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ー
語
り
手
の
造
形
を
め
ぐ
っ
て
|

は
じ
め
に

現
在
、
夏
目
激
石
の
「
道
草
」
(
大
正
四
年
六
月
i
九
月
『
東
京
朝
日
新
聞
』
『
大

阪
朝
日
新
聞
』
)
研
究
に
お
い
て
、
語
り
の
問
題
は
不
可
避
の
も
の
と
さ
れ
て
い

る
感
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
語
り
を
考
察
す
る
こ
と
が
、

主
人
公
健
三
や
妻
の
御
住
、
彼
ら
の
親
族
に
対
し
て
の
語
り
手
の
視
線
の
意
味
を

問
う
営
み
で
あ
り
、
作
家
論
か
ら
作
品
論
へ
の
過
程
で
試
み
ら
れ
た
〈
脱
作
家
て

さ
ら
に
は
、
「
道
草
」
発
表
当
時
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
道
草
」
の
〈
自
伝
的

性
格
〉
、
自
然
主
義
と
の
関
わ
り
を
検
証
す
る
こ
と
に
も
リ
ン
ク
す
る
た
め
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
多
く
の
論
考
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
中
で
、
語
り
の
性
格
、
換
言

す
れ
ば
語
り
手
の
意
識
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う

に
思
え
る
。

本
稿
で
は
、
「
道
草
」
に
お
け
る
語
り
を
分
析
し
、
語
り
手
の
意
識
、
語
り
手

の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
語
り
手
の
造
形
の
必
然

を
、
作
家
の
試
み
と
し
て
把
握
、
認
識
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

「道草」論

語
り
に
お
け
る
〈
批
評
〉

山

下

航

正

「
道
草
」
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
語
り
手
が
登
場
人
物
を
〈
批
評
〉
す

る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
〈
批
評
〉
と
は
、
語

り
手
が
登
場
人
物
に
対
し
て
批
判
的
ま
た
は
擁
護
的
な
判
断
を
直
接
下
す
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
物
語
に
接
す
る
読
者
に
、
人
物
に
対
し
て
の
批
判
的
ま
た
は
擁

護
的
な
判
断
が
生
じ
や
す
い
語
り
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
・
一
般
に

三
人
称
小
説
の
場
合
、
語
り
手
は
ど
の
人
物
の
側
に
も
立
た
な
い
、
も
し
く
は
ど

の
人
物
の
側
に
も
立
つ
、
公
平
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
基
本
と
さ
れ
る
。
人
物
の

戸

Dnノ“

言
動
を
物
語
内
で
の
事
実
と
し
て
語
る
に
は
、
そ
の
よ
う
な
語
り
は
不
要
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
語
り
手
は
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
の
一
つ
と

し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

ま
ず
、
主
人
公
で
あ
る
健
三
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
健
三
に
関
し
て
、
語
り
手

セ

ン

チ

メ

ン

タ

ル

デ

モ

シ

ス

ト

ラ

l
Tヴ

は
「
感
傷
的
な
気
分
に
支
配
さ
れ
易
い
癖
に
、
彼
は
決
し
て
外
表
的
に
な

れ
な
い
男
で
あ
っ
た
」
(
五
十
)
、
「
世
事
に
疎
い
彼
は
、
細
君
の
父
が
何
処
へ
頼

ん
で
も
、
も
う
判
を
押
し
て
呉
れ
る
も
の
が
な
い
の
で
、
し
ま
い
に
仕
方
な
し
に

彼
の
所
へ
持
っ
て
き
た
の
だ
と
い
ふ
明
白
な
事
情
さ
へ
推
察
し
得
な
か
っ
た
。
」

(
七
十
四
)
と
批
判
的
で
あ
り
、
彼
の
「
時
間
に
対
す
る
態
度
」
(
三
)
に
つ
い

て
も
、
「
守
銭
奴
」
(
同
)
、
「
愚
直
」
「
神
経
的
」
(
一
一
十
四
)
と
、
同
様
に
批
判
的

で
あ
る
。
そ
の
他
、
「
斯
ん
な
場
合
に
健
三
は
細
君
の
言
葉
の
奥
に
果
し
て
ど
の
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位
な
事
実
が
潜
ん
で
ゐ
る
だ
ら
う
か
と
反
省
し
て
見
る
よ
り
も
、
す
ぐ
頭
の
力
で

彼
女
を
抑
え
つ
け
た
が
る
男
で
あ
っ
た
」
(
十
)
、
「
彼
は
黙
っ
て
立
っ
て
ゐ
た
。

御
住
と
い
う
名
前
さ
へ
呼
ば
な
か
っ
た
。
」
(
三
十
)
、
「
彼
の
顔
に
は
何
の
表
情
も

な
か
っ
た
。
自
分
の
二
番
目
の
娘
が
赤
痢
に
躍
っ
て
、
も
う
少
し
で
命
を
奪
ら
れ

る
所
だ
っ
た
時
の
心
配
と
苦
痛
さ
へ
聯
想
し
得
な
か
っ
た
。
」
(
六
十
八
)
、
「
『
あ

、
ふ
云
ふ
も
の
が
続
々
生
れ
て
来
て
、
必
寛
何
う
す
る
ん
だ
ら
う
』
/
彼
は
親
ら
し

く
も
な
い
感
想
を
起
し
た
。
」
(
八
十
一
)
と
い
う
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
全
体
に
も

そ
う
い
っ
た
態
度
は
散
見
で
き
る
。

し
か
し
、
批
判
的
な
語
り
だ
け
で
は
な
く
、
健
三
に
つ
い
て
の
語
り
に
は
擁
護

的
な
も
の
も
存
す
る
。
例
え
ば
、
「
(
風
邪
が
回
復
し
た
後
に
御
住
の
顔
を
見
て

|
|
引
用
者
注
)
さ
う
し
て
急
に
其
細
君
の
世
話
に
な
っ
た
の
だ
と
い
ふ
事
を
思

ひ
出
し
た
。
然
し
彼
は
何
に
も
云
は
ず
に
又
顔
を
背
け
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
細

君
の
胸
に
は
夫
の
心
持
が
少
し
も
映
ら
な
か
っ
た
。
」
(
十
て
「
『
も
し
あ
の
憐
れ

な
御
婆
さ
ん
が
善
人
で
あ
っ
た
な
ら
、
私
は
泣
く
事
が
出
来
た
ら
う
。
泣
け
な
い

迄
も
、
相
手
の
心
を
も
っ
と
満
足
さ
せ
る
事
が
出
来
た
ら
う
。
零
落
し
た
昔
し
の

養
ひ
親
を
引
き
取
っ
て
死
水
を
取
っ
て
遣
る
事
も
出
来
た
ら
う
』
/
黙
っ
て
斯
う

考
へ
た
健
三
の
腹
の
中
は
誰
も
知
る
者
が
な
か
っ
た
。
」
(
六
十
=
己
な
ど
の
言
説

に
は
、
石
原
千
秋
氏
が
指
摘
す
る
彼
の
「
非
行
為
」
の
裏
に
、
評
価
す
べ
き
思
考

や
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
働
き
が
あ
り
、
読
者
に
与
え
る
印
象
を
肯

定
的
な
も
の
に
導
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
あ
わ
せ
て
、
「
自
分
も
兄
弟
だ
か
ら

他
か
ら
見
た
ら
ど
こ
か
似
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
」
(
三
十
七
)
、
「
姉
は
た
ゾ

