
「
タ
ネ
リ
は
た
し
か
に

い
ち
に
ち
咽
ん
で
ゐ
た
や
う
だ
っ
た
」
論

l
　
「
タ
ネ
リ
は
た
し
か
に
い
ち
に
ち
嗜
ん
で
ゐ
た
や
う
だ
っ
た
」
　
（
以
下
「
タ

ネ
リ
は
た
し
か
に
」
と
略
称
）
　
は
、
「
〔
若
い
木
霊
〕
」
や
「
サ
ガ
レ
ン
と
八

月
」
　
（
未
完
作
晶
）
　
を
先
行
作
晶
と
し
て
持
つ
、
宮
沢
賢
治
の
童
話
で
あ
る
。

北
方
の
、
恐
ら
く
カ
ラ
フ
ト
あ
た
り
の
原
住
民
の
子
供
ら
し
い
、
タ
ネ
リ
と
い

う
男
の
子
を
主
人
公
と
し
て
、
早
春
の
野
原
を
舞
台
に
展
m
さ
れ
る
物
語
で
あ

る
。宮

沢
の
他
の
多
く
の
作
品
と
同
様
に
生
前
は
未
発
表
で
あ
る
が
、
作
者
自
身

は
、
発
表
の
意
図
を
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
現
存
稿
が
署
名
入
り
の
総
ル

ビ
付
き
清
現
前
で
あ
り
、
ま
た
、
大
正
十
四
年
頃
に
、
『
赤
い
鳥
』
の
鈴
末
三

流
吾
の
許
へ
知
人
を
介
し
て
木
作
品
が
持
ち
込
ま
れ
た
と
い
う
証
言
が
戎
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
作
品
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
先
駆
の
作
＝
間

の
一
つ
で
あ
る
「
サ
ガ
レ
ン
と
八
月
」
が
、
大
正
十
二
年
七
月
か
ら
八
月
に
か

け
て
の
カ
ラ
フ
ト
旅
行
で
の
体
験
に
準
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
・
大
正
十
三
年

四
月
刊
行
の
詩
集
『
春
と
修
羅
』
印
刷
時
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
同
和
の
原
稿

用
紙
が
本
作
品
の
括
事
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
・
大
正
十
四
年
頃
の
、
給
水

伊
藤
眞
一
郎

三
重
苦
の
許
へ
の
作
品
持
ち
込
み
と
い
う
前
述
の
証
言
等
に
よ
り
、
一
応
、
大

正
十
二
年
八
月
以
降
、
同
十
四
年
以
前
と
い
う
期
間
が
推
定
で
き
る
。
少
し
大

雑
把
な
括
り
方
に
な
る
が
、
つ
ま
り
、
大
正
十
三
年
前
後
に
成
立
し
た
作
品
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

L
の
大
正
十
三
年
と
い
う
隼
は
、
宮
沢
賢
治
の
文
学
活
動
の
流
れ
で
は
無
視

で
き
な
い
。
と
言
う
の
は
、
こ
の
年
彼
は
、
自
分
の
詩
や
童
話
を
等
し
並
み
に

「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
規
定
し
、
集
成
し
、
詩
集
『
春
と
俗
羅
』
お
よ
び
琉
訂

集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
二
著
作
を
、
四
月
と
十
二
月
に
そ
れ
ぞ
れ
fI
田
版

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
被
の
場
合
、
著
封
と
し
て
は
結
局
こ
の
二
著
の
み
を

世
に
出
す
こ
と
で
終
っ
た
の
だ
が
、
自
作
の
広
告
文
中
で
、
『
注
文
の
多
い
料

理
店
』
を
仝
十
二
m
の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
シ
リ
ー
ズ
中
の
第
一
冊
だ
と
言
っ

て
い
る
こ
と
や
、
実
際
に
、
詩
集
や
童
話
集
と
し
て
作
目
冊
の
集
成
を
案
じ
た
形

跡
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、
当
初
、
こ
れ
ら
の
川
版
は
「
心
象
ス
ケ
ッ

用チ
」
集
出
版
の
手
始
め
の
粘
り
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
大
正
十

三
年
と
い
う
年
は
、
宮
沢
に
と
っ
て
は
、
み
ず
か
ら
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
規

