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は
じ
め
に

「
交
尾
」
(
「
作
品
」

研
究
論
文
も
多
い
。
こ
の
作
品
は
「
そ
の
ご
「
そ
の
一
ご
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

「
そ
の
ご
で
は
猫
が
、
「
そ
の
一
ご
で
は
河
鹿
が
描
か
れ
て
い
る
。
語
り
手
は

主
人
公
の
「
私
」
で
、
梶
井
自
身
を
想
定
し
て
も
良
く
、
そ
う
い
っ
た
目
で
見

る
と
、
「
そ
の
一
」
は
大
阪
を
、
「
そ
の
-
ご
は
湯
が
島
を
舞
台
に
し
て
い
る
と

昭
和
六
年
一
月
)
は
梶
井
の
後
期
の
代
表
作
で
あ
り
、

見
る
の
も
可
能
で
あ
る
が
、
「
私
」
や
場
所
が
固
有
名
詞
を
持
た
な
く
て
も
、
作

梶井基次郎「交尾」論

ロ
聞
の
本
質
的
な
読
み
に
は
影
響
し
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
作
品
は
「
交
尾
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
作
品
の
中
心
は
動
物
の
交

尾
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
「
私
」
の
感
動
を
含
む
、
擬
似
的
な
猫
の
交
尾
や
そ
れ

を
見
る
「
私
」
と
夜
警
の
組
み
合
わ
せ
(
「
そ
の
一
」
)
に
、
河
鹿
の
鳴
き
声
や

求
愛
の
姿
(
「
そ
の
二
」
)
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
私
」
は
交
尾
の
周
辺
を

語
っ
て
お
り
、
「
そ
の
ご
で
は
対
象
の
猫
の
み
な
ら
ず
、
第
三
者
で
あ
る
「
夜

瞥
」
の
存
在
意
義
も
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
お
り
、
同
様
に
、
「
そ
の
二
」
の
河

鹿
と
の
や
り
と
り
や
河
鹿
へ
の
「
私
」
の
見
る
行
為
も
注
目
に
値
す
る
の
で
あ

る
。
「
私
」
は
視
覚
を
基
本
と
し
て
、
時
に
は
聴
覚
を
も
働
か
せ
て
、
対
象
に
采

藤

猛

ネナ

り
移
り
、
あ
る
種
の
快
感
を
味
わ
う
。

本
稿
で
は
、
梶
井
の
文
学
に
特
有
の
「
見
る
・
見
ら
れ
る
」
関
係
を
軸
に
し

て
、
従
来
、
あ
ま
り
論
及
さ
れ
て
い
な
い
「
私
」
の
「
快
楽
」
の
特
色
や
、
「
交

尾
」
に
拙
か
れ
た
生
(
性
)
・
ど
死
の
有
り
様
を
考
え
、
ま
た
、
「
交
尾
」
成
立
の

一
過
程
を
推
測
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
の
豊
か
さ
の
秘
密
を
考
察
し
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9.

、。
告

h'ν元
々
、
梶
井
は
「
交
尾
」
「
そ
の
三
」
を
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
完

成
さ
れ
ず
、
結
果
と
し
て
、
「
交
尾
」
は
二
部
(
章
)
構
成
の
作
品
と
な
っ
た
。

「
そ
の
一
」
と
「
そ
の
こ
」

の
関
連
に
つ
い
て
多
く
の
論
考
が
あ
る
が
、
そ

の
多
く
は
、
両
者
の
基
本
的
な
共
通
頃
が
、
い
ず
れ
も
動
物
の
生
態
l
交
尾
を

代
表
と
す
る
ー
を
素
材
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を
見
る
「
私
」

の
様
々
な
思
い
が

表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
私
」
は
普
通
の
生

活
者
で
は
な
く
、
梶
井
と
い
う
作
者
の
こ
と
を
一
旦
、
除
外
す
る
な
ら
ば
、
「
そ

の
「
私
」
は
、
市
井
に
あ
え
ぐ
「
キ
リ
ス
ト
」
を
連
想
す
る
肺
病
患
者

の
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で
あ
り
、
「
そ
の
二
」

で
は
、

日
が
な
一
日
河
鹿
を
眺
め
暮
ら
す
辺
り
か
ら
、
そ

の
土
地
の
生
活
者
で
は
な
さ
そ
う
な
人
物
で
あ
る
。
両
者
と
も
、
喰
え
れ
ば
生

活
者
と
言
う
よ
り
、
多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
他
の
作
品
に
も
散
見

さ
れ
る
「
旅
行
者
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
。

「
そ
の
二
」
は
と
も
か
く
、
「
そ
の
ご

で
言
う
と
、
「
私
」
は
昼
間
、
仕
事

の
住
む
場
所
は
、
肺
病
患
者
に
と

を
し
て
い
そ
う
も
な
い
病
人
で
あ
る
。
「
私
」

っ
て
「
誰
で
も
が
自
ら
絶
望
し
、
自
ら
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
露
地
裏
の

町
で
あ
る
が
、
「
私
」
は
生
活
臭
の
し
な
い
人
物
で
あ
る
。
こ
の
町
で
暮
ら
し
て

い
る
と
言
う
よ
り
も
、
病
を
癒
す
た
め
に
一
時
滞
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
感

が
あ
る
。
視
点
を
広
げ
れ
ば
、
病
気
(
肺
病
)
に
よ
っ
て
、
生
か
ら
死
へ
と
移

出動
て さ
いせ
るら
物れ
干る
し途
場中
かの
ら旅
の λ

眺正
佼3 臼

は Z

長と
にも
紡で
っさ
たよ
無つ
数。

のそ
廻ん
船な
の「
や私
フ
iこが
、夜

た
だ
ぎ
っ
し
り
と
建
て
詰
ん
だ
家
の
、
同
じ
ゃ
う
な
朽
ち
か
け
た
物
干
ば
か
り
」

と
描
か
れ
る
。
こ
こ
に
は
港
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
朽
ち
か
け
た
物
干
し
場
が

破
船
で
あ
り
、
乗
船
客
が
「
私
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
前
述
の
旅
行
者
の
イ

メ
l
ジ
を
補
強
す
る
。
「
私
」
に
聞
こ
え
て
く
る
の
は
深
夜
の
生
き
物
た
ち
の
立

て
る
音
、
魚
毘
の
咳
、
セ
キ
セ
イ
の
音
な
ど
で
あ
り
、
自
に
映
る
の
は
、
露
地

や
そ
の
上
を
音
む
な
く
飛
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
踊
掘
の
影
で
あ
り
、
往
来
で
我

が
物
に
歩
く
猫
で
あ
る
。

「
私
」
は
居
場
所
を
探
す
旅
行
者
の
よ
う
に
、
自
分
を
苦
し
め
る
妄
想
か
ら

逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
物
千
し
場
で
、
「
ゲ
ツ
セ
マ
ネ
の
キ
リ
ス
ト
」
を
想
像
す

る
。
「
私
」
自
身
は
否
定
は
す
る
が
、
「
私
」
と
「
キ
リ
ス
ト
」
と
は
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
繋
が
っ
て
い
る
。
死
に
い
く
魚
屋
の
咳
を
「
可
哀
祖
だ
な
あ
」
と
思
い

つ
つ
、
自
分
の
咳
と
し
て
聞
く
「
私
」
で
あ
る
。
こ
の
夜
の
世
界
で
は
死
と
生

が
交
流
し
、
「
私
」
は
死
の
世
界
に
も
通
じ
て
お
り
、

し
っ
と
り
と
夜
の
世
界
に

浸
っ
て
い
る
。

の
前
で
一
つ
の
パ
ー
フ
ォ
マ
ン
ス
を
見
せ
る

そ
う
い
う
「
私
」

の
が
、

一
組
の
自
猫
た
ち
で
あ
る
。

彼
等
は
抱
き
合
っ
て
ゐ
る
。
柔
ら
か
く
噛
み
合
っ
て
ゐ
る
。
前
肢
で
お

互
い
に
突
張
り
合
ひ
を
し
て
ゐ
る
。
見
て
ゐ
る
う
ち
に
私
は
だ
ん
だ
ん
彼

等
の
所
作
に
悲
き
入
れ
ら
れ
て
ゐ
た
。
私
は
今
彼
等
が
噛
み
合
っ
て
ゐ
る

気
味
の
悪
い
噛
み
方
や
、
今
彼
等
が
突
張
っ
て
ゐ
る
前
肢
の
l
そ
れ
で
人

の
胸
を
突
張
る
と
き
の
可
愛
い
カ
や
を
思
ひ
出
し
た
。
ど
こ
ま
で
も
指
を

滑
り
込
ま
せ
る
温
か
い
腹
の
柔
毛
|
今
一
方
の
奴
は
そ
れ
を
揃
へ
た
後
肢

で
踏
ん
づ
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
に
可
愛
い
、
不
思
議
な
、
艶
め

か
し
い
猫
の
有
様
を
私
は
ま
だ
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
暫
く
す
る
と
彼

等
は
お
互
い
に
き
つ
く
抱
き
合
っ
た
ま
ま
少
し
も
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま

po 
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っ
た
。

そ
れ
は
交
尾
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
交
尾
以
上
に
「
艶
め
か
し
い
」
所
作

で
あ
り
、
見
て
い
た
「
私
」
は
「
彼
等
の
所
作
に
惹
き
入
れ
ら
れ
て
」
い
く
。

こ
の
時
、
「
私
」
は
猫
た
ち
の
「
突
張
っ
て
ゐ
る
前
肢
の
l
そ
れ
で
人
の
胸
を
突

張
る
と
き
の
可
愛
い
カ
や
を
思
ひ
出
し
」
す
よ
う
に
、
「
猫
」
を
感
じ
て
い
る
の

で
あ
る
。
狛
へ
の
共
感
(
感
情
移
入
)
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
感
情