露
骨
な
丈
な
ん
だ
。
教
育
の
皮
を
剥
け
ば
己
だ
っ
て
大
し
た
変
り
は
な
い
ん
だ
」

(
六
十
七
)
、
「
こ
と
に
よ
る
と
己
の
方
が
不
人
情
に
出
来
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な

い
」
(
八
十
六
)
と
い
っ
た
内
言
や
、
「
彼
は
断
悦
の
眼
を
も
っ
て
当
時
の
自
分
を

回
顧
し
た
。
」
(
三
十
六
)
、
「
さ
う
し
て
、
若
し
其
神
が
神
の
眼
で
自
分
の
一
生
を

通
し
て
見
た
な
ら
ば
、
此
強
慾
な
老
人
の
一
生
と
大
し
た
変
り
は
な
い
か
も
知
れ

な
い
と
い
ふ
気
が
強
く
し
た
。
」
(
四
十
八
)
と
い
う
心
境
を
示
す
こ
と
な
ど
に
よ

り
、
健
三
に
自
省
意
識
が
芽
生
え
つ
つ
あ
る
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
も
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
彼
の
意
識
は
最
終
的
に
は
「
何
不
人
情
で
も
構
ふ
も
の
か
」
(
八
十
七
)

と
い
う
点
に
帰
着
し
、
健
三
の
認
識
深
化
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
語
り
手
は
、

彼
の
性
格
や
思
考
に
対
し
て
批
判
的
に
、
彼
の
内
省
に
対
し
て
は
擁
護
的
に
語
つ

て
い
る
。

次
に
、
御
住
に
つ
い
て
で
あ
る
。
彼
女
に
つ
い
て
も
批
判
的
な
語
り
と
擁
護
的

な
語
り
が
見
ら
れ
る
が
、
健
三
の
場
合
と
は
様
相
が
異
な
っ
て
い
る
。
批
判
的
な

語
り
は
、
彼
女
が
理
知
的
で
は
な
い
と
い
う
点
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
彼

女
は
理
智
に
富
ん
だ
性
質
で
は
な
か
っ
た
。
」
(
六
十
五
)
、
「
筋
道
の
通
っ
た
頭
を

有
っ
て
ゐ
な
い
彼
女
」
(
七
十
二
、
「
彼
女
の
胸
に
は
微
か
に
斯
う
い
ふ
感
じ
が

湧
ゐ
た
。
然
し
彼
女
は
其
微
か
な
感
じ
を
言
葉
に
纏
め
る
ほ
ど
の
頭
を
有
っ
て
ゐ

な
か
っ
た
。
」
(
八
十
五
)
、
「
斯
ん
な
事
に
掛
け
る
と
存
外
無
神
経
な
細
君
は
、
強

ひ
て
姉
を
弁
護
し
ゃ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
」
(
同
て
「
何
で
も
眼
に
見
え
る
も
の

p
n
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を
、
し
っ
か
と
手
に
掴
ま
な
く
っ
て
は
承
知
出
来
な
い
彼
女
は
、
此
上
夫
と
議
論

す
る
事
を
好
ま
な
か
っ
た
。
文
し
ゃ
う
と
思
っ
て
も
出
来
な
か
っ
た
。
」
(
九
十
八
)

と
、
そ
れ
は
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
。
同
時
に
彼
女
は
、
「
彼
は
こ
と
さ
ら
な
咳
を

二
度
も
三
度
も
し
て
見
せ
た
。
夫
で
も
細
君
は
依
然
と
し
て
取
り
合
は
な
か
っ

た
。
」
(
九
)
、
「
然
し
事
実
の
興
味
が
主
と
し
て
働
き
か
け
て
ゐ
る
細
君
の
方
で
は

丸
で
文
体
な
ど
に
頓
着
し
な
か
っ
た
。
」
(
三
十
二
)
、
「
平
気
な
細
君
は
其
続
き
を

読
み
出
し
た
。
」
(
同
)
と
、
無
神
経
な
人
物
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
反
面
、
彼
女
に
対
し
て
の
「
細
君
は
成
人
し
な
い
多
く
の
子
供
を
後
へ
遣
し



て
死
に
』
行
く
、
ま
だ
四
十
に
充
た
な
い
夫
人
の
心
持
を
想
像
に
描
い
た
。
間
近

に
逼
っ
た
わ
が
産
の
結
果
も
新
た
に
気
遣
は
れ
始
め
た
。
重
さ
う
な
腹
を
眼
の
前

に
見
な
が
ら
、
そ
れ
程
心
配
も
し
て
く
れ
な
い
男
の
気
分
が
、
情
な
く
も
あ
り
文

羨
ま
し
く
も
あ
っ
た
J
(
六
十
一
)
、
「
『
喧
嘩
を
す
る
の
は
詰
り
両
方
が
悪
い
か

ら
で
す
ね
』
/
彼
女
は
斯
ん
な
事
も
云
っ
た
。
」
(
六
十
五
)
な
ど
の
擁
護
的
な
語

り
も
あ
る
が
、
そ
の
数
は
健
三
へ
の
そ
れ
に
比
し
て
少
な
い
。
「
彼
の
理
解
し
て

ゐ
る
細
君
は
斯
ん
な
気
の
利
い
た
事
を
滅
多
に
す
る
女
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
」
(
五
十
三
)
と
い
う
箇
所
な
ど
は
、
批
判
的
で
す
ら
あ
る
。
御
住
に
対
し
て

の
語
り
は
、
全
体
的
に
批
判
的
で
あ
る
こ
と
が
言
え
よ
う
.

今
見
た
よ
う
な
健
三
夫
婦
に
つ
い
て
の
語
り
に
比
し
て
、
二
人
以
外
の
人
物
、

す
な
わ
ち
御
夏
や
比
回
、
長
太
郎
、
健
三
の
実
父
や
岳
父
、
島
田
や
御
常
に
つ
い

て
は
様
相
が
異
な
り
、
批
判
的
な
語
り
の
み
が
見
ら
れ
る
。

ま
ず
御
夏
は
、
「
非
常
に
鏡
舌
る
事
の
好
な
女
で
あ
」
り
「
さ
う
し
て
其
喋
舌

り
方
に
少
し
も
品
位
と
い
ふ
も
の
が
な
」
い
(
四
)
、
『
多
弁
」
(
六
)
な
女
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
落
付
の
な
い
ガ
サ
ツ
な
態
度
」
(
四
)
の
あ
る
「
勝

気
」
(
五
、
六
十
七
)
な
性
格
の
持
ち
主
と
さ
れ
、
「
細
か
い
所
に
気
の
付
く
」
こ

と
(
六
十
九
)
も
二
面
に
於
て
馬
鹿
正
直
」
で
二
面
に
於
て
ま
た
変
な
廻
り

気
を
出
す
癖
を
有
っ
て
ゐ
た
」
(
同
)
と
い
う
批
判
的
な
語
り
が
付
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
夫
の
比
田
も
、
「
女
房
の
時
息
な
ど
は
何
う
な
っ
て
も
構
は
な
い
と
い
っ
た