定
す
る
独
自
の
文
学
を
世
に
問
う
、
第
一
歩
の
年
で
あ
っ
た
、
と
言
え
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
例
え
ば
知
人
宛
の
書
簡
中
で
、
「
『
春
と
修

12



腔
』
に
於
て
、
序
文
の
考
を
主
張
し
、
歴
史
や
宗
教
の
位
置
を
全
く
変
換
し
よ

う
と
企
画
し
、
そ
れ
を
基
骨
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
生
活
を
発
表
し
て
、
誰
か
に

見
て
賃
ひ
た
い
」
　
（
大
1
4
・
2
・
9
）
と
孝
え
た
の
だ
と
、
後
に
述
懐
し
て
も

い
る
よ
う
に
、
相
当
に
野
心
的
な
意
気
込
み
に
燃
－
竺
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ

た
。

「
タ
ネ
リ
は
た
し
か
に
」
の
川
筋
は
、
家
の
一
P
H
で
山
ま
か
せ
の
歌
号
っ
た
い

な
が
ら
、
母
親
に
言
い
つ
か
っ
た
ら
し
い
藤
苺
蒔
き
を
し
て
い
た
主
人
公
が
、

早
春
の
明
か
る
い
陽
光
を
浴
び
た
、
申
っ
の
野
原
の
紙
子
に
誘
わ
れ
て
、
矢
も

楯
も
た
ま
ら
ず
飛
び
山
し
、
あ
ち
こ
ち
散
策
し
て
行
く
う
ち
に
、
不
気
味
な
化
け

物
世
界
め
い
た
森
の
前
ま
で
来
て
し
ま
い
、
犬
祁
の
よ
う
な
も
の
の
出
現
に
慄

え
て
逃
げ
帰
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
人
の
子
供
の
、
自
然
の
中
で
の

非
日
常
的
な
異
世
界
と
の
出
通
い
が
輩
わ
れ
た
も
の
で
、
一
純
の
幻
想
語
と
も

言
え
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
作
品
が
こ
の
時
期
に
成
立
し
て
い
る
事
実
は
、

私
に
は
興
味
深
い
。
こ
う
し
た
幻
想
譜
の
形
で
こ
こ
に
は
、
作
者
宮
沢
賢
治
に

お
け
る
一
つ
の
世
界
と
の
閃
孫
が
、
象
徴
的
に
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら

は
、
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
の
標
接
に
至
っ
た
こ
の
時
期
の
彼
の
自
己
定
立
の
在

り
様
が
現
い
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
思
う
か
ら
で
あ
る
。

以
下
、
小
塙
で
は
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
作
品
内
郎
、
お
よ
び
先
行
諸

作
品
等
と
の
連
関
の
検
討
を
軸
に
し
て
、
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

こ

こ
の
作
品
は
、
一
面
、
子
供
と
早
春
の
自
然
と
の
無
邪
気
な
交
歓
の
物
語
と

見
ら
れ
な
く
も
な
い
。

と
こ
ろ
が
タ
ネ
リ
は
、
も
う
や
め
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
向
ふ
の
野
は
ら
や

丘
が
、
あ
ん
ま
り
立
派
で
明
る
く
て
、
そ
れ
に
か
げ
ら
ふ
が
、
「
さ
あ
行
か

う
、
さ
あ
行
か
う
U
と
い
ふ
や
う
に
、
そ
こ
ら
い
ち
め
ん
、
ゆ
ら
ゆ
ら
の
ぼ

っ
て
ゐ
る
の
で
す
。
（
中
略
）
／
枯
れ
た
革
は
、
黄
い
ろ
に
あ
か
る
く
ひ
ろ

が
っ
て
、
ど
こ
も
か
し
こ
も
、
ど
ろ
ど
ろ
こ
ろ
が
っ
て
み
た
い
く
ら
ゐ
、
そ

の
は
て
で
は
、
青
ぞ
ら
が
、
つ
め
た
く
つ
る
つ
る
光
っ
て
ゐ
ま
す
。
タ
ネ
リ

は
、
ま
る
で
、
早
く
行
っ
て
そ
の
育
ぞ
ら
を
す
こ
し
唸
べ
る
の
だ
と
い
ふ
ふ

う
に
走
り
ま
し
た
。

導
入
部
に
近
い
、
主
人
公
が
仕
事
を
放
り
山
し
て
飛
び
出
し
て
行
く
場
面
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
主
人
公
タ
ネ
リ
と
自
然
凪
㍍
と
が
心