移
入
の
延
長
に
は
、
「
私
」
の
「
猫
」
へ
の
体
感
が
あ
ろ
う
。

だ
が
、
「
私
」
の
気
持
ち
を
高
め
る
の
は
、
猫
の
所
作
だ
け
で
は
な
い
。
夜
の

静
か
な
町
に
、
遠
く
か
ら
聞
こ
え
る
夜
警
の
つ
く
俸
の
音
も
関
係
し
て
い
る
。

普
段
で
あ
れ
ば
、
「
私
」
は
彼
に
見
ら
れ
る
前
に
家
の
中
に
入
る
の
だ
が
、
「
し

か
し
今
夜
は
私
は
猫
が
ど
う
す
る
か
見
届
け
た
い
気
持
で
わ
ざ
と
物
千
へ
身
体

を
突
き
出
し
て
ゐ
る
こ
と
」
に
す
る
。
夜
讐
に
発
見
さ
れ
て
も
い
い
、
否
、
心



の
ど
こ
か
で
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と
言
っ
た
方
が
良
い
の
か
も

(
そ
れ
は
「
そ
の
ご
の
末
尾
の
一
文
、
「
物
子
の
上
の
私
に
は
気

付
か
な
い
で
。
」
の
口
吻
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
)

夜
警
は
だ
ん
だ
ん
近
付
い
て
来
る
。
猫
は
相
変
ら
ず
抱
き
合
っ
た
ま
ま
少

し
も
動
か
う
と
は
し
な
い
。
こ
の
互
に
絡
み
合
っ
て
ゐ
る
二
匹
の
白
猫
は

し
れ
な
い
。

私
を
し
て
韓
な
男
女
の
痴
態
を
幻
想
さ
せ
る
。
そ
れ
か
ら
涯
て
し
の
な
い

快
楽
を
抽
き
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
・
:

多
く
の
論
者
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
時
「
私
」
は
対
象
と
共
感
し
、
「
猫
」
か

ら
「
男
女
」
と
い
う
「
幻
想
」
を
通
じ
て
、
快
楽
を
得
る
、
す
な
わ
ち
、
対
象

を
変
容
し
て
快
楽
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
私
」
ほ
想
像
の
中
で
は
、
猫
た
ち

(
男
女
)
と
の
距
離
が
無
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
普
通
の
の
ぞ
き
と
違
う
の

は
、
男
女
で
は
な
く
猫
た
ち
か
ら
、
「
快
楽
を
抽
き
出
す
」
と
い
う
、
あ
る
面
で

は
積
極
的
な
想
像
力
に
よ
る
幻
想
・
変
容
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
あ
る
。

「
私
」
は
夜
警
の
存
在
な
し
で
も
、
「
快
楽
を
抽
き
出
す
」
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
が
、
「
涯
て
し
の
な
い
快
楽
を
抽
き
出
す
」
た
め
に
は
、
夜
警
と
い
う
存
在

が
必
要
で
は
な
い
の
か
。
こ
れ
は
、
見
る
と
い
う
相
互
の
行
為
の
重
層
化
故
で

あ
る
。
「
私
」
は
猫
と
夜
警
を
見
る
。
夜
警
も
猫
と
「
私
」
を
見
る
だ
ろ
う
。
猫

も
夜
警
を
見
る
だ
ろ
う
。
(
恐
ら
く
は
、
「
私
」
の
意
識
の
底
で
は
、
猫
は
「
私
」

い
ず
れ
に
せ
よ
、
三
者
が
相
互
に
見

を
見
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
)

梶井基次郎「交尾j論

る
の
で
あ
る
。

彼
(
藤
村
注
・
夜
警
)
が
さ
う
や
っ
て
眺
め
て
ゐ
る
の
を
見
て
ゐ
る
と
、

ど
う
や
ら
私
の
深
夜
の
気
持
に
も
人
と
一
緒
に
も
の
を
見
物
し
て
ゐ
る
や

う
な
感
じ
が
起
こ
っ
て
来
た
。
(
略
)
夜
警
は
猫
が
動
か
な
い
と
見
る
と

ま
た
二
足
三
足
近
付
い
た
。
す
る
と
お
か
し
な
こ
と
に
は
二
つ
の
首
が
く

し
か
し
彼
等
は
ま
だ
抱
き
合
っ
て
ゐ
る
。
私
は
寧
ろ

夜
警
の
方
が
而
白
く
な
っ
て
来
た
。

る
り
と
振
向
い
た
。

「
私
の
深
夜
の
気
持
に
も
人
と
一
緒
に
も
の
を
見
物
し
て
ゐ
る
や
う
な
感
じ

が
起
こ
っ
て
来
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
一
植
の
劇
場
化
が
行
わ
れ
る
。
「
私
」
は

見
る
だ
け
で
は
な
く
、
見
ら
れ
る
立
場
に
も
寄
り
添
っ
て
い
く
。
「
私
は
寧
ろ
夜

警
の
方
が
面
白
く
な
っ
て
来
た
。
」

「
私
」
は
夜
警
に
乗
り
移
ろ
う
と
す
る
。

し
な
が
ら
、
「
私
」
は
夜
警
と
「
一
緒
に
も
の
を

見
物
し
て
ゐ
る
や
う
な
感
じ
」
を
持
つ
。
快
楽
は
独
奏
か
ら
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
と

な
り
、
立
体
化
し
て
持
続
す
る
。

つ
ま
り
、
夜
響
が
「
猫
」
と
「
私
」
に
見
ら
れ
、
か
っ
、
「
私
」
が
夜
警
に
釆

猫
か
ら
は
「
快
楽
を
抽
き
出
」

り
移
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
彼
・
私
」
と
い
う
同
一
化
の
幻
担
を
紡
ご
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
独
特
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
こ
そ
が
、
「
交
尾
」
「
そ
の

巧
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ご
の
世
界
に
底
流
す
る
「
死
」
と
拾
抗
し
つ
つ
、
「
生
(
性
ご

の
高
み
に
到

達
し
よ
う
と
す
る
「
私
」

の
有
り
様
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
も
夜
警
の
杖
の
音
に
よ
り
、
猫
た
ち
が
逃
げ
去
っ
て
終
わ
り
と

な
る
。

夜
瞥
は
そ
れ
を
見
送
る
と
、
い
つ
も
の
や
う
に
つ
ま
ら
な
さ
う
に
再
び
杖

を
鳴
ら
し
な
が
ら
露
地
を
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
物
千
の
上
の
私
に
は

気
付
か
な
い
で
。

こ
の
「
つ
ま
ら
な
さ
う
に
」
は
夜
警
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
猫
た
ち
と
夜
警

か
ら
与
え
ら
れ
た
幻
想
と
快
楽
。
「
私
」
は
そ
の
時
、
「
生
」
を
実
感
し
て
い
る
。

し
か
じ
、
猫
た
ち
は
夜
警
に
追
わ
れ
、
夜
警
は
「
私
に
は
気
付
か
な
い
で
」
去

っ
て
行
く
。
「
私
」
は
現
実
に
戻
り
、
物
干
し
場
の
「
キ
リ
ス
ト
」
は
、
ま
た
も

や
一
人
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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「
交
尾
」
「
そ
の
二
」
は
相
場
所
・
時
間
な
ど
が
、
「
そ
の
ご
と
は
対
照
的
で

あ
る
。
例
え
ば
、
夜
か
ら
昼
へ
、
都
会
か
ら
山
間
と
い
う
よ
う
に
。
ま
ず
、
は

じ
め
に
、
こ
の
章
の
構
造
を
整
理
し
て
み
る
。

「
そ
の
一
」
は
お
お
む
ね
、
あ
る
一
夜
の
話
で
あ
っ
た
。
対
し
て
、
「
そ
の
二
」

は
、
何
日
か
に
わ
た
る
三
つ
の
、
旅
行
者
と
し
て
の
「
私
」
の
経
験
を
描
い
て

い
る
。
作
品
の
進
行
順
に
言
え
ば
、
は
じ
め
の
経
験
が
「
自
然
の
中
で
河
鹿
を

見
る
こ
と
」
で
、
二
番
目
の
も
の
が
「
捕
ま
え
て
き
た
河
鹿
を
見
る
こ
と
」
で
、

三
番
目
の
も
の
が
、
こ
の
章
の
メ
イ
ン
の
「
河
鹿
の
鳴
き
戸
と
そ
の
交
尾
を
見

る
こ
と
」
で
あ
る
。
一
・
二
番
目
の
も
の
は
導
入
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、

単
な
る
導
入
部
分
で
は
な
い
。

語
り
手
の
一
番
目
の
経
験
は
、
梶
井
文
学
に
お
な
じ
み
の
「
見
る
こ
と
に
よ

る
変
容
」
を
的
確
に
、
か
つ
典
型
的
に
表
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
成
就
す

る
た
め
に
、
「
私
」
は
色
々
苦
労
し
て
い
る
。
河
鹿
を
見
る
た
め
に
、
ま
ず
「
大

胆
に
・
神
速
に
」
彼
等
に
近
づ
き
、
「
身
を
ひ
そ
め
て
凝
と
」
す
る
。
次
に
「
俺

は
石
だ
ぞ
。
俺
は
石
だ
ぞ
。
」
と
念
じ
、
石
に
な
り
、
「
眼
だ
け
は
ら
ん
ら
ん
と

さ
せ
」
、
河
鹿
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
苦
労
の
多
い
行
為
で
あ
る
が
、