風
」
(
二
十
六
)
で
「
女
房
の
持
病
を
苦
に
し
な
い
」
男
で
あ
り
(
六
十
六
)
、
「
手

前
勝
手
」
(
二
十
六
、
九
十
九
)
で
「
無
責
任
」
(
三
十
七
)
な
男
と
語
ら
れ
て
い

「道草J論

る
。
ま
た
御
夏
夫
婦
は
、
後
半
で
高
利
貸
し
を
始
め
る
に
際
し
、
「
自
分
達
の
境

遇
が
変
る
と
、
昨
日
ま
で
軽
蔑
し
て
ゐ
た
人
の
真
似
を
し
て
悟
と
し
て
気
の
付
か

な
い
姉
夫
婦
は
、
反
省
の
足
り
な
い
点
に
於
て
箪
ろ
子
供
染
み
て
ゐ
た
。
」
(
九
十

九
)
と
、
健
三
の
内
言
に
沿
う
形
で
も
批
判
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
長
太
郎
に
関

し
で
も
、
「
彼
は
斯
う
し
た
不
安
を
何
度
と
な
く
繰
り
返
し
な
が
ら
、
昔
し
か
ら

今
迄
同
じ
職
務
に
従
事
し
て
、
動
き
も
し
な
け
れ
ば
発
展
も
し
な
か
っ
た
J

(
三

十
四
)
、
「
其
癖
彼
は
こ
ん
な
場
合
に
決
し
て
自
分
で
懸
合
事
な
ど
に
出
掛
け
る
人

で
は
な
か
っ
た
J

(
三
十
七
)
と
、

そ
の
語
り
は
批
判
的
で
あ
る
。

ま
た
、
健
三
の
実
父
や
岳
父
も
、
批
判
的
な
語
り
で
も
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。

又
見
え
透
い
た
御
世

辞
を
嬉
し
が
り
勝
な
健
三
の
実
父
」
(
六
十
四
)
、
「
斯
う
い
ふ
手
腕
で
彼
に
返
報

す
る
事
を
巨
細
に
心
得
て
ゐ
た
彼
は
、
何
故
健
三
が
細
君
の
父
た
る
彼
に
、
賀
正

を
口
づ
か
ら
述
べ
な
か
っ
た
か
の
源
因
に
就
い
て
は
全
く
無
反
省
で
あ
っ
た
。
」

(
七
十
七
)
と
い
っ
た
箇
所
な
ど
か
ら
は
、
決
し
て
好
印
象
を
も
っ
て
は
語
ら
れ

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
、
「
他
の
口
車
に
乗
せ
ら
れ
易
い
、

て
い
な
い
こ
人
の
像
が
感
じ
取
れ
る
。
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島
田
と
御
常
も
こ
れ
ら
の
例
外
で
は
な
く
、
「
客
苗
」
(
四
十
、
四
十
こ
と
い

う
象
徴
的
な
言
説
で
も
っ
て
評
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
島
田
は
「
か
ね
て
横
風
だ

と
い
ふ
評
判
の
あ
る
男
」
(
十
六
)
、
「
た
ゾ
金
銭
上
の
慾
を
満
た
さ
う
と
し
て
、

其
慾
に
伴
な
は
な
い
程
度
の
幼
稚
な
頭
脳
を
精
一
杯
に
働
ら
か
せ
て
ゐ
る
老
人
」

(
四
十
八
)
、
「
づ
う
/
¥
し
い
割
に
頭
の
発
達
し
て
ゐ
な
い
」
人
物
(
九
十
)
と

し
て
、
ま
た
御
常
は
「
非
常
に
嘘
を
吐
く
事
の
巧
い
女
」
(
四
十
二
)
、
「
彼
女
と

接
触
し
た
自
分
以
外
の
も
の
で
、
果
し
て
そ
の
性
格
を
見
抜
ゐ
た
も
の
が
何
人
あ

一
時
疑
っ
て
見
た
位
、
彼
女
の
口
は
旨
か
っ
た
。
」
(
六
十
四
)

と
さ
れ
、
「
何
ん
な
場
合
で
も
、
自
分
に
利
益
が
あ
る
と
さ
へ
見
れ
ば
、
す
ぐ
涙

る
だ
ら
う
か
と
、

を
流
す
事
の
出
来
る
重
宝
な
女
」
(
同
)
で
あ
る
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
「
夫
婦
は

何
か
に
付
け
て
彼
等
の
恩
恵
を
健
三
に
意
識
さ
せ
ゃ
う
と
し
た
。
」
(
四
十
一
)
と

い
う
箇
所
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
計
算
高
さ
が
批
判
の
的
に
な
っ
て



「道草J論

い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
語
り
手
は
主
要
な
登
場
人
物
に
対
し
て
否
定
的
な
語
り
を
繰

り
返
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
健
三
と
御
住
に
対
し
て
だ
け
擁
護
的
な
語
り
を
行
つ

て
い
る
が
、
御
住
に
対
し
て
は
そ
の
数
も
少
な
く
、
健
三
ほ
ど
の
擁
護
は
行
わ
れ

て
い
な
い
。
語
り
手
の
〈
批
評
〉
は
、
主
人
公
で
あ
る
健
三
を
引
き
立
た
せ
る
た

め
に
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

語
り
の
仕
組
み

先
の
分
析
で
、
語
り
手
の
〈
批
評
〉
は
健
三
を
中
心
と
し
た
、
決
し
て
公
平
な

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
こ
と
と
関
連
す
る
の
が
、
こ
の

〈
批
評
〉
を
分
析
し
た
際
に
指
摘
で
き
る
、
巧
妙
な
語
り
の
仕
組
み
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
(

a

)

批
判
的
な
語
り
+
批
判
的
な
語
り
、

(
b
)
擁
護
的
な
語
り
+
批
判

的
な
語
り
、
も
し
く
は
そ
の
逆
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
あ
り
、
そ
の
語
り
の
対
象

が

(
1
)
両
方
と
も
同
一
人
物
に
向
け
ら
れ
た
も
の
か
、

(
2
)
健
三
と
彼
以
外

の
人
物
と
に
向
け
ら
れ
た
も
の
か
に
に
よ
っ
て
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
。

(
1
)

に
お
い
て
は
、
対
象
と
な
る
人
物
へ
の
(

a

)

批
判
意
識
の
増
加
か
、

(
b
)
最

終
的
な
批
判
意
識
も
し
く
は
擁
護
意
識
の
提
示
が
な
さ
れ
る
。

(
2
)
に
お
い
て

は
、
人
物
が
比
較
さ
れ
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
(

a

)

の
場
合
に
は
、
両
者
が
批
判
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
最
初
に
批
判
さ
れ
る
人
物
か

ら
次
に
批
判
さ
れ
る
人
物
へ
の
批
判
の
対
象
の
す
り
替
え
が
起
き
て
お
り
、
ま
た

(
b
)
の
場
合
に
は
、
批
判
さ
れ
る
人
物
の
存
在
に
よ
り
擁
護
さ
れ
る
人
物
の
擁

護
の
度
合
い
の
増
加
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
以
下
具
体
的
に
追
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、

(
1
)
の

(
a
)

は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
長
さ
ん
、
先
刻
か
ら
待
っ
て
る
ん
だ
」

性
急
な
比
田
は
す
ぐ
座
敷
か
ら
声
を
掛
け
た
。

(i)
女
房
の
端
息
な
ど

は
何
う
な
っ
て
も
構
は
な
い
と
い
っ
た
風
の
其
調
子
が
、
知
何
に
も
此
男
の

特
性
を
よ
く
現
は
し
て
ゐ
た
。
(
日
)
「
本
当
に
手
前
勝
手
な
人
だ
」
と
み
ん

な
か
ら
云
は
れ
る
丈
あ
っ
て
、
彼
は
此
場
合
に
も
、
自
分
の
都
合
に
よ
り
外

に
何
に
も
考
へ
て
ゐ
な
い
や
う
に
見
え
た
。

(
二
土
ハ
)