情
的
に
一
体
に
な
っ
た
、
明
か
る
い
宰
福
感
に
満
ち
た
交
歓
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
野
原
の
似
景
は
、
眺
め
ら
れ
る
だ
け
の
中
な
る
申
っ
側
の
存
在
で
は
な

く
、
阜
赤
の
H
然
と
し
て
の
明
か
る
く
生
命
的
な
舶
祝
を
以
て
主
人
公
を
魅

し
、
一
方
ま
た
、
主
人
公
の
躍
動
的
な
感
光
や
心
情
に
よ
り
、
春
が
息
吹
く
世

界
と
し
て
、
一
層
生
命
的
に
拡
充
さ
れ
て
い
る
。
主
人
公
の
内
的
生
命
と
自
然

界
の
春
の
息
吹
き
と
の
共
鳴
・
一
体
化
と
言
っ
て
も
よ
い
。

一
般
に
、
幼
児
期
の
子
供
は
、
自
己
中
心
的
な
傾
向
を
有
し
、
そ
う
し
た
傾

向
の
一
っ
の
現
わ
れ
と
し
て
、
自
己
の
意
志
や
感
情
と
仙
の
物
と
を
混
同
視
す

る
心
性
、
謂
わ
ゆ
る
、
ア
ニ
、
、
、
ズ
ム
を
示
す
が
、
人
と
自
然
と
の
、
こ
こ
で
の

よ
う
な
一
体
的
な
交
歓
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
ア
一
丁
、
ズ

ム
の
心
性
で
あ
り
、
そ
れ
を
土
台
と
す
る
幼
児
的
な
想
橡
力
で
あ
る
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
主
人
公
タ
ネ
リ
が
、
陽
炎
の
揺
ら
め
⊥
ご
に
自
分
を
招
く
呼
び
声

を
間
き
、
枯
れ
草
の
原
や
そ
の
果
て
の
青
空
に
、
明
か
る
く
解
放
的
な
広
が
り

や
寒
天
か
何
か
を
想
像
さ
せ
る
滑
ら
か
さ
を
兄
い
机
す
の
も
、
表
を
返
せ
ば
、

藤
生
叩
き
の
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
思
い
切
り
自
由
に
転
げ
廻
り
た
い
、
好

い
物
を
食
べ
た
い
、
と
い
っ
た
よ
う
な
、
子
供
ら
し
い
平
楽
主
義
を
、
周
囲
の

明
か
る
い
自
然
減
景
に
投
影
し
て
い
る
か
ら
に
は
か
な
る
ま
い
。
そ
う
し
た
幼
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児
的
な
想
像
力
に
よ
る
自
然
交
歓
の
場
面
が
、
こ
こ
に
は
、
ま
こ
と
に
生
き
生

き
と
、
鮮
か
に
語
ら
れ
て
い
る
。

以
下
、
こ
の
作
品
で
は
、
主
人
公
は
、
所
々
に
ま
だ
雪
の
消
え
残
っ
て
い
る

早
春
の
野
に
、
こ
の
よ
う
な
子
供
ら
し
い
想
像
を
広
げ
な
が
ら
分
け
入
っ
て
行

き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
そ
れ
ぞ
れ
の
自
然
風
物
と
触
れ
令
っ
こ
と
に
な
る
。

そ
の
限
り
で
言
え
ば
、
先
述
の
よ
う
に
、
読
者
は
こ
の
作
品
を
、
幼
児
的
な
感

覚
・
心
情
が
息
づ
く
子
供
の
、
早
春
の
自
然
と
の
無
邪
気
な
交
歓
の
物
語
と
受

け
取
り
、
そ
こ
で
の
自
然
把
握
の
ナ
イ
ー
ヴ
さ
に
共
感
し
楽
し
め
ば
よ
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
野
原
の
只
中
に
跳
び
込
ん

で
み
る
と
、
主
人
公
の
前
に
は
、
予
恵
や
期
待
に
反
し
た
風
景
が
出
現
し
、
彼

を
失
望
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
、
彼
の
理
解
し
え
な
い
異
様
な
風
景

に
も
遭
遇
す
る
破
目
に
な
る
の
で
あ
る
。
早
春
の
自
然
を
何
と
な
く
散
琵
し
、

次
々
に
先
の
よ
う
な
交
歓
を
繰
り
広
げ
て
行
く
と
い
う
風
に
は
、
実
は
展
開
し

な
い
の
で
あ
る
。

主
人
公
タ
ネ
リ
を
失
望
さ
せ
る
風
景
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