「私」

の
苦
行
(
観
察
)

は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

，
こ
ん
な
風
に
し
て
真
近
に
河
鹿
を
眺
め
て
ゐ
る
と
、
時
々
不
思
議
な
気

持
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
(
略
)
そ
の
河
鹿
は
瀬
の
石
と
石
と
の
問
に
出

来
た
小
さ
な
流
れ
の
前
へ
立
っ
て
、
あ
の
奇
怪
な
顔
付
で
じ
っ
と
水
の
流

れ
る
の
を
見
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
姿
が
南
画
の
河
童
と
も
漁
師
と

も
つ
か
ぬ
点
景
人
物
そ
っ
く
り
に
な
っ
て
来
た
、
と
思
ふ
聞
に
彼
の
前
の

小
さ
い
流
れ
が
サ
ッ
!
と
広
々
し
た
江
に
変
じ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
瞬
間

(nJ 
鹿私
がも
「ま
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画そ
のの
がJ天
童地
主，の

も孤
漁客
師た
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く
り

な
っ

て
」
、
周
辺
が
「
サ
ッ
!
と
広
々
し
た
江
に
変
じ
」
て
、
「
そ
の
瞬
間
私
も
ま
た

そ
の
天
地
の
孤
客
た
る
こ
と
を
感
じ
た
」
、
す
な
わ
ち
、
「
私
」
は
「
天
地
の
孤

客
」
と
な
り
、
河
鹿
と
共
に
存
在
を
変
容
さ
せ
、
同
様
の
存
在
に
な
っ
た
、
も

し
く
は
「
私
」
が
河
鹿
に
乗
り
移
っ
た
の
で
あ
る
。
比
喰
的
に
言
え
ば
、
い
わ

ば
両
者
は
一
体
に
な
っ
一
む
と
見
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
、
河
鹿
へ
の
感
情
移
入
は
、
「
私
」
自
身
も
言
う
よ
う
に
、
「
不
思
議

な
気
持
」
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
そ
の
ご
の
場
合
や
他
の
作
品
の
も
の
と
比
べ

る
と
、
そ
れ
は
落
ち
着
い
た
変
容
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
自
他
一
体
化

へ
の
、
想
像
に
よ
る
強
烈
な
快
感
が
描
写
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
注
目

す
べ
き
は
こ
の
経
験
が
、
「
最
も
自
然
な
状
態
で
河
鹿
を
眺
め
て
ゐ
た
と
云
ひ
得

る
か
も
し
れ
な
い
」
と
、
語
り
手
の
「
私
」
が
言
う
こ
と
で
あ
る
。
常
人
に
は

困
難
な
眺
め
方
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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こ
の
「
最
も
自
然
な
状
態
」
で
の
眺
め
方
の
考
察
が
、
次
に
語
ら
れ
る
経
験

で
あ
る
。
「
私
」
は
河
鹿
を
捕
ま
え
て
き
て
観
察
し
よ
う
と
す
る
が
、
河
鹿
は
「
自

然
な
状
態
」
を
見
せ
て
く
れ
な
い
。
「
私
」
は
退
屈
し
て
、
そ
の
う
ち
、
何
鹿
の

存
在
を
「
忘
れ
て
し
ま
っ
て
円
逆
に
「
私
」
の
「
自
然
な
状
態
」
を
、
河
鹿
に

「
見
ら
れ
て
し
ま
」
う
。
見
る
立
場
が
見
ら
れ
て
し
ま
う
立
場
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
、
ど
ち
ら
か
が
優
位
に
あ
る
と
の
判
断
も
な
い
。
こ
の
自
由
さ

が
加
茂
章
氏
の
言
う
如
く
、
「
東
洋
的
視
点
」
に
よ
ろ
う
し
、
「
私
」
の
自
他
一



体
化
の
前
提
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
「
最
も
自
然
な
状
態
」
と
い
う
よ
う
に
、

想
像
力
の
関
与
は
な
い
が
、
心
を
澄
み
渡
ら
せ
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
経
験
の
後
、
「
私
」
は
「
彼
等
を
自
然
に
眺
め
る
」
た
め
、
「
あ

る
河
鹿
の
よ
く
鳴
く
日
」
、
渓
に
行
く
。
だ
が
、
「
私
」
は
瀬
の
そ
ば
に
行
っ
た

時
、
瑠
璃
の
哨
っ
て
い
る
の
を
聞
く
。
「
瑠
璃
は
河
鹿
と
同
じ
く
そ
の
頃
の
渓
聞

を
い
か
に
も
楽
し
い
も
の
に
思
わ
せ
る
烏
だ
」
が
、
瑠
璃
は
ご
つ
の
ホ
ラ
に

の
で
、
「
い
か
に
も
我
と
我
が
戸
の
反
響
を
楽
し
ん

は
た
だ
一
羽
し
か
い
な
い
」

で
ゐ
る
も
の
の
戸
だ
っ
た
。
」
こ
れ
は
、
後
出
の
河
鹿
た
ち
の
「
合
唱
」
と
は

違
う
。
こ
こ
で
「
私
」
が
瑠
璃
の
こ
と
を
語
っ
た
の
は
、
「
そ
の
頃
毎
日
の
や
う

に
誤
聞
を
遊
び
枕
け
て
ゐ
た
私
」
の
口
ず
さ
み
1

ピ
ラ
の
瑠
璃
、
セ
コ
ノ
タ
キ
へ
来
れ
ば
セ
コ
ノ
タ
キ
の
瑠
璃
」
!
と
関
連
が
あ

ろ
う
。
狐
独
だ
が
、
自
己
を
楽
し
む
、
「
私
」
の
於
持
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
こ
に

「
私
」
の
心
情
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
私
」
は
瑠
璃
に
自
分
を

投
影
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
今
の
「
私
」
の
目
的
は
河
鹿
の
鳴
き
声
を
聞
く
こ
と
で
あ
る
。
た
く

さ
ん
の
河
鹿
た
ち
の
合
唱
(
音
楽
)
は
、
「
瀬
を
ど
よ
も
し
て
響
い
て
ゐ
」
て
、

聴
覚
と
視
覚
が
相
侠
っ
て
表
現
さ
れ
る
。

遠
く
の
方
か
ら
風
の
渡
る
や
う
に
響
い
て
来
る
。
そ
れ
は
近
く
の
瀬
の
波

頭
の
聞
か
ら
高
ま
っ
て
来
て
、
眼
の
下
の
一
団
で
高
潮
に
達
し
る
。
そ
の

「
ニ
シ
ピ
ラ
へ
行
け
ば
ニ
シ

梶井基次郎「交尾J論

伝
搭
は
微
妙
で
、
絶
え
ず
沸
き
起
り
絶
え
ず
揺
れ
動
く
一
つ
の
ま
ぼ
ろ
し

を
見
る
や
う
で
あ
る
。

何
鹿
た
ち
の
戸
が
ご
つ
の
ま
ぼ
ろ
し
」
を
生
み
、
微
妙
な
伝
織
と
い
う
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
波
動
が
、
「
私
」
に
島
討
を
任
せ
る
伏
さ
を
与
え
て
い
る
。
し
か
も
、

「
私
」
は
こ
の
鳴
き
声
が
原
始
の
時
期
か
ら
の
も
の
だ
と
知
っ
て
い
る
。

科
学
の
教
へ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
地
球
に
は
じ
め
て
戸
を
持
つ
生

物
が
産
れ
た
の
は
石
炭
紀
の
両
楼
類
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

れ
が
こ
の
地
球
に
響
い
た
最
初
の
生
の
合
唱
だ
と
思
ふ
と
い
く
ら
か
壮
烈

な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。

「
私
」
は
時
間
の
枠
を
超
え
て
、
「
今
」
を
離
れ
、
原
始
の
時
代
に
思
い
を
馳

せ
、
こ
う
結
論
づ
け
る
。
彼
等
の
戸
は
、
「
聞
く
者
の
心
を
震
は
せ
、
胸
を
わ
く

わ
く
さ
せ
、
遂
に
は
一
棋
を
催
さ
せ
る
や
う
な
種
類
の
音
し
楽
で
あ
る
」
と
。

求
愛
の
合
唱
は
、
「
私
」
に
か
く
の
如
き
快
感
を
与
え
、
感
動
さ
せ
て
い
る
。

彼
は
、
「
揺
れ
動
く
一
つ
の
ま
ぼ
ろ
し
」
と
共
鳴
し
て
、
心
身
を
揺
る
が
せ
て
そ

の
音
楽
に
陶
酔
す
る
。

次
に
、
「
私
」
は
一
匹
の
雄
を
認
め
る
。
相
手
は
「
石
の
蔭
に
温
柔
し
く
控
え

て
ゐ
る
雌
」
で
あ
る
。
「
そ
の
う
ち
に
雄
の
芦
は
冴
え
て
」
「
鳴
く
聞
が
だ
ん
だ

ん
迫
っ
て
来
た
」
。
雄
の
求
愛
が
高
ま
っ
て
い
き
、
何
事
か
起
こ
る
こ
と
を
「
私
」
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も
期
待
す
る
。

す
る
と
、
案
の
上
、
雄
は
そ
の
烈
し
い
鳴
き
方
を
ひ
た
と
鳴
き
や
め
た
と

思
ふ
聞
に
、
す
る
す
る
と
石
を
下
り
て
水
を
渡
り
は
じ
め
た
。
こ
の
と
き

そ
の
可
憐
な
風
情
ほ
ど
私
を
感
動
さ
せ
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
彼
が
水
の