で
「
此
男
の
特
性
」
と
し
て
語
ら
れ
た
病
床
に
あ
る
妻
へ
の
無
配
慮

が
、
文
(
日
)
に
お
い
て
「
自
分
の
都
合
よ
り
外
に
何
に
も
考
へ
て
ゐ
な
い
や
う

文

(i)

に
見
え
た
」
と
い
う
よ
う
に
再
度
提
示
さ
れ
、
比
田
へ
の
批
判
意
識
が
増
幅
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
は
、
連
続
し
た
場
合
だ
け
で
は
な
く
間
隔
を
置
い
た
複

数
の
語
り
と
し
て
も
見
ら
れ
、
健
三
や
御
住
、
御
夏
ら
も
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い

-28-

る
次
に

(
1
)
の

(
b
)
を
見
て
い
く
。

「
お
い
、
己
だ
よ
。
分
る
か
い
」

(i)
斯
う
い
ふ
場
合
に
彼
の
何
時
で
も
用
ひ
る
陳
腐
で
簡
略
で
し
か
も

そ
ん
ざ
い
な
此
言
葉
の
う
ち
に
は
、
他
に
知
れ
な
い
で
自
分
に
ば
か
り
解
つ

て
ゐ
る
憐
偶
と
苦
痛
と
悲
哀
が
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
脆
ま
守
つ
い
て
天
に
梼
る

時
の
誠
と
願
も
あ
っ
た
。

「
何
う
ぞ
口
を
利
い
て
呉
れ
。
後
生
だ
か
ら
己
の
顔
を
見
て
呉
れ
」

彼
は
心
の
う
ち
で
斯
う
云
っ
て
細
君
に
頼
む
の
で
あ
る
。

(H)
然
し
其

セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル

痛
切
な
頼
み
を
決
し
て
口
へ
出
し
て
云
は
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
感
傷
的



デ
モ
ン
ス
ト
ラ
1
チ
ヴ

な
気
分
に
支
配
さ
れ
易
い
癖
に
、
彼
は
決
し
て
外
表
的
に
な
れ
な
い
男

で
あ
っ
た
。

(
五
十
)

文

(i)
に
お
い
て
健
三
を
擁
護
す
る
語
り
は
、
文
(

H

U

)

で
の
批
判
的
な
語

り
に
よ
っ
て
う
ち
消
さ
れ
、
余
韻
と
し
て
の
批
判
意
識
に
包
ま
れ
て
い
る
。
健
三

に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
御
住
に
向
け
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
方
法
で
あ
る
。

そ
し
て
、

(
2
)
の

(a)
で
あ
る
。

其
日
彼
は
家
へ
帰
っ
て
も
途
中
で
会
っ
た
男
の
事
を
忘
れ
得
な
か
っ
た
。

折
々
は
道
端
へ
立
ち
止
ま
っ
て
擬
と
彼
を
見
送
っ
て
ゐ
た
其
人
の
限
付
に
悩

ま
さ
れ
た
。
然
し
細
君
に
は
何
も
打
ち
明
け
な
か
っ
た
。

(
i
)
機
嫌
の
よ

い
く
ら
話
し
た
い
事
が
あ
っ
て
も
、
細
君
に
話
さ
な
い
の
が

彼
の
癖
で
あ
っ
た
。
(
日
)
細
君
も
黙
っ
て
ゐ
る
夫
に
対
し
て
は
、
用
事
の

く
な
い
時
は
、

外
決
し
て
口
を
利
か
な
い
女
で
あ
っ
た
。

戸、

一、回J

文

(i)
と
文
(

H

U

)

と
は
そ
れ
ぞ
れ
健
三
と
御
住
に
対
し
て
の
語
り
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
の
語
り
手
は
、
健
三
と
御
住
と
の
両
人
物
に
対
し
て
批
判
的
で
あ

る
。
健
三
と
御
住
の
夫
婦
関
係
や
、
健
三
と
岳
父
と
の
不
仲
に
つ
い
て
の
言
説
に

見
ら
れ
る
が
、
特
に
健
三
夫
婦
に
お
い
て
「
斯
ん
な
説
明
が
既
に
細
君
に
は
空
つ

ぼ
う
な
理
屈
で
あ
っ
た
。
何
で
も
眼
に
見
え
る
も
の
を
、
し
っ
か
と
手
に
掴
ま
な

く
っ
て
は
承
知
出
来
な
い
彼
女
は
、
此
上
夫
と
議
論
す
る
事
を
好
ま
な
か
っ
た
。

「道草j論

文
し
ゃ
う
と
思
っ
て
も
出
来
な
か
っ
た
。
」
(
九
十
八
)
と
い
う
よ
う
に
語
ら
れ
る

場
合
、
健
三
へ
の
「
空
っ
ぽ
う
な
理
窟
」
と
い
う
批
判
意
識
は
、
そ
の
後
に
御
住

へ
の
「
文
し
ゃ
う
と
思
っ
て
も
出
来
な
か
っ
た
」
と
い
う
批
判
意
識
が
語
ら
れ
る

こ
と
で
希
薄
化
さ
れ
、
批
判
の
対
象
が
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。

最
後
に
、

(
2
)
の

(
b
〉
を
見
て
み
る
。

「
姉
は
た
ゾ
露
骨
な
丈
な
ん
だ
。
教
育
の
皮
を
剥
け
ば
己
だ
っ
て
大
し
た

変
り
は
な
い
ん
だ
」

(
i〉
平
生
の
彼
は
教
育
の
力
を
信
じ
過
ぎ
て
ゐ
た
。
今
の
彼
は
其
教
育

の
カ
で
何
う
す
る
事
も
出
来
な
い
野
生
的
な
自
分
の
存
在
を
明
ら
か
に
認
め

た
。
斯
く
事
実
の
上
に
於
て
突
然
人
聞
を
平
等
に
視
た
彼
は
、
不
断
か
ら
軽

蔑
し
て
ゐ
た
姉
に
対
し
て
多
少
極
り
の
悪
い
思
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た。
(

H

U

)

然
し
姉
は
何
に
も
気
が
付
か
な
か
っ
た
。

(
六
十
七
)

文

(i)
に
お
い
て
、
語
り
手
は
自
省
す
る
健
三
を
示
し
、
彼
を
擁
護
す
る
立

場
に
あ
る
。
し
か
し
文
つ
と
に
お
い
て
は
、
健
三
の
心
境
の
変
化
に
気
付
か
な

い
御
夏
を
批
判
的
に
語
っ
て
い
る
。
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
に
付
さ
れ
た
擁
護
意
識
あ

る
い
は
批
判
意
識
が
相
互
作
用
的
に
高
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
御
住
に
対
す
る

擁
護
意
識
と
健
三
に
対
す
る
批
判
意
識
と
が
示
さ
れ
る
「
六
十
ご
以
外
、
語
り

手
は
健
三
を
擁
護
し
、
対
す
る
御
住
や
御
夏
、
比
田
を
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
時
に
見
ら
れ
る
人
物
へ
の
批
判
意
識
は
、
文
つ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
気