向
ふ
に
は
さ
っ
き
の
、
四
本
の
柏
が
立
っ
て
ゐ
て
つ
め
た
い
風
が
吹
き
ま

す
と
、
去
年
の
赤
い
枯
れ
葉
は
、
一
度
に
ざ
ら
ざ
ら
鳴
り
ま
し
た
。
（
中

略
）
　
「
お
い
、
柏
の
木
、
お
い
ら
お
ま
へ
と
遊
び
に
来
た
よ
。
遊
ん
で
お
く

れ
］
こ
の
時
、
風
が
行
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
の
で
、
柏
の
木
は
、
も
う
こ
そ

っ
と
も
云
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
／
「
ま
だ
陸
て
る
の
か
、
柏
の
木
、
遊
び

に
来
た
か
ら
起
き
て
く
れ
］
／
柏
の
木
が
四
本
と
も
、
や
っ
ぱ
り
だ
ま
っ
て

ゐ
ま
し
た
の
で
、
タ
ネ
リ
は
怒
っ
て
云
ひ
ま
l
し
た
。
「
雪
の
な
い
と
き
、
ね

す
が
ろ

て
ゐ
る
と
、
／
西
風
．
コ
ス
ケ
が
ゆ
す
ぶ
る
ぞ
／
ホ
ー
ス
ケ
蜂
が
巣
を
唸
ふ

ぞ
／
ト
ー
ス
ケ
ひ
ば
り
が
糞
ひ
る
ぞ
u
そ
れ
で
も
柏
は
四
本
と
も
、
や
っ
ぱ

り
音
を
た
て
ま
せ
ん
で
し
た
。
タ
ネ
リ
は
、
こ
っ
そ
り
爪
立
て
を
し
て
、
そ

の
一
本
の
そ
ば
へ
進
ん
で
、
耳
を
ぴ
っ
た
り
茶
い
ろ
な
幹
に
あ
て
が
っ
て
、

な
か
の
よ
う
す
を
う
か
が
ひ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
中
は
し
ん
と
し
て
、
ま
だ

芽
も
業
も
う
ど
き
は
じ
め
る
も
や
う
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
／
「
来
た
し

る
し
だ
け
つ
け
て
く
よ
〕
タ
ネ
リ
は
、
さ
び
し
さ
う
に
ひ
と
り
で
つ
ぶ
や
き

な
が
ら
、
そ
こ
ら
の
枯
れ
た
葦
穂
を
つ
か
ん
で
、
あ
ち
こ
ち
に
四
つ
、
結
び

目
を
こ
し
ら
え
て
、
や
っ
と
安
心
し
た
や
う
に
、
ま
た
藤
の
蔓
を
す
こ
し
ロ

に
入
れ
て
あ
る
き
だ
し
ま
し
た
。

呼
び
か
け
て
も
物
音
一
っ
た
て
な
い
柏
の
木
に
臆
を
立
て
、
悪
口
唄
で
挑
発

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

し
か
け
る
あ
た
り
、
子
供
ら
し
い
し
た
た
か
さ
を
見
せ
て
い
て
、
一
見
、
い
か

に
も
揖
笑
ま
し
い
場
面
で
も
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
作
者
が
語
ろ
う
と
し
て
い

る
の
は
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
主
人
公
の
眼
に
、
遠
く
か
ら

は
魅
惑
的
に
さ
し
招
く
よ
う
に
映
っ
た
自
然
が
、
実
際
に
は
、
冬
枯
れ
を
残
し

た
、
物
言
わ
ぬ
た
だ
の
自
然
凪
恵
、
寂
漠
の
世
界
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
し
た
が

っ
て
、
明
か
る
い
捕
縛
を
抱
い
て
や
っ
て
来
た
主
人
公
が
、
失
望
さ
せ
ら
れ
、

無
表
情
に
沈
黙
し
続
け
る
自
然
の
前
に
、
遊
び
相
手
の
な
い
琳
し
さ
を
軍
え
ざ

る
を
え
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
で
あ
る
。
主
人
公
タ
ネ
リ
の
呼
び
か
け
に
も
拘
ら