上
を
雌
に
求
め
寄
っ
て
ゆ
く
、
そ
れ
は
人
間
の
子
供
が
母
親
を
見
付
け
て

甘
え
泣
き
に
泣
き
な
が
ら
駆
け
寄
っ
て
行
く
と
き
と
少
し
も
変
っ
た
こ
と

は
な
い
。
「
ギ
ヨ
・
ギ
ヨ
・
ギ
ョ
・
ギ
ヨ
」
と
鳴
き
な
が
ら
泳
い
で
行
く
の

で
あ
る
。
こ
ん
な
一
心
に
も
可
憐
な
求
震
が
あ
る
も
の
だ
ら
う
か
。
そ
れ

に
は
私
は
す
っ
か
り
あ
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

河
鹿
の
雄
の

二
心
に
も
可
憐
な
求
愛
」
に
、
「
私
」
は
「
す
っ
か
り
あ
て

ら
れ
て
し
ま
」
う
。
「
私
」
は
、
「
子
供
が
母
親
を
見
付
け
て
甘
え
泣
き
に
泣
き
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そ
れ
は
河
鹿
の
露
わ
な
欲
望
の

放
射
で
は
な
く
、
「
可
憐
な
風
情
」
と
受
け
止
め
ら
れ
、
交
尾
(
性
)
の
持
つ
暗

い
面
が
浄
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
描
写
で

な
が
ら
駆
け
寄
っ
て
行
く
」
姿
を
想
起
す
る
。

も
同
慌
で
あ
る
。

そ
し
て
、
彼
等
は
交
尾
し
た
。
爽
や
か
な
清
流
の
な
か
で
。
ー
し
か
し
、

少
な
く
と
も
彼
等
の
痴
情
の
美
し
さ
は
水
を
渡
る
と
き
の
可
憐
さ
に
如
か

よ
‘
っ
こ
。
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実
際
の
河
鹿
の
求
愛
・
交
尾
の
様
子
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
私
」
は
彼
等
の

交
尾
を
も
「
痴
情
の
美
し
さ
」
と
受
け
止
め
、
描
写
し
た
の
で
あ
る
。
「
爽
や
か

な
清
流
の
な
か
で
。
」
と
い
う
一
文
も
、
交
尾
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
浄
化
す
る
。

続
い
て
、
末
尾
の
一
文
、
「
世
に
も
美
し
い
も
の
を
見
た
気
持
で
、
暫
ら
く
私

は
瀬
を
揺
が
す
河
鹿
の
世
間
'
の
な
か
に
没
し
て
ゐ
た
。
」
に
よ
っ
て
、
「
私
」
の
見

る
行
為
に
よ
る
感
動
(
陶
酔
)
が
描
か
れ
て
終
わ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
そ
の
こ
」
は
浄
化
さ
れ
た
雄
雌
の
交
尾
の
あ
ら
ま
し
を
描
写

す
る
こ
と
で
、
山
場
を
作
る
。
し
か
し
、
「
そ
の
ご
の
猫
の
交
尾
の
エ
ロ
テ
イ

ズ
ム
と
比
べ
て
、
こ
ち
ら
の
方
は
具
体
的
描
写
が
欠
如
し
て
い
る
(
あ
る
い
は
、

欠
如
せ
ざ
る
を
得
な
い
)
故
に
、
「
私
」
の
感
情
移
入
は
交
尾
以
前
の
行
為
に
移

さ
れ
、
交
尾
そ
の
も
の
の
描
写
が
あ
っ
さ
り
す
ま
さ
れ
て
い
る
の
は
、
注
目
に

値
す
る
。

「
交
尾
」

い
ず
れ
も
実
際
の
生
活
者
の
住
む
世
界
と
言
う
よ
り

の
世
界
は
、

は
、
旅
行
者
で
あ
る
語
り
手
の
作
る
特
殊
な
世
界
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
そ
の
ご

は
ど
こ
か
の
下
町
の
話
で
あ
る
が
、
そ
の
世
界
は
現
実
の
も
の
で
は
な
く
、
作

品
世
界
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
変
形
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
夜
の
情
景

で
あ
る
の
だ
か
ら
「
沈
黙
」
の
雰
囲
気
が
遁
洩
し
て
い
る
の
は
仕
方
無
い
に
し

て
も
、
猫
た
ち
以
外
が
み
な
、
「
生
」
か
ら
速
い
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

普
通
、
下
町
が
発
散
す
る
と
恩
わ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
読
み
取
れ
ず
、
倦
怠
と

敗
残
の
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
。

仮
に
、
こ
こ
が
梶
井
の
住
ん
だ
大
阪
(
住
吉
区
王
子
町
)
だ
と
す
る
と
、
ど

う
だ
ろ
う
か
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
現
実
の
大
阪
と
「
交
尾
」
の
「
町
」
と

は
違
う
の
だ
が
、
作
者
・
梶
井
の
大
阪
の
町
や
そ
こ
に
住
む
人
々
に
対
す
る
意

識
を
、
「
交
尾
」
に
接
続
し
て
類
縁
性
を
持
つ
作
品
「
の
ん
き
な
患
者
」
(
「
中

昭
和
七
年
一
月
)
か
ら
探
し
て
み
た
い
。
小
説
に
描
か
れ
て
い
る
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イ
メ
ー
ジ
を
確
認
し
た
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
大
阪
の
市
が
南
へ
南
へ
伸
び
て
行
か
う
と
し
て
十
何
年
か
前
ま
で

は
ま
だ
草
深
い
悶
舎
で
あ
っ
た
土
地
を
ど
ん
ど
ん
住
宅
や
学
校
、
病
院
な

ど
の
地
帯
に
し
て
し
ま
ひ
、
そ
の
問
へ
ま
た
そ
こ
の
地
元
の
百
姓
で
あ
っ

た
地
主
た
ち
の
建
て
た
小
さ
な
長
屋
が
た
く
さ
ん
出
来
て
、
野
原
の
名
残

り
が
年
毎
に
そ
の
影
を
消
し
て
行
き
つ
つ
あ
る
と
い
ふ
風
の
町
な
の
で
あ

っ
た
。

そ
う
い
う
町
に
住
む
人
々
に
対
し
て
、
「
の
ん
き
な
患
者
」
の
主
人
公
(
吉
田
)

は
、
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
色
々
な
こ
と
に
気
付
く
。
例
え
ば
「
聾
」
の
「
お

婆
さ
ん
」
の
場
合
を
通
じ
て
、
吉
田
は
こ
う
思
う
。

(
前
略
)
そ
の
お
婆
さ
ん
も
何
の
気
兼
ね
も
な
し
に
近
所
仲
間
の
仲
間
入

り
が
出
来
る
の
で
、
そ
れ
が
飾
り
も
な
に
も
な
い
か
う
し
た
町
の
生
活
の



真
実
な
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
知
っ
て
見
て
は
じ
め
て

吉
岡
に
も
会
得
の
ゆ
く
こ
と
な
の
だ
っ
た
。

ま
た
、
肺
病
と
戦
う
迷
信
的
な
人
々
に
対
し
て
、
彼
は
馬
鹿
馬
鹿
し
い
と
思
い

な
が
ら
も
、
同
情
的
な
眼
を
持
つ
ロ
吉
田
も
肺
病
患
者
で
あ
り
、
他
の
患
者
の

悲
惨
な
現
状
を
知
る
こ
と
は
、
翻
っ
て
は
自
己
認
識
へ
の
道
で
も
あ
る
。
彼
は

肺
病
の
荒
物
屋
の
「
娘
の
死
ん
で
行
っ
た
淋
し
い
気
持
な
ど
を
思
い
遣
っ
て
ゐ

る
う
ち
に
、
不
知
不
識
の
聞
に
す
っ
か
り
自
分
の
気
持
が
頼
り
な
い
変
な
気
持

死
ん
で
い
く
者
の
気
持
ち
を
、
自
分
の
も
の
に
す
る
の
で

な
っ
て
し
ま
」
う
。

あ
る
。

(
前
略
)
吉
凶
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
殆
ど
は
じ
め
て
の
意
識
し
て
世
間
と

い
ふ
も
の
を
見
る
生
活
だ
っ
た
。
し
か
し
、
さ
う
は
い
っ
て
も
吉
田
は
い

つ
も
家
の
中
に
引
込
ん
で
ゐ
て
、
そ
ん
な
知
識
と
い
ふ
も
の
は
大
抵
家
の

者
の
口
を
通
じ
て
入
っ
て
来
る
の
だ
っ
た
が
、
吉
岡
は
さ
っ
き
の
荒
物
屋

の
娘
の
目
高
の
や
う
に
自
分
に
す
す
め
ら
れ
た
肺
病
の
薬
と
い
ふ
も
の
を

通
じ
て
見
て
も
、
さ
う
い
ふ
世
間
が
こ
の
病
気
と
戦
っ
て
ゐ
る
戦
の
暗
黒

さ
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
た
。

似
た
よ
う
な
経
験
を
、
吉
田
は
「
あ
る
教
会
」
に
勧
誘
す
る
女
と
出
会
っ
た

時
に
味
わ
い
、
世
間
の
懸
命
さ
を
知
る
。

吉
田
は
な
あ
ん
だ
と
い
ふ
気
が
し
た
と
同
時
に
自
分
等
の
思
っ
て
ゐ
る
よ

梶井基次郎「交尾J論

り
は
温
か
に
現
実
的
な
そ
し
て
一
所
懸
命
な
世
の
中
と
い
ふ
も
の
を
感
じ

た
の
だ
っ
た
。

「
交
尾
」
が
構
想
・
執
筆
さ
れ
た
の
は
昭
和
五
年
で
あ
る
か
ら
、
「
の
ん
き
な

患
者
」
か
ら
の
以
上
の
引
用
の
で
き
ご
と
は
大
体
、
そ
れ
よ
り
少
し
前
か
、
ほ

ぽ
同
時
期
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
吉
聞
が
肺
病
患
者
(
死
ん
で
い
く
者
)