一29-

が
付
か
な
か
っ
た
」
や
、
「
頓
着
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
言
辞
で
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
語
り
手
は
、
人
物
に
対
す
る
擁
護
意
識
あ
る
い
は
批
判
意
識
を
、

単
純
な
形
で
で
は
な
く
、
擁
護
意
識
あ
る
い
は
批
判
意
識
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
よ

う
な
仕
組
み
に
基
づ
い
て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
健
三
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、

彼
が
批
判
的
に
語
ら
れ
る
の
は
他
の
人
物
へ
の
擁
護
意
識
と
同
時
に
で
は
な
く
、

ま
た
、
彼
が
擁
護
的
な
意
識
で
語
ら
れ
る
の
は
他
の
人
物
へ
の
批
判
意
識
と
比
較

さ
れ
る
形
を
と
る
の
が
大
半
で
あ
る
。
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先
導
者
と
し
て
の
語
り
手

こ
れ
ま
で
の
考
察
で
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
語
り
は
健
三
以
外
の
人
物
に
対
し

て
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
お
い
て
批
判
的
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
基
底
と
し
て
あ
る

た
め
に
、
彼
へ
の
批
判
が
軽
減
さ
れ
る
と
と
も
に
彼
へ
の
擁
護
の
意
味
合
い
が
増

幅
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
仕
組
み
の
語
り
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
語
り
の
在
り
方
は
藤
森
清
氏
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
「
そ
の
言
説
が
一
般
に
わ
れ
わ
れ
が
三
人
称
の
語
り
手
に
慣
習
的
に
要

求
す
る
よ
う
な
透
明
性
か
ら
微
妙
に
逸
脱
し
て
い
ふ
一
-
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を

ジ
エ
ン
ダ
l
批
評
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
御
住
の
出
産
を
め
ぐ
っ
て
江
種
満
子
氏

が
い
う
よ
う
に
「
健
三
の
振
る
舞
い
を
批
評
し
、
組
み
替
え
る
視
点
は
こ
の
小
説

の
ど
こ
に
も
な
い
」
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
語
り
手
は
健
三
へ
の
批
判
意
識
に

弱
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
確
か
に
「
健
三
と
語
り
手
の
錯
綜
し
た
関

係
」
が
う
か
が
え
る
。
「
道
草
」
に
お
け
る
語
り
手
は
決
し
て
公
平
で
は
な
く
、

秋
山
公
男
氏
が
い
う
よ
う
な
「
絶
対
的
視
点
」
の
持
ち
主
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
テ
ク
ス
ト
に
は
次
の
よ
う
な
言
説
が
あ
る
。

彼
は
金
持
に
な
る
か
、
偉
く
な
る
か
、
二
つ
の
う
ち
何
方
か
に
中
途
半
端

な
自
分
を
片
付
け
た
く
な
っ
た
。
然
し
今
か
ら
金
持
に
な
る
の
は
迂
闘
な
彼

に
取
っ
て
も
う
遅
か
っ
た
。
偉
く
な
ろ
う
と
す
れ
ば
又
色
々
な
塵
労
が
邪
魔

を
し
た
。
そ
の
塵
労
の
種
を
よ
く
/
¥
調
べ
て
見
る
と
、
矢
つ
張
り
金
の
な

い
の
が
大
源
因
に
な
っ
て
ゐ
た
。
何
う
し
て
好
い
か
解
ら
な
い
彼
は
し
き
り

に
焦
れ
た
。
金
の
力
で
支
配
で
き
な
い
真
に
偉
大
な
も
の
が
制
州
制
同
国
刈

っ
て
来
る
に
は
ま
だ
大
分
聞
が
あ
っ
た
。

(
五
十
七
)

二
体
あ
の
人
は
何
う
し
て
そ
の
御
藤
さ
ん
て
人
と
|
|
」

細
君
は
少
し
醇
賭
し
た
。
健
三
に
は
意
味
が
解
ら
な
か
っ
た
。
細
君
は
云

ひ
直
し
た
。

「
何
う
し
て
そ
の
御
藤
さ
ん
て
人
と
懇
意
に
な
っ
た
ん
で
せ
う
」

御
藤
さ
ん
が
ま
だ
若
い
未
亡
人
で
あ
っ
た
頃
、
何
か
の
用
で
扱
所
へ
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
事
の
起
っ
た
時
、
島
田
は
さ
う
い
ふ
場
所
へ
出
っ
け
な
い

女
一
人
を
、
気
の
毒
に
思
っ
て
、
色
々
親
切
に
世
話
を
し
て
遣
っ
た
の
が
、

二
人
の
間
に
関
係
の
付
く
始
ま
り
だ
と
、
健
三
は
小
さ
い
時
分
に
誰
か
か
ら

聴
い
て
知
っ
て
ゐ
た
。
然
し
恋
愛
と
い
う
意
味
を
何
う
島
田
に
応
用
し
て
好

、品、晶、

}
V
・刀

今
の
慨
に
は
解
ら
な
か
っ
た
。

「
慾
も
手
伝
っ
た
に
違
い
な
い
ね
」

円

u
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細
君
は
何
と
も
云
は
な
か
っ
た
。

(
六
十
二

傍
線
部
か
ら
、
語
り
手
が
、
物
語
の
時
聞
か
ら
見
れ
ば
未
来
に
い
る
と
い
う
こ

と
が
分
か
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
反
転
さ
せ
れ
ば
、
物
語
の
未
来
に
お
い
て
健
三
が

右
の
二
点
を
達
成
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
関
わ
る
の
が
、
相
原
和
邦
氏
が
い
う
「
反
措
定
叙
法
」
で
あ
る
。
氏
は
、

「
『
何
と
云
っ
た
っ
て
女
に
は
技
巧
が
あ
る
ん
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
』
/
彼
は
深

く
斯
う
信
じ
て
ゐ
た
。
恰
も
自
分
自
身
は
全
て
の
技
巧
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
由
の

人
で
あ
る
か
の
や
う
に
。
」
(
八
十
三
)
と
い
う
部
分
を
例
に
挙
げ
、
「
別
の
可
能

性
の
想
定
」
、
直
前
の
文
を
「
抑
制
し
、
否
定
し
よ
う
と
す
る
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
発

想
に
規
定
さ
れ
て
い
る
」
と
説
い
て
い
る
。
藤
森
氏
も
こ
れ
を
受
け
て
、
先
の
二

つ
に
お
け
る
語
り
を
、
「
物
語
内
容
か
ら
す
れ
ば
未
来
の
時
点
の
物
語
内
容
、
物



語
の
現
在
に
お
い
て
は
ま
だ
実
現
さ
れ
ず
可
能
態
と
し
て
だ
け
あ
る
よ
う
な
物
語

内
容
を
併
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
物
語
の
現
在
に
新
た
な
視
角
を
与
え
よ
う
と
す

る
『
反
措
定
叙
法
』
の
語
り
方
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
物
語
の
未
来
に
い
る
語
り
手
は
、
健
三
が
や
が
て
「
金
の
力
で
支
配

で
き
な
い
真
に
偉
大
な
も
の
が
」
「
眼
に
這
入
っ
て
来
」

て
、
「
恋
愛
と
い
う
意
味

を
何
う
島
田
に
応
用
し
て
好
い
か
」
も
理
解
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
語
り
は
、
健
三
が
物
語
の
未
来
の
状
態
に
た
ど
り
着
く
た
め

