農
村
に
移
さ
れ
、
現
実
的
な
環
境
の
中
に
配
置
さ
れ
る
登
場
人

物
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
出
来
事
が
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
素
材
選
択
の
し
か
た
自
体
の
中
に
、
写
生
文
と
異
質
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て

の
小
説
を
め
ざ
す
、
節
の
志
向
が
明
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
.

短
編
小
説
の
第
一
作
で
あ
る
「
苧
掘
り
」
に
お
い
て
は
、
ま
だ
登
場
人
物
は
視

点
人
物
(
作
者
)
の
目
か
ら
見
ら
れ
る
客
体
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
作
者
が
写
生
文

の
方
法
を
容
易
に
越
え
得
な
か
っ
た
事
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
が
、
や
が
て
登
場

人
物
は
作
者
と
そ
の
内
面
を
通
じ
る
主
体
的
な
存
在
と
な
り
、
さ
ら
に
は
作
者
自

身
と
重
要
な
問
題
意
識
を
共
有
す
る
自
律
的
存
在
と
し
て
造
形
さ
れ
る
に
至
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
形
で
登
場
人
物
と
作
者
の
距
離
が
縮
ま
る
に
つ
れ
、
一
方

で
そ
の
人
物
に
よ
り
そ
っ
て
内
面
を
措
き
な
が
ら
、
他
方
で
距
離
を
お
い
た
客
観

的
な
描
写
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
節
の
最
後
の
短
編
小
説

「
太
十
と
其
犬
」
に
お
い
て
は
、
複
数
の
登
場
人
物
を
各
々
の
内
面
に
即
し
て
描

き
な
が
ら
、
他
方
で
は
彼
等
の
外
面
を
客
観
的
に
描
写
す
る
人
物
造
形
の
方
法
が

確
立
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
長
塚
節
が
『
土
』
の
人
物
造
形
の

レ
ベ
ル
に
到
達
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
在
日
。

以
上
の
過
程
は
、
節
が
写
生
文
と
は
異
な
る
散
文
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
小
説
の

方
法
を
確
立
し
え
た
と
い
う
事
だ
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
写
生
文
の
否
定
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
よ
り
高
い
次
元
に
お
け
る
再
生
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
先
に
、
長
塚
節
が
「
炭
焼
の
む
す
め
」
と
「
佐
渡
が
島
」
に
お
い
て
、
対
象

を
語
り
手
の
内
面
的
情
感
を
通
じ
て
内
在
的
に
捉
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
対
象
の
客

観
的
な
外
面
描
写
を
通
じ
て
語
り
手
の
対
象
に
対
す
る
主
観
的
感
覚
を
同
時
に
表

現
す
る
と
い
う
写
生
文
の
方
法
を
狸
得
し
た
こ
と
を
述
パ
た
。
そ
れ
は
、
対
象
に
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「
同
情
」
(
主
観
的
感
興
)
を
覚
え
な
が
ら
も
、
そ
の
感
覚
に
一
方
的
に
の
め
り

こ
む
の
で
な
く
、
一
歩
離
れ
て
対
象
を
客
観
視
す
る
ま
な
ざ
し
の
中
に
主
観
性
を

包
み
込
み
、
表
現
す
る
と
い
う
方
法
の
確
立
で
あ
っ
た
。
後
の
短
編
小
説
に
見
ら

れ
る
、
一
方
で
人
物
の
内
面
に
よ
り
そ
い
つ
つ
、
他
方
で
距
離
を
お
い
た
客
観
的

描
写
を
確
保
す
る
と
い
う
方
法
や
、
複
数
の
登
場
人
物
の
内
面
に
即
し
な
が
ら
、

他
方
で
各
々
の
人
物
の
外
面
を
客
観
的
に
描
写
す
る
と
い
う
方
法
は
、
い
ず
れ
も

単
な
る
一
面
的
な
対
象
把
握
で
な
く
、
対
象
の
現
実
的
な
あ
り
ょ
、
つ
そ
れ
自
体
の

苧
む
多
面
性
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
捉
え
だ
す
小
説
独
自
の
方
法
で
あ
る
が
、
そ
の

源
流
を
た
ど
れ
ば
、
そ
れ
は
写
生
文
の
方
法
を
支
え
た
二
重
的
ま
な
ざ
し
に
発
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
窓
昧
に
お
い
て
、
節
の
短
鰐
小
説
は
、
写
生
文

の
方
法
の
よ
り
高
い
次
元
で
の
再
生
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
四
年
間
に
わ
た
る
彼

の
写
生
文
八
の
試
み
の
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
の
で
あ
る
。

注
(
臼
)
例
え
ば
梶
木
剛
氏
は
、
小
説
と
写
生
文
の
違
い
に
つ
い
て
、
「
小
説
は
写

生
文
よ
り
人
事
を
も
っ
と
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
散
文
形
式
、
虚
構
を
駆
使

し
て
人
事
を
扱
う
散
文
形
式
」
(
注
5
に
同
じ
)
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

(
日
)
こ
の
過
程
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
作
家
』
長
塚
節
の
誕
生
|
|

初
期
短
編
小
説
の
展
開
」
(
同
人
誌
「
あ
し
か
び
」
出
号
昭
和
六
三
・

七
)
を
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(
む
ら
か
み

戸

h
u

り
ん
ぞ
、
フ
)