へ
の
同
情
と
、
肺
病
の
暗
黒
さ
を
徐
徐
に
実
感
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
と
、
世

聞
の
「
遥
か
に
現
実
的
な
そ
し
て
一
所
懸
命
」
さ
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は

世
間
に
懸
命
に
生
き
る
人
た
ち
を
意
識
し
て
、
生
き
る
辛
さ
や
悲
し
み
を
実
感

し
始
め
る
と
言
っ
て
良
い
。

「
交
尾
」
「
そ
の
ご
に
拙
か
れ
た
夜
の
町
は
、
こ
う
い
っ
た
「
世
間
」
の
人

々
が
寝
静
ま
っ
た
後
の
世
界
で
あ
る
が
、
眠
ら
れ
ぬ
肺
病
患
者
た
ち
は
起
き
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
忘
れ
ら
れ
た
「
セ
キ
セ
イ
」
の
よ
う
な
も
の
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
、
彼
等
の
想
念
の
中
で
、
「
夜
中
に
な
っ
て
変
て
こ
な
物
音
を
た

て
る
生
物
に
な
っ
て
し
ま
」
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
自
由
気
偉
に
露
地
を
悠
々

と
歩
く
猫
た
ち
の
よ
う
で
あ
り
た
い
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
「
私
」
は

そ
う
で
あ
ろ
う
、

そ
れ
故
に
、
猫
た
ち
に
共
感
し
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
「
私
」
の
周
り
に
は
、
「
死
」
が
・
取
り
巻
い
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

彼
は
物
干
し
場
に
件
ん
で
、
「
市
に
嘆
け
る
」
「
キ
リ
ス
ト
の
絵
像
」
を
連
想
す

る
。
「
妄
想
と
い
ふ
怪
獣
の
餌
食
と
な
り
度
く
な
い
た
め
」
に
物
干
し
場
に
い
る

の
だ
が
、
「
自
分
の
今
出
て
ゐ
る
物
干
が
な
ん
と
な
く
さ
う
し
た
ゲ
ツ
セ
マ
ネ
の

司
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や
う
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
」
の
で
あ
る
。
「
グ
ツ
セ
マ
ネ
」
は
キ
リ
ス
ト
が

十
字
架
に
か
か
る
前
夜
、
最
後
の
祈
り
を
し
た
場
所
で
あ
る
。
「
私
」
は
、
キ
リ

ス
ト
の
よ
う
に
嘆
い
た
り
、
祈
っ
た
り
は
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

一
生
懸

命
に
生
き
る
人
々
の
悲
し
み
を
知
る
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
に
近
付
い
て
は
い
ま
い

か
。
そ
う
い
っ
た
地
点
か
ら
、
魚
屋
の
咳
や
セ
キ
セ
イ
の
た
て
る
音
を
聞
き
、

猫
た
ち
を
見
る
。
猫
は
生
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
の
対
極
に
あ
る
の
が
「
夜
警
」

で
あ
ろ
う
。

こ
の
夜
警
は
昼
は
葬
儀
屋
を
や
っ
て
ゐ
る
。
な
ん
と
も
云
へ
な
い
陰
気
な

感
じ
の
す
る
男
で
あ
る
。
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こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
延
長
に
、
五
十
嵐
誠
毅
氏
が
指
摘
す
る
「
死
の
代
理
人
」
、

す
な
わ
ち
『
死
神
」
が
か
い
ま
見
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
聞
の
世
界
の
中
で
の
、

生
の
燃
焼
と
死
の
登
場
、
し
か
も
、
見
る
「
私
」
は
独
自
の
「
キ
リ
ス
ト
」
で

あ
り
、
生
に
も
死
に
も
接
近
す
る
。
猫
た
ち
・
夜
警
・
「
私
」
と
い
う
三
者
の
絡

み
合
い
。
こ
の
時
、
「
私
」
に
、
相
像
力
に
よ
る
「
男
女
の
痴
態
」
の
「
涯
て
し

の
な
い
快
楽
」
を
超
え
た
も
の
が
訪
れ
て
は
い
ま
い
か
。
瞬
間
的
で
は
あ
る
が
、

前
述
の
一
種
の
劇
場
化
に
よ
る
自
己
解
放
の
快
楽
で
あ
り
、
複
合
的
に
そ
の
背

キ
リ
ス
ト
を
想
う
「
私
」
に
訪
れ
る
生
き
る
こ
と
へ
の
悲
し
み
で

後
に
あ
る
‘

あ
る
。生

と
死
の
対
決
に
「
私
」

は
参
加
し
つ
つ
、
何
ご
と
か
が
起
さ
る
こ
と
を
期

持
す
る
。
だ
が
、
(
「
交
尾
」
『
そ
の
二
」
の
何
鹿
た
ち
と
は
違
い
)
、
猫
は
「
一
一

条
の
放
射
線
と
な
っ
て
」
逃
げ
去
り
、
夜
警
は
「
い
つ
も
の
や
う
に
つ
ま
ら
な

さ
う
に
再
び
杖
を
鳴
ら
し
な
が
ら
」
「
私
に
気
付
か
な
い
で
」
「
立
ち
去
っ
て
し

ま
」
う
。
夜
警
は
死
神
に
な
れ
な
か
っ
た
し
、
ド
ラ
マ
を
生
ま
な
か
っ
た
。

も
し
か
す
る
と
、
「
私
」
は
夜
弊
に
、
自
分
と
同
じ
「
キ
リ
ス
ト
」
を
期
待
・

連
想
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
病
の
人
間
(
魚
屋
)
を
憐
れ
む
と
い
う
知
く
、

人
々
の
ご
所
懸
命
さ
」
を
知
る
以
前
の
「
私
』
で
あ
れ
ば
、
夜
警
も
嫌
な
奴

で
し
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
同
様
に
「
キ
リ
ス
ト
」
を
連
想
し
な
い

「
私
」
で
あ
れ
ば
、
猫
た
ち
の
交
尾
が
単
な
る
欲
望
の
引
き
金
や
、
快
楽
を
生

む
に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
「
私
」
は
「
市
に
喫
け
る
ク

リ
ス
ト
」
に
近
づ
い
て
お
り
、
人
々
の
悲
し
み
を
、
ま
た
、
必
然
的
に
自
己
の

悲
し
み
を
も
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
欲
望
を
超
え
て
、

猫
・
夜
警
と
共
に
荷
揚
し
、
『
生
(
性
ご
の
素
晴
ら
し
さ
を
夢
見
た
の
で
は
な

し
カ

こ
う
し
て
、
様
々
な
悲
し
み
・
名
残
惜
し
さ
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
、
「
交
尾
」

の
世
界
は
閉
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
そ
の
ご四

「
交
尾
」
「
そ
の
二
」
は
、
梶
井
の
湯
が
島
で
の
体
験
を
元
に
書
き
上
げ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
ど
の
程
度
実
体
験
に
基
づ
く
も
の
か
を
、
わ
ず
か
で
は
あ
る

が
、
当
時
の
書
館
か
ら
探
っ
て
み
る
。此

処
の
河
鹿
を
き
く
と
僕
は
ま
だ
河
鹿
を
き

河
鹿
が
も
う
鳴
い
て
ゐ
る

か
な
か
っ
た
自
分
か
と
疑
ひ
度
く
な
っ
て
来
る

こ
ん
な
悲
し
く
寂
び
た

時
戸
を
す
る
も
の
は
な
い
と
思
ふ

今
は
ま
だ
少
な
い
が
そ
ん
な
に
多
く

時
い
て
は
欲
し
く
な
い
と
思
ふ

(
昭
和
二
年
四
月
十
一
日
付
)

-62一

座
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
各
々
石
の

今
日
渓
へ
お
り
て
河
鹿
を
聴
い
た

上
の
四
匹
の
何
胞
が
見
え
る
川
下
の
方
か
ら
幽
か
な
鳴
戸
が
き
こ
え
て

来
る
、
と
河
下
の
奴
か
ら
順
に
鳴
き
出
す
、
一
匹
は
鳴
か
な
い
、
そ
れ
は

雌
だ
、
維
は
一
尺
程
の
距
離
の
石
の
上
に
ゐ
る
、
そ
い
つ
が
鳴
く
と
雌
は

か
す
か
に
答
へ
て
ゐ
た
よ
う
だ
、
瞥
く
す
る
と
雄
が
一
尺
程
の
水
を
鳴
き

な
が
ら
渡
っ
て
来
て
雌
の
上
へ
と
び
つ
い
た
、
そ
し
て
僕
は
グ
ロ
テ
ス
ク

と
呼
び
得
る
や
う
な
交
尾
を
見
た
、
(
同
年
五
月
七
日
付
)

桜
の
警
も
も
う
花
弁
を
覗
か
せ
て
ゐ

湯
が
島
は
昨
今
非
常
に
温
か
で
す

直
ぐ
河
鹿
が
鳴
き
は
じ
め
ま
す

(
昭
和
三
年
三
月
二
十
日
付
)

ま
す



河
鹿
に
関
し
て
は
、
一
番
目
の
河
鹿
の
鳴
き
戸
に
つ
い
て
の
も
の
と
、
二
番

目
の
河
鹿
の
交
尾
の
実
体
験
の
報
告
が
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
(
二
番
目
の
も