に
必
要
だ
っ
た
認
識
が
、
「
も
し
も
ー
だ
っ
た
ら
」
と
い
う
「
H
」
の
形
で
提
示

さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
場
合
、
語
り
手
に
は
、
「
イ
ロ
ニ

カ
ル
な
発
想
」
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
健
三
を
(
全
肯
定
で
は
な
い
に
せ
よ
)

容
認
す
る
意
識
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
こ
れ
は
先
の
分
析
に
見
た
健
三
に
対
す

る
擁
護
意
識
と
呼
応
す
る
。
ま
た
、
「
反
措
定
叙
法
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
は
、

「
新
た
な
視
覚
」
で
は
あ
っ
て
も
「
ま
だ
実
現
さ
れ
ず
可
能
態
と
し
て
だ
け
あ
る

よ
う
な
物
語
内
容
」
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
物
語

内
容
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
反
措
定
叙
法
」
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
「
H
U

」
を
提
示
し
つ
つ
健
三
を

物
語
の
未
来
へ
と
導
く
、
先
導
者
と
し
て
の
語
り
手
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
、

の
「
H
U

」
の
中
に
回
想
し
反
省
す
る
語
り
手
の
意
識
を
見
る
と
き
、
そ
こ
に
は
必

ず
し
も
相
対
や
客
観
の
眼
は
な
く
、
金
子
明
雄
氏
が
い
う
よ
う
に
、
仮
説
と
し
て

の
「
潜
在
的
一
人
称
小
説
」
と
し
て
「
道
草
」
を
捉
え
る
こ
と
が
、
ま
ず
は
で

き
る
と
思
わ
れ
る
。

「道草J論

四

作
家
と
語
り
手

し
か
し
、
た
だ
そ
れ
だ
け
か
と
い
う
と
、
「
道
草
」
の
中
に
は
御
住
の
内
面
に

関
す
る
語
り
も
あ
り
、
「
潜
在
的
一
人
称
小
説
」
と
い
う
捉
え
方
は
仮
説
の
域
を

出
が
た
い
。
金
子
氏
自
身
も
こ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
お
り
、
仮
説
の
下
で
の
語
り

手
(
「
語
る
健
三
」
)
と
健
三
(
「
語
ら
れ
る
健
三
」
)
と
の
認
識
の
差
異
を
「
や
が

て
語
る
現
在
の
認
識
に
到
達
す
る
健
三
が
か
つ
て
抱
え
た
認
識
の
遅
れ
」
と
し
て

い
る
が
、
語
り
手
の
意
味
づ
け
と
し
て
は
未
だ
不
充
分
で
あ
ろ
う
。

私
は
こ
れ
を
、
語
り
手
の
造
形
に
際
し
て
の
作
家
の
意
識
の
問
題
と
し
て
扱
つ

一
般
的
な
三
人
称
小
説
に
お
い
て
語
り
手
は
公
平
な
存

て
み
た
い
。
こ
の
場
合
、

在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
「
道
草
」
に
お
い
て
は
「
そ
の
言

説
が
一
般
に
わ
れ
わ
れ
が
三
人
称
の
語
り
手
に
慣
習
的
に
要
求
す
る
よ
う
な
透
明

性
か
ら
微
妙
に
逸
脱
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
藤
森
氏
に
近
い
立
場
に
立
つ
。
こ

の
藤
森
氏
の
見
解
は
、
金
子
氏
に
よ
っ
て
「
同
時
代
の
小
説
の
語
り
の
モ

l
ド
か

ら
、
『
道
草
』
の
語
り
の
規
範
か
ら
の
〈
逸
脱
〉
が
認
識
さ
れ
る
か
ど
う
か
検
討

の
余
地
が
残
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
作
家
の
意
識
と
し
て
扱
う
と
き
に

'Eム内。

は
、
非
常
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

激
石
に
よ
っ
て
語
り
の
問
題
が
意
識
さ
れ
る
端
緒
は
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
執
筆

そ

大
倉
書
庖
)

の
構
成
段
階
に
う
か
が
え

以
後
、
「
文
学
論
」
(
明
治
四
十
年
五
月

る
。
「
文
学
論
」
第
四
編
の
「
間
隔
論
」
で
は
、
〈
作
中
人
物
|
作
家

i
読
者
〉
と

い
う
図
式
が
想
定
さ
れ
、
作
中
人
物
す
な
わ
ち
登
場
人
物
に
対
し
て
の
読
者
の
印

象
を
左
右
す
る
の
が
作
家
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

「
作
家

篇
中
の
人
物
と
一
定
の
間
隔
を
保
っ
て
批
判
的
眼
光
を
以
て
彼
等
の
行
動
を
叙
述

し
て
成
る
」
小
説
を
「
批
評
的
作
物
」
、
「
両
者
の
聞
に
間
隔
の
認
む
べ
き
な
く
し

て
、
同
情
の
極
油
然
と
し
て
一
所
に
調
停
化
せ
る
」
小
説
を
「
同
情
的
作
物
」
と
名

登
場
人
物
と
読
者
と
の
聞
に
位
置
す
る
作
家
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。

斗
寸
斗
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だ
が
、
こ
の
時
の
激
石
は
作
家
の
態
度
を
重
視
し
て
お
り
、
ま
た
対
象
と
し
て
一

人
称
小
説
を
意
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
彼
の
中
で
の
語
り
手
へ

の
意
識
は
ま
だ
未
熟
で
あ
る
。

そ
の
意
識
が
明
確
に
な
る
の
は
、
「
夢
十
夜
」
(
明
治
四
十
一
年
七
月

1
八
月
『
東

京
朝
日
新
聞
』
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
)
執
筆
時
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
夢
十
夜
」

一
人
称
、
三
人
称
、
そ
の
中
間
的
な
語
り
と
い
う
よ
う
に
人
称
が

の
語
り
で
は
、

使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
中
間
的
な
語
り
と
は
、
あ
る
時
点
の
特
定
の
場
所
で
の

自
分
に
つ
い
て
一
人
称
で
語
り
な
が
ら
も
、
同
じ
時
点
の
別
の
人
物
を
も
語
る
と

い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
〈
夢
〉
を
〈
夢
〉
ら
し
く
語
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
と
言

え
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
を
採
用
す
る
に
際
し
、
激
石
は
〈
夢
〉
を
〈
夢
〉
ら

し
く
語
り
得
る
語
り
手
を
造
形
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の

結
果
が
、

一
人
称
と
三
人
称
と
の
中
間
的
な
語
り
手
の
創
造
と
な
っ
て
表
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
「
間
隔
論
」
で
の
図
式
が
〈
作
中
人
物
|
語
り
手
|
作
家
|
読
者
〉

へ
と
深
化
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
過
程
に
お
い
て
で
あ
る
。

そ
し
て
、
激
石
は
前
期
後
期
両
三
部
作
を
書
く
こ
と
に
な
る
。
前
期
三
部
作
で

は
主
人
公
の
心
理
を
追
う
こ
と
が
中
心
で
あ
り
、
三
四
郎
や
代
助
、
宗
助
の
内
面

が
焦
点
化
さ
れ
て
い
く
。
だ
が
、
後
期
三
部
作
へ
と
進
む
に
し
た
が
っ
て
、
主
人

公
以
外
の
人
物
へ
も
視
線
が
向
け
ら
れ
て
い
く
。
須
永
、
一
郎
、
「
先
生
」
が
そ

の
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
人
称
の
語
り
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
改
め
て
問
題
と
し
た
い
の
は
、
前
期
三
部
作
は
三
人
称
に
よ
る
語
り
手
が
、

ま
た
後
期
三
部
作
で
は
一
人
称
に
よ
る
語
り
手
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
夢
十
夜
」
以
前
の
「
坑
夫
」
(
明
治
四
十
一
年
一
月
1
六
月

『
東
京
朝
日
新
聞
』
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
)

で
の
一
人
称
回
想
が
「
『
坑
夫
』
の
作

意
と
自
然
派
伝
奇
派
の
交
渉
」
(
明
治
四
十
一
年
四
月

『
文
章
世
界
』
)

で
意
図

し
た
、
「
昔
の
こ
と
を
回
顧
し
て
る
と
公
平
に
書
け
る
。

そ
れ
か
ら
昔
の
事
を
批

評
し
な
が
ら
書
け
る
。
善
い
所
も
悪
い
所
も
同
じ
や
う
な
眼
を
以
て
見
て
書
け

る
J

と
い
っ
た
成
果
が
上
げ
ら
れ
ず
、
そ
の
後
「
夢
十
夜
」
を
執
筆
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
語
り
手
へ
の
意
識
が
芽
生
え
た
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
激
石
は
「
道
草
」
に
取
り
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
人
称
と
三
人
称
、
語
り
の
方
法
と
し
て
両
方
を
と
も
に
試
み
て
き
た

つ
ま
り
、

彼
に
は
、
「
坑
夫
」
や
「
心
」
(
大
正
三
年
四
月

1
八
月
『
東
京
朝
日
新
聞
』
『
大

阪
朝
日
新
聞
』
)
で
の
一
人
称
回
想
と
そ
の
失
敗
と
と
も
に
、
「
彼
岸
過
迄
」
(
明

治
四
十
五
年
一
月
1
四
月
『
東
京
朝
日
新
聞
』
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
)
に
お
け
る
「
『
世

間
』
を
聞
く
」
(
結
末
で
あ
る
い
は
自
著
に
よ
る
「
『
心
』
広
告
文
」
(
大
正
三
年

九
月
二
十
六
日
付
『
時
事
新
報
』
な
ど
)
で
の
「
人
間
の
心
を
捕
へ
た
る
此
作
物
」

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
創
作
活
動
を
振
り
返
り
、
三
人

称
で
、
さ
ら
に
人
聞
を
追
求
す
る
た
め
の
小
説
を
志
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
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で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
「
道
草
」
に
お
け
る
語
り
の
必
然
が
把
握
で
き
よ

ぅ
。
す
な
わ
ち
、

一
人
称
か
ら
出
発
し
た
激
石
が
、
人
聞
を
よ
り
広
く
、
ま
た
よ

り
深
く
と
ら
え
る
た
め
に
、
三
人
称
に
よ
る
語
り
手
を
創
造
し
た
。
し
か
し
、
以

前
の
一
人
称
に
よ
る
語
り
の
要
素
も
混
在
し
て
し
ま
い
、
結
果
健
三
と
い
う
人
物

一
見
三
人
称
の
、
し
か
し

を
中
心
に
据
え
な
が
ら
他
の
人
物
も
語
ろ
う
と
す
る
、

金
子
氏
が
い
う
よ
う
に
一
人
称
の
性
質
も
兼
ね
備
え
た
語
り
手
が
誕
生
し
て
き
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
健
三
を
中
心
に
据
え
て
先
導
し
つ
つ
、
他
の
人
物
へ
の
眼

差
し
を
も
持
ち
、
未
来
か
ら
現
在
を
語
り
得
る
「
道
草
」
の
語
り
手
は
、
激
石
の

こ
れ
ま
で
の
文
学
的
変
遷
の
結
果
生
じ
た
語
り
手
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。



お
わ
り
に
、
あ
る
い
は
同
時
代
の
語
り
研
究
に
向
け
て

複
数
の
人
物
を
語
る
場
合
、
そ
れ
は
往
々
に
し
て
、
三
人
称
の
語
り
手
に
よ
っ

て
人
物
の
関
係
を
通
し
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
「
道

草
」
で
は
自
己
と
他
者
の
関
係
性
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
評
価
が
多
く
な
さ

れ
た
の
だ
が
、
分
析
の
結
果
、
語
り
手
の
健
三
擁
護
の
姿
勢
や
、
先
導
者
と
し
て

の
性
格
が
う
か
が
え
た
。
そ
の
意
味
で
、
人
称
が
不
安
定
な
も
の
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
否
め
ず
、
先
行
研
究
で
の
評
価
は
完
全
に
は
的
を
得
て
い
な
い
こ
と
に
な

る
だ
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
激
石
文
学
全
体
を
概
観
し
た
と
き
、
語
り
が

一
人
称
か
ら
三
人
称
へ
と
移
行
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
文
学
内
実
も
、
主
人
公
の

自
己
認
識
の
深
化
と
い
う
レ
ベ
ル
か
ら
、
人
間
の
複
合
的
、
総
合
的
な
把
握
へ
と

移
行
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
と
き
、
「
道
草
」
の
語
り
手
が
必
ず
し

も
相
対
や
客
観
の
眼
を
持
つ
存
在
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
に
対
し
て
、

回
想
に
よ
る
時
間
的
把
握
と
物
語
の
現
在
に
お
け
る
空
間
的
把
握
と
を
同
時
に
行

お
う
と
し
た
激
石
の
試
み
と
し
て
、
「
道
草
」
、
あ
る
い
は
「
道
草
」
に
お
け
る
語

り
を
、
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「道草J論

と
こ
ろ
で
、
日
比
嘉
高
氏
は
、
作
者
が
自
分
自
身
を
小
説
に
描
く
と
い
う
〈
自

己
表
象
テ
ク
ス
ト
〉
が
日
露
戦
後
に
頻
出
し
て
い
く
背
景
と
し
て
、

υ噂
話
・
楽

屋
話
な
ど
の
メ
タ
情
報
の
掲
載
が
恒
常
化
す
る
メ
デ
ィ
ア
状
況
、
幻
メ
タ
情
報
と

作
品
と
を
交
差
さ
せ
て
読
む
読
書
慣
習
、

ω小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
境
界
意
識
の
変
化

|
|
〈
自
分
を
描
く
〉
こ
と
の
認
可
、

4
同
時
代
の
〈
自
己
〉
論
の
水
準
、
枠
組

み
の
分
析
、
日
隣
接
ジ
ャ
ン
ル
・
青
年
層
の
動
向
、
と
い
う

5
点
を
挙
げ
、

υと

ωの
背
後
に
「
作
奈
川
り
身
赴
が
骨
骨

U
な
砂
と
い
う
自
然
主
義
文
学
の
台
頭
」
が

あ
る
こ
と
、
ま
た
は
に
関
連
し
て
、
田
山
花
袋
「
蒲
団
」
(
明
治
四
十
年
九
月
『
新

小
説
』
)
の
発
表
後
、
「
作
家
が
自
分
自
身
の
こ
と
を
作
品
に
描
い
て
も
よ
い
の
だ

と
い
う
よ
う
に
、
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
境
界
意
識
に
変
化
が
起
こ
っ
て
く
る
」
こ
と

を
指
摘
す
る
。
事
実
、
同
時
代
で
は
塩
原
昌
之
助
が
島
田
の
モ
デ
ル
と
し
て

扱
わ
れ
て
お
り
、
「
道
草
」
に
対
す
る
激
石
唯
一
の
自
叙
伝
と
い
う
現
代
の
通
説

的
認
識
が
当
時
す
で
に
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
「
道
草
」
と
自
然
主
義