の
は
「
交
尾
」
を
論
じ
る
場
合
、
よ
く
引

mさ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
)
そ
れ
ぞ

れ
、
作
品
と
量
的
に
違
う
の
で
比
較
し
に
く
い
の
だ
が
、
微
妙
な
点
で
食
い
違

っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
番
目
の
も
の
は
、
「
今
は
ま
だ
少
な
い
が
そ
ん
な

に
多
く
出
叩
い
て
は
欲
し
く
な
い
と
思
ふ
」
と
い
う
点
で
あ
り
、
二
番
目
の
も
の

は
、
「
(
暫
く
す
る
と
雄
が
一
尺
程
の
水
を
鳴
き
な
が
ら
渡
っ
て
来
て
)
雌
の
上

へ
と
び
つ
い
た
、
そ
し
て
僕
は
グ
ロ
テ
ス
ク
と
呼
び
得
る
や
う
な
交
尾
を
見
た
」

点
で
あ
る
。

梶井基次郎「交尾J論

の
中
で
河
鹿
た
ち
の
「
生
の
合
唱
」
は
、

あ
る
が
、
残
さ
れ
た
梶
井
の
他
の
書
簡
で
は
、
彼
等
の
合
唱
(
「
生
の
合
唱
」
)

に
関
し
て
の
記
述
は
な
い
し
、
逆
に
、
昭
和
二
年
の
四
月
の
段
階
で
は
、
河
鹿

た
ち
の
合
唱
を
好
ん
で
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
河
鹿
の
交
尾
に
つ
い

て
は
、
「
グ
ロ
テ
ス
ク
と
呼
び
得
る
や
う
な
交
尾
」
と
表
現
し
て
お
り
、
「
雄
が

一
尺
程
の
水
を
鳴
き
な
が
ら
渡
っ
て
来
て
雌
の
上
へ
と
び
つ
い
た
」
と
い
う
記

述
に
、
「
交
尾
」
に
あ
る
「
可
憐
な
風
情
」
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
梶

井
の
湯
が
島
滞
在
は
一
年
以
上
に
渡
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
別
の
時
に
、
「
交
尾
」

に
拙
か
れ
た
よ
う
な
経
験
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
今
は
残
っ
て
い
な

い
書
簡
に
舎
か
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
「
交
尾
」
執
筆
は
昭
和
五

年
で
あ
る
か
ら
、
歳
月
の
経
過
が
記
憶
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
美
化
や
新
た
な

感
動
の
事
実
を
生
ん
だ
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
の
だ
が
、
残
っ
て
い
る
書
簡

か
ら
推
測
す
る
に
、
中
核
が
こ
う
も
違
っ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
、
作
品
の
た

め
に
経
験
(
実
見
)
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
、
も
し
く
は
、
作
品
の
文
学
性
の
た

「
交
尾
」

一
つ
の
読
み
ど
こ
ろ
で

め
に
新
た
に
作
り
上
げ
た
と
考
え
た
方
が
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ま
一
つ
、
梶
井
の
「
交
尾
」
創
作
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え

た
と
思
わ
れ
る
小
説
を
見
て
み
た
い
。
そ
れ
は
尾
崎
士
郎
の
「
河
鹿
」
(
「
新
潮
」

昭
和
三
年
九
月
)
で
あ
る
。
既
に
、
こ
の
小
説
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
貞

美
氏
が
指
摘
し
て
、
「
末
尾
シ

l
ン
が
似
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
尾
崎
が
揚
が
島

滞
在
中
に
基
次
郎
の
話
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い

る
。
ま
た
、
梶
井
が
「
交
尾
」
を
発
表
し
た
後
、
そ
れ
ま
で
喧
嘩
別
れ
し
て
い

た
尾
崎
か
ら
手
紙
が
来
る
(
昭
和
六
年
一
月
十
日
)
。
そ
れ
に
対
す
る
梶
井
の
書

簡
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
の
辺
の
事
情
を
鈴
木
氏
は
次
の
よ
う
に
推
測
す
る
。

こ
こ
で
、

尾
崎
の
手
紙
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
簡
単
な
文
面
だ
っ
た
こ
と
は
基
次
郎

の
返
信
か
ら
わ
か
る
。
舎
か
れ
で
あ
っ
た
の
は
称
賛
の
辞
だ
っ
た
ろ
う
。

基
次
郎
は
「
交
尾
」
「
そ
の
二
」
に
つ
い
て
、
尾
崎
士
郎
が
す
で
に
「
河

鹿
」
を
書
い
て
い
る
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
た
。
し
か
し
、
河
鹿
の
交
尾

に
つ
い
て
自
分
が
湯
が
島
で
尾
崎
に
教
え
た
こ
と
で
は
あ
る
し
、
そ
れ
を

自
分
が
書
く
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
尾
崎
に
告
げ
る
の
も
お
か
し
い
と
思
っ
て

い
た
。
そ
ん
な
自
分
の
気
掛
か
り
が
、
ま
る
で
尾
崎
に
通
じ
た
か
の
よ
う

な
手
紙
だ
っ
た
。
そ
ん
な
ふ
う
に
推
測
さ
れ
る
。

多
分
、
鈴
木
氏
の
推
測
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
梶
井
の
話
を
元
に
尾
崎
が
小
説

の
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
「
河
鹿
」
を
書
い
た
の
は
事
実
だ
ろ
う
。
だ
が
、
話
の
元
ネ

グ
は
梶
井
の
も
の
で
あ
る
が
、
尾
崎
の
「
河
鹿
」
が
あ
る
以
上
、
梶
井
は
そ
の

存
在
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
つ
ま
り
、
梶
井
は
揚
が
島
で
の
体
験

の
上
に
、
尾
崎
の
「
河
鹿
」
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
「
交
尾
」
を
執
筆
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
次
の
梶
井
の
尾
崎
宛
の
書
簡
に
表
れ
て
い
る
の
で
は

h
h

、当。

J

，E'
u
w
品川
M
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お
葉
舎
を
い
た
y
き
ま
し
た
と
き
は

何
だ
か
ハ
ツ
と
し
た
や
う
な
気

殊
に
去
年
の
暮
か
ら
思
ひ
煩
ひ

さ
て
僕
の
方
か
ら
は
何
と
も
申
し
上
げ
や
う
も
な
い
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で

何
だ
か
そ
れ
が
感
応
の
や
う
な
気
持
が
し
て

持
で
し
た

そ
れ
は
僕
が
去
年
か
ら

す

ハ
ツ
と
し
た
訳
で
し

簡
単
な
字
句
な
が
ら

あ
ん
な
嬉
し
く
思
っ
た
こ

た

お
葉
書
頂
い
て

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

(
昭
和
六
年
一
月
十
七
日
付
)

「
去
年
の
暮
か
ら
思
ひ
煩
ひ
」
と
い
う
文
句
に
、
素
材
が
同
一
だ
と
い
う
考

慮
だ
け
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
「
交
尾
」
に
、
尾
崎
の
「
河
鹿
」
か
ら
何
ら
か

の
影
響
が
あ
り
、
そ
れ
が
梶
井
を
し
て
、
「
思
ひ
煩
ひ
」
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。

尾
崎
の
「
河
鹿
」
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
た
と
い
う
危
棋
や
、
も
し
く

は
そ
う
で
は
な
い
が
、
二
番
煎
じ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点
を
、
彼
は
恐

れ
た
の
で
は
な
い
か
。
(
そ
れ
ら
は
尾
崎
の
賛
辞
に
よ
っ
て
解
消
し
た
だ
ろ
う
。
)

そ
れ
ら
を
回
避
す
る
た
め
に
、
梶
井
は
「
交
尾
」
に
、
尾
崎
の
「
何
鹿
」
と

違
う
独
自
性
を
出
そ
う
と
し
た
に
違
い
な
い
。
が
、
結
果
と
し
て
は
成
功
し
た

の
だ
が
、
独
自
性
を
出
す
た
め
か
、
「
交
尾
」
の
執
筆
は
、
ど
う
や
ら
難
産
だ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
梶
井
は
、
昭
和
五
年
十
二
月
十
五
日
の
淀
野
隆
三
の
来
宅
の

と
き
に
、
「
交
尾
」
「
そ
の
一
・
そ
の
一
ご
の
原
稿
を
見
せ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
五
日
前
の
淀
野
宛
の
書
簡
に
こ
う
い
う
一
節
が
あ
る
。

最
近
は
何
と
も
申
上
げ
ゃ
う
の
な
い
失
礼
を
し
て
し
ま
っ
て

に
は
実
に
面
白
な
い
気
持
で
ゐ
る
、
返
事
を
伸
し
/
¥
し
て
原
稿
を
問

そ
れ
が
最
後
に
失
敗
し
て
し
ま
ふ
と

拝
啓

に
合
せ
ゃ
う
と
し
た
の
だ
が

の
こ
と
は
収
拾
の
つ
か
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

つ
ひ
今
度
の
や
う

な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
こ
に
あ
る
「
原
稿
」
が
「
交
尾
」

の
も
の
と
言
い
き
れ
な
い
の
だ
が
、
こ

の
時
期
の
梶
井
の
様
子
が
分
か
る
。
「
去
年
か
ら
殊
に
去
年
の
暮
か
ら
思
ひ
煩

ひ
」
と
い
う
前
出
の
書
簡
の
文
句
と
合
わ
せ
て
、
梶
井
の
「
交
尾
」
の
書
き
に

く
さ
が
言
い
得
る
の
で
は
な
い
か
。

五

そ
れ
で
は
、
尾
崎
の
「
河
鹿
」
と
は
、
ど
う
い
う
作
品
か
。

景
に
は
、
作
者
で
あ
る
尾
崎
と
宇
野
千
代
夫
妻
の
湯
が
島
滞
在
と
、
彼
等
の
葛

膝
が
あ
る
。
作
品
の
半
分
以
上
、
尾
崎
ら
し
い
主
人
公
「
緒
方
」
と
、
宇
野
千

代
ら
し
い
「
A
子
」
と
の
夫
婦
の
い
さ
か
い
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
い
さ
か

い
か
ら
、
「
緒
方
」
は
「
A
子
」
の
泣
き
声
を
後
に
し
て
、
河
鹿
の
い
る
川
に
行

」
の
作
品
の
背

く
。
彼
は
薄
閣
の
中
で
何
鹿
を
見
る
。

一
匹
の
何
鹿
が
、
岩
角
に
し
ゃ
が
ん
だ
と
思
ふ
と
流
れ
の
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そ
の
と
き
、

方
に
頭
を
向
け
て
、
美
し
い
戸
で
鳴
き
は
じ
め
た
。

(
中
略
)

君ー

そ
れ
は
何
か
異
常
な
衝
動
に
唆
し
か
け
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
の
や
う
に
彼
の

耳
に
迫
っ
て
き
た
。
そ
の
鳴
戸
は
彼
の
心
に
生
々
し
い
性
欲
を
喚
び
起
し

た
。
彼
は
カ
無
く
布
団
の
上
に
ぐ
っ
た
り
と
横
は
っ
て
ゐ
る
妻
の
姿
を
想

像
し
た
。
妙
な
、
不
愉
快
な
感
情
が
彼
の
胸
を
か
す
め
た
。

(
中
略
)

後

l
最
初
の
一
匹
が
、
前
に
ゐ
た
河
鹿
に
近
づ
い
て
、
う
し
ろ
か
ら
、
ひ
ょ

い
と
胴
体
に
と
び
つ
い
た
。
と
び
っ
く
と
、
そ
の
ま
ま
胴
体
を
抱
き
す
く

め
た
ま
ま
両
足
を
だ
ら
り
と
下
へ
の
ば
し
た
。
鳴
き
声
の
調
子
が
急
に
変



っ
た
。
と
、
見
る
聞
に
二
つ
折
り
重
っ
た
ま
ま
ぢ
り
ぢ
り
岩
を
す
べ
り
お

り
た
。
や
が
て
、
彼
の
前
を
雌
と
雄
の
二
匹
の
河
鹿
が
、
胸
を
。
へ
っ
た
り

と
吸
ひ
つ
け
て
下
流
の
方
へ
流
れ
て
い
っ
た
。
次
の
一
組
が
現
れ
た
。
そ

し
て
、
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
と
同
じ
恰
好
を
し
た
こ
匹
の
河
鹿
が
、
頭
だ

け
を
二
つ
の
流
れ
の
上
に
撞
げ
る
や
う
に
し
て
下
流
の
閣
の
中
へ
か
く
れ

て
ゆ
く
。
絶
え
間
な
し
に
続
い
て
ゆ
く
河
鹿
の
行
列
を
眺
め
て
ゐ
る
う
ち

に
緒
方
新
樹
は
妙
に
心
が
晴
れ
ぼ
れ
と
し
て
き
た
。

(
中
略
)

彼
の
頭
の
上
に
は
星
の
う
か
ん
だ
空
が
ひ
ろ
が
っ
て
ゐ
た
、
彼
は
自
分
の

唄
ふ
戸
が
川
波
の
音
の
中
に
消
え
て
ゆ
く
の
に
ぢ
っ
と
耳
を
澄
ま
せ
な
が

ら
、
自
分
の
心
は
今
、
非
常
に
荘
散
な
何
も
の
か
に
当
面
し
て
ゐ
る
の
だ
、

と
い
ふ
気
持
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
彼
の
幻
想
の
中
で
河
鹿
の
行
列
の
あ

と
か
ら
、
真
裸
体
に
な
っ
た
妻
の
身
体
を
う
し
ろ
か
ら
抱
き
す
く
め
て
悠

揚
と
し
て
流
れ
て
行
く
自
分
の
姿
が
神
々
し
い
も
の
の
や
う
に
描
き
だ
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

い
さ
さ
か
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
尾
崎
の
「
河
鹿
」
に
拙
か
れ
た
何
胞
や
、

主
人
公
の
様
子
・
心
情
が
分
か
る
と
思
う
。
尾
崎
の
作
品
は
、
妻
の
A
子
と
の

絡
み
で
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
委
と
の
争
い
か
ら
、
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河
鹿
の
交
尾
や
そ
の
後
の
幻
想
を
通
じ
て
、
主
人
公
の
浄
化
へ
の
願
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
引
用
文
中
に
あ
る
よ
う
に
、
河
鹿
の
戸
は
彼
に
性

欲
を
も
た
ら
す
が
、
河
鹿
の
交
尾
の
「
行
列
を
眺
め
て
ゐ
る
う
ち
に
」
「
妙
に
心

が
晴
れ
ぼ
れ
と
し
て
」
、
「
非
常
に
荘
厳
な
何
も
の
か
に
当
面
し
て
ゐ
る
」
と
い

う
気
持
ち
に
な
る
。
「
彼
の
幻
想
」
は
生
々
し
い
現
実
(
夫
婦
の
争
い
)
に
立
脚

し
て
、
河
鹿
の
そ
れ
と
二
重
写
し
に
な
り
、
「
自
分
の
姿
が
神
々
し
い
も
の
の
や

う
に
描
き
だ
さ
れ
て
」
く
る
。
こ
の
カ
タ
ル
シ
ス
は
、
や
は
り
、
多
分
に
願
望

の
も
の
で
あ
り
、
幻
想
的
で
あ
る
。
引
用
文
中
に
「
閣
の
中
へ
か
く
れ
て
ゆ
く
」

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
世
界
は
夜
の
も
の
で
あ
り
、
ど
こ
か
、
虚
無
的
な
雰
囲

気
も
あ
る
が
、
直
前
の
性
欲
の
存
在
が
、
幻
想
に
よ
っ
て
生
の
賛
歌
へ
と
も
通

じ
て
い
く
。

尾
崎
の
「
河
鹿
」
は
、
河
鹿
の
“
交
尾
"
と
主
人
公
夫
妻
の
そ
れ
(
愛
情
)

と
が
重
な
っ
て
お
り
、
生
理
的
で
あ
り
、
情
念
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

梶
井
の
「
交
尾
」
は
明
ら
か
に
昼
の
世
界
の
も
の
で
あ
り
、
主
人
公
は
単
独
で

あ
り
、
「
緒
方
」
の
よ
う
な
性
欲
の
描
写
は
な
い
。

三
者
(
梶
井
の
書
簡
・
尾
崎
の
「
河
鹿
」
・
「
交
尾
」
)

そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
み
る
。

の
記
述
を
比
較
し
て
、

梶
井
の
書
簡
に
あ
っ
た
「
そ
ん
な
に
多
く
暗
い
て
は
欲
し
く
な
い
」
と
い
う

単
独
の
河
鹿
の
鳴
き
声
1

「
こ
ん
な
悲
し
く
寂
び
た
崎
戸
を
す
る
も
の
は
な
い
」

ー
に
対
す
る
好
み
は
、
尾
崎
の
「
河
鹿
」
で
も
「
交
尾
」
で
も
影
を
潜
め
て
い

で
は
、
主
人
公
は
河
鹿
た
ち
の
合
唱
に
よ
っ
て
、
「
生
々
し
い
性

p
h
d
 

po 

る
。
「
何
鹿
」

欲
を
喚
び
起
」
こ
す
。
雌
を
求
め
る
雄
に
彼
は
影
響
さ
れ
、
同
化
し
て
い
く
の

だ
ろ
う
。
彼
は
棄
の
姿
を
思
い
出
す
。
梶
井
の
「
交
尾
」
で
は
「
女
」
は
不
在

で
あ
る
。
こ
の
点
は
「
交
尾
」
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。

河
鹿
の
交
尾
に
し
て
も
、
書
簡
で
は
「
雄
が
一
尺
程
の
水
を
鳴
き
な
が
ら
渡

っ
て
来
て
雌
の
上
へ
と
び
つ
い
た
、
そ
し
て
僕
は
グ
ロ
テ
ス
ク
と
呼
び
得
る
や

う
な
交
尾
を
見
た
」
と
あ
る
。
こ
の
「
と
び
つ
い
た
」
や
「
グ
ロ
テ
ス
ク
」
に

注
目
し
た
い
。
尾
崎
の
「
河
鹿
」
は
、
よ
り
具
体
的
行
為
を
描
写
し
て
い
る
。

「
最
初
の
一
匹
が
、
前
に
ゐ
た
河
鹿
に
近
づ
い
て
、
う
し
ろ
か
ら
、
ひ
ょ
い
と

胴
体
に
と
び
つ
い
た
。
と
び
っ
く
と
、
そ
の
ま
ま
胴
体
を
抱
き
す
く
め
た
ま
ま
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両
足
を
だ
ら
り
と
下
〈
の
ば
し
た
」
云
々
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
二