文
だ学
カt と
、の

這盟
空室

説
執ぬ

笠 h
吋 る
の百匹

大以
互は山、

年ァ
時あ
点あ
にた
おり
い に
てあ

る
散と
石白思
がわ
敢れ
える
て。

自
然

主
義
に
歩
み
寄
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
よ
う
な
認
識
が
生
じ
た
の
は
、
作

家
の
留
学
体
験
や
養
子
問
題
と
い
っ
た
メ
タ
情
報
を
(
我
々
を
含
ん
だ
)
読
者
が

手
に
し
、
テ
ク
ス
ト
と
結
び
つ
け
て
読
ん
だ
た
め
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
〈
作
中

人
物
|
語
り
手
|
作
家
|
読
者
〉
と
い
う
よ
う
に
、
激
石
が
そ
の
造
形
の
プ
ロ
セ

ス
に
お
い
て
、
作
家
に
き
わ
め
て
近
い
存
在
と
し
て
語
り
手
を
考
え
て
い
た
こ
と

q
J
 

n
J
 

も
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
激
石
に
作
家
の
道
を

歩
ま
せ
る
契
機
を
作
っ
た
正
岡
子
規
の
「
写
生
文
」
理
念
が
確
立
さ
れ
て
い
く
様

棺
を
、
同
時
代
の
文
壇
、
と
く
に
自
然
主
義
文
学
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
考
察
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
今
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。

注

(
l
)
研
究
史
を
概
観
し
て
も
、
作
品
論
、
語
り
論
、
ジ
エ
ン
ダ
l
的
考
察
を
問
わ
ず
、

多
く
の
論
考
が
語
り
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
・

(2)
近
年
出
版
さ
れ
た
、
平
岡
敏
夫
・
山
形
和
美
・
影
山
恒
男
縞
『
夏
目
散
石
事
典
』

(
平
成
十
二
年
七
月
勉
誠
出
版
)
に
お
け
る
松
下
浩
幸
氏
の
「
道
草
」
解
説
で

も
、
「
主
人
公
と
作
者
、
及
び
他
の
人
物
た
ち
と
の
距
離
を
客
観
化
す
る
た
め
の

複
眼
的
な
語
り
手
を
巧
妙
に
配
置
し
た
、
三
人
称
回
想
文
体
に
よ
る
特
異
な
小
説
」

と
、
語
り
の
問
題
に
触
れ
て
は
い
る
が
、
や
や
暖
昧
の
感
が
あ
る
。
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(
3
〉
石
原
千
秋
「
叙
法
形
態
か
ら
見
た
『
道
草
』
の
他
者
認
識
」
(
昭
和
五
十
五
年
十

月
『
成
城
国
文
』
第
四
号
)

(
4
〉
藤
森
清
「
語
り
手
の
恋
|
『
道
草
』
試
論
l
」
(
平
成
五
年
十
二
月
『
日
本

の
文
学
』
第
2
集
有
精
堂
)

(5)
江
種
満
子
「
『
道
草
』
の
妊
娠
・
出
産
を
め
ぐ
っ
て
」
(
平
成
六
年
十
一
月
『
激

石
研
究
』
第
3
号
翰
林
書
房
)

(
6
)
前
掲
注
3
参
照
.

(
7
)
秋
山
公
男
「
『
道
草
』
|
精
想
と
方
法
」
(
昭
和
五
十
七
年
四
月
『
文
学
』

『
激
石
文
学
論
考
!
後
期
作
品
の
方
法
と
構
造
i
』
〈
昭
和
六
十
二
年
十
一
月

綴
楓
社
〉
所
収
)

(
8
)
相
原
和
邦
「
激
石
文
学
に
お
け
る
表
現
方
法
|
「
道
草
」
の
相
対
把
握
に
つ

い
て

i
」
(
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
『
国
文
学
孜
』
、
『
激
石
文
学
ー
そ
の
表

現
と
思
想
|
』
〈
昭
和
五
十
五
年
七
月
塙
書
房
〉
所
収
)
及
び
宕
波
文
庫
版
『
解

説
』
(
平
成
三
年
四
月
岩
波
書
底
)

(
9
)
前
掲
注
4
参岡山・

(ω
〉
金
子
明
雄
「
三
人
称
回
想
小
説
と
し
て
の
『
道
草
』
」
〈
平
成
七
年
五
月
二
十
日

『
激
石
研
究
』
第
4
号
翰
林
書
房
)

(
日
)
拙
稿
「
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
論
|
写
生
文
、
あ
る
い
は
一
人
称
回
想
へ
の
眼
差
し

ー
」
(
平
成
十
二
年
六
月
『
国
文
学
孜
』
第
一
六
七
号
)
参
照
。

(
ロ
)
拙
稿
「
『
夢
十
夜
』
論
|
底
流
と
し
て
の
写
生
文
|
」
(
平
成
十
二
年
十
二
月

『
近
代
文
学
試
論
』
第
三
十
八
号
)
参
照
。

(
臼
)
拙
稿
「
『
回
想
』
と
『
写
生
文
』
|
後
期
激
石
文
学
試
論
|
」
(
平
成
十
年
十

一
一
月
『
近
代
文
学
試
論
』
第
三
十
六
号
)
参
照
・

(
M
)
同
右
。

(
白
)
日
比
嘉
高
『
〈
自
己
表
象
〉
の
文
学
史
自
分
を
書
く
小
説
の
登
場
』
(
平
成

十
四
年
五
月
給
林
書
房
)

(
凶
)
関
壮
一
郎
「
『
道
草
』
の
モ
デ
ル
と
諮
る
記
」
(
大
正
六
年
二
月
『
新
日
本
』
)
@

滋
石
の
死
後
に
発
表
さ
れ
た
こ
れ
は
、
「
籍
中
の
主
要
な
モ
デ
ル
と
し
て
取
扱
は

れ
た
先
生
の
養
父
母
」
(
十
二
、
「
続
の
こ
と
を
、
少
し
の
恐
れ
も
な
く
、
赤
裸

々
に
表
現
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
(
中
略
)
遠
慮
と
謹
慎
と
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
」

(
同
)
と
い
う
言
説
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
激
石
追
悼
と
い
う
よ
り
は
モ

デ
ル
小
説
や
作
家
へ
の
批
判
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
。
当
時
「
道
草
」
が
自
伝

的
小
説
と
し
て
読
ま
れ
た
こ
と
の
証
左
に
な
ろ
う
・

(
打
)
初
期
激
石
の
作
と
し
て
「
倫
敦
消
息
」
(
明
治
三
十
四
年
五
月
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
〉

や
「
自
転
車
日
記
」
(
明
治
三
十
六
年
六
月
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
)
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

と
も
に
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
子
規
宛
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
・

〔
付
記
〕テ

ク
ス
ト
及
び
滋
石
の
評
論
、
関
壮
一
郎
「
『
道
草
』
の
モ
デ
ル
と
語
る
記
」
は
、
全

て
『
激
石
全
集
』
(
平
成
五
年
十
二
月
1
十
一
年
三
月
岩
波
書
庖
)
に
拠
る
・

(
や
ま
し
た
こ
う
せ
い
、
ラ
・
サ
l
ル
中
学
校
・
高
等
学
校
教
諭
)
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