匹
の
河
鹿
が
、
頭
だ
け
を
二
つ
の
流
れ
の
上
に
掻
げ
る
や
う
に
し
て
下
流
の
閑

の
中
へ
か
く
れ
て
ゆ
く
」
と
あ
る
。
と
び
っ
く
の
は
変
わ
り
な
い
が
、
そ
の
後

が
違
い
、
幻
想
的
な
情
景
が
続
く
。
だ
が
、
主
人
公
の
幻
想
l
彼
と
妻
が
同
じ

よ
う
に
流
れ
て
い
く
l
は
生
々
し
く
官
能
的
だ
が
、
や
は
り
ど
こ
か
グ
ロ
テ
ス

ク
で
あ
る
。
「
非
常
に
荘
厳
な
何
も
の
か
」
ま
た
「
神
々
し
い
も
の
」
と
、
主
人

公
は
感
じ
る
に
し
て
も
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「
交
尾
」
は
交
尾
そ
の
も
の
を
「
痴
情
」
と
言
及
し
、
主
人

公
の
感
動
の
比
重
は
、
そ
の
前
の
「
可
憐
な
求
愛
」
に
あ
る
。
こ
の
点
に
連
動

し
て
言
う
と
、
こ
れ
は
「
そ
の
一
」
の
猫
の
場
合
に
も
言
い
得
る
の
で
は
な
い

か
。
前
に
も
触
れ
た
が
、
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
交
尾
以
前
の
猫
の
所

作
で
あ
る
。
(
交
尾
そ
の
も
の
は
グ
ロ
テ
ス
ク
に
近
い
だ
ろ
う
。
)
猫
の
所
作

が
「
非
常
に
艶
め
か
し
い
」
有
様
と
受
け
止
め
ら
れ
た
の
は
、
猫
と
人
間
の
近

さ
に
よ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
猫
の
そ
れ
か
ら
男
女
の
痴
態
が
連
想
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
河
鹿
で
は
そ
う
は
い
く
ま
い
。
彼
ら
は
「
奇
怪
な
顔
付
」
の
持
ち
主
で
あ

り
、
彼
ら
の
動
き
は

「
ぬ
ら
ぬ
ら
と
遣
っ
て
ゆ
く
異
様
な
生
物
の
行
方
」
(
「
河

鹿
」
)
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
河
鹿
の
交
尾
(
「
交
尾
」
)
に
母
と
子
の
比
輸
を
使
っ
た
こ
と
は
、
梶

井
の
マ
ザ
!
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
暗
示
す
る
よ
り
も
、
雄
と
雌
を
“
男
"
と
“

女
"
に
見
立
て
た
く
な
か
っ
た
故
で
は
な
い
か
。
尾
崎
の
「
河
鹿
」
が
明
瞭
に

河
鹿
の
雄
雌
を
男
女
と
見
な
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
梶
井
は
ま
ず
そ
れ
を
避
け

た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
奥
底
に
は
、
性
の
暗
さ
や
荒
々

し
さ
を
避
け
、
感
動
を
純
化
さ
せ
た
い
と
の
念
が
あ
ろ
う
。

「
毎
日
の
や
う
に
民
間
を
遊
び
枕
け
て
ゐ
た
」
主
人
公
は
、
「
緒
方
」
(
「
河

鹿
」
)
の
よ
う
に
差
し
迫
っ
た
恋
愛
の
縫
れ
も
、
社
会
と
も
繋
が
り
が
な
い
よ
う

に
拙
か
れ
て
い
る
。
彼
は
河
鹿
の
「
生
の
合
唱
」
を
性
欲
な
し
で
感
動
す
る
よ

な
ま

う
に
、
自
分
の
生
の
感
情
を
巧
み
に
消
去
し
て
い
る
。
同
様
に
、
男
女
の
性
の

営
み
の
生
々
し
さ
を
避
け
る
た
め
に
も
、
河
鹿
の
交
尾
の
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
は
消

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
こ
れ
は
「
交
尾
」
「
そ
の
ご
で
も
同
様
に
、
グ
ロ

テ
ス
ク
な
も
の
は
回
避
さ
れ
て
い
る
。
)

「
(
前
略
)
私
は
瀬
を
揺
が
す
河
鹿
の
戸
の
な
か
に
没
し
て
ゐ
た
。
」
と
い
う

末
尾
の
一
文
が
、
「
私
」
の
有
り
様
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
。
自
己
を
河
鹿
の

戸
の
作
る
世
界
に
投
入
し
て
、
新
た
な
感
動
の
中
に
存
在
す
る
。
「
俺
は
石
だ
ぞ
。

俺
は
石
だ
ぞ
。
」
と
い
う
呪
文
が
そ
の
世
界
を
聞
く
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
他
者
(
妻
)

の
で
も
、
性
を
通
じ
て
、
想
像

へ
の
愛
憎
が
幻
想
の
世
界
を
聞
く
(
「
河
鹿
」
)

カ
に
よ
っ
て
死
と
措
抗
す
る
「
生
」
を
見
よ
う
と
す
る
(
「
交
尾
」
「
そ
の
一
」
)

p
h
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の
で
も
な
く
、
「
交
尾
」
「
そ
の
二
」

で
は
、
「
遊
び
悦
け
」
る
こ
と
に
よ
り
、

対
象
を
最
も
自
然
に
見
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
、
ひ
と
ま
ず
性
を
傍
ら
に
置
い

て
、
自
然
と
の
一
体
化
を
計
る
た
め
に
自
己
を
変
容
さ
せ
、
新
し
い
感
動
的
な

世
界
を
開
く
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
交
尾
(
性
交
)
は

消
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
性
は
暗
示
さ
れ
る
か
、
浄
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
「
交
尾
」
「
そ
の
ご
の
「
私
」
は
、
『
キ
リ
ス
ト
」
の
如
く

人
々
の
悲
し
み
を
背
負
お
う
と
し
つ
つ
、
猫
の
交
尾
や
夜
警
の
登
場
に
よ
っ
て
、

想
像
を
駆
使
し
て
「
生
」
を
夢
見
て
、
自
己
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は

「
私
」
の
秘
や
か
な
、
未
完
の
快
楽
で
あ
る
。
「
そ
の
こ
」
で
は
、
太
古
の
昔
か

ら
競
り
返
さ
れ
た
「
生
(
愛
ご
の
感
動
に
自
己
の
存
在
を
変
容
さ
せ
、
彼
ら
の

世
界
に
自
己
を
投
入
し
て
同
化
し
、
時
を
超
え
て
陶
酔
す
る
。
こ
れ
は
時
間
・



場
所
を
超
え
て
、
世
界
と
共
に
味
わ
う
快
楽
で
あ
る
。

以
上
、
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
交
尾
」
の
「
そ
の
ご
「
そ
の
二
」
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
動
物
の
交
尾
(
性
)
を
見
る
こ
と
が
拙
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
「
私
」

の
ロ
は
性
を
突
き
抜
け
て
、
「
死
」
を
超
え
よ
う
と
す
る
「
生
」
を
、
そ
し
て
、

そ
こ
か
ら
生
じ
る
快
楽
を
「
私
」
は
味
わ
う
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
世
界
を

描
き
得
た
点
に
、
「
交
尾
」
の
豊
か
さ
の
源
が
あ
る
。

(
注
)

こ
こ
に
は
加
茂
章
氏
が
言
う
よ
う
に
、
「
人
聞
と
自
然
を
一

つ
の
も
の
と
し
て
見
る
東
洋
的
視
点
」
が
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
主

客
融
合
」
で
あ
る
が
、
「
交
尾
」
の
場
合
、
性
の
問
題
を
考
え
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
加
茂
章
氏
の
次
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た

(
1
)
・
(
2
)

し、。

梶井基次郎[交尾j論

加
茂
章
「
梶
井
基
次
郎
の
現
象
学
的
視
点
と
そ
の
本
質

中
心
に
l
」
(
「
国
語
と
国
文
学
」
平
成
九
年
七
月
)

(
2
)
こ
れ
は
梶
井
の
実
見
と
は
違
う
。
実
際
の
河
鹿
の
交
尾
を
「
グ
ロ
テ
ス

ク
」
と
、
梶
井
は
当
時
の
書
館
(
昭
和
二
年
五
月
七
日
)
で
記
し
て
い

る
。
本
稿
の
四
章
で
紹
介
。

(
3
)
氏
の
こ
の
場
面
に
お
け
る
「
夜
警
」
の
役
割
や
、
「
ド
ラ
マ
」
性
の
考

察
に
は
、
多
く
の
教
示
を
得
た
。

五
十
嵐
誠
毅
「
梶
井
基
次
郎
《
ノ
l
ト
(
そ
の
十
一
)
〉

l
一つ

の
解
体
新
書
!

l

「
交
尾
」
を

」
(
「
群
馬
大
学
教
育
学
部
紀
要
」

昭
和
六
十
二
年
三
月
)

梶
井
基
次
郎
』
(
河
出
書
房
新
社

(
4
)
 
鈴
木
貞
美
『
年
表

月

(
5
)
 
鈴
木
貞
美
『
梶
井
基
次
郎

月

(
6
)
 

表
現
す
る
魂
』
(
新
潮
社

本
文
の
引
用
は
、
『
尾
崎
士
郎
坪
田
誠
治
』
(
講
談
社

二
年
八
月
)
に
拠
る
。
そ
の
際
、
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

[
付
記
]

平
成
七
年
十

平
成
八
年

昭
和
四
十

(
筑
摩
書
房

改
め
た
。

「
交
尾
」
の
本
文
、
及
び
、
梶
井
の
文
章
の
引
用
は
、
『
梶
井
基
次
郎
全
集
』

昭
和
四
十
二
年
)
に
拠
っ
た
。
そ
の
際
、
漢
字
は
新
字
体
に

-67一

(
ふ
じ
む
ら

た
け
し
)