ず
沈
黙
し
て
い
る
柏
の
木
が
繰
り
返
し
て
三
度
も
描
写
さ
れ
、
主
人
公
の
淋
し

さ
を
準
え
た
哀
惜
が
は
っ
き
り
と
描
写
さ
れ
て
い
る
事
実
が
、
そ
の
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

無
論
、
右
の
場
面
で
は
、
主
人
公
は
草
穂
の
結
び
目
を
作
る
こ
と
で
慰
め
を

得
、
そ
の
琳
し
さ
は
そ
れ
ほ
ど
深
刻
化
し
な
い
。
が
、
同
様
の
寂
漠
と
し
た
自

然
風
景
と
そ
こ
で
の
主
人
公
の
淋
し
さ
は
、
引
き
続
く
、
丘
の
陰
の
水
芭
露
が

咲
く
湿
地
帯
の
場
面
や
宿
り
木
を
つ
け
た
薫
の
水
の
場
面
で
も
語
ら
れ
、
更

に
、
鴇
ら
し
い
白
い
烏
の
登
場
す
る
場
面
で
は
、
「
お
い
ら
は
ひ
と
り
な
ん
だ

か
ら
、
／
お
ま
へ
は
お
い
ら
と
遊
ん
で
お
く
れ
。
／
お
い
ら
は
ひ
と
り
な
ん
だ
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か
ら
U
と
い
う
訴
え
か
け
の
言
葉
と
し
て
表
白
さ
れ
、
遊
ん
で
も
ら
お
う
と
烏

の
後
を
導
っ
ま
で
に
、
主
人
公
を
駈
り
立
て
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
森
間
と
し

た
自
然
に
触
れ
た
時
点
か
ら
、
主
人
公
の
控
で
は
淋
し
さ
が
徐
々
に
募
汀
∴
一

人
ば
っ
ち
の
意
識
が
頸
在
化
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
、
そ
れ
と
共
に
、
主

人
公
の
行
動
も
、
無
目
的
に
魅
惑
茄
な
自
然
を
享
受
す
る
呑
気
な
自
然
散
策
か

ら
、
切
実
に
遊
び
相
手
を
求
め
る
目
的
的
な
行
動
に
、
移
り
変
っ
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。次

の
奇
態
な
風
景
は
、
そ
の
よ
う
な
行
動
の
果
て
に
現
わ
れ
て
く
る
も
の
で

あ
る
。

そ
こ
は
、
ゆ
る
や
か
な
野
原
に
な
っ
て
ゐ
て
、
向
ふ
は
、
ひ
ど
く
暗
い
巨

き
な
木
立
で
し
た
。
（
中
略
）
タ
ネ
リ
は
、
胸
を
神
へ
て
、
立
ち
ど
ま
っ
て

し
ま
ひ
ま
し
た
。
向
ふ
の
木
立
が
、
あ
ん
ま
り
暗
く
て
、
そ
れ
に
何
の
未
か

わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
ひ
ば
よ
り
も
暗
く
、
権
よ
り
も
も
っ
と
陰
気
で
、
な

か
に
は
、
ど
ん
な
も
の
が
か
く
れ
て
ゐ
る
か
知
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ

に
、
何
か
き
た
い
な
怒
鳴
り
や
叫
び
が
、
中
か
ら
聞
え
て
来
る
の
で
す
。
タ

ネ
リ
は
、
い
つ
で
も
遺
げ
ら
れ
る
や
う
に
、
半
分
う
し
ろ
を
向
い
て
、
片
足

を
出
し
な
が
ら
、
こ
わ
ご
わ
そ
っ
ち
へ
叫
ん
で
見
ま
し
た
。
／
「
鴇
、
鴇
、

お
い
ら
と
あ
そ
ん
で
お
く
れ
〕
／
「
え
い
、
う
る
さ
い
、
す
き
な
く
ら
ゐ
そ

こ
ら
で
あ
そ
ん
で
け
〕
た
し
か
に
さ
っ
き
の
烏
で
な
い
ち
が
っ
た
も
の
が
、

そ
ん
な
工
合
に
へ
ん
じ
し
た
の
で
し
た
。
／
「
鴇
、
鴇
、
だ
か
ら
山
て
さ
て

お
く
れ
］
／
「
え
い
、
う
る
さ
い
っ
た
ら
。
．
ひ
と
り
で
そ
こ
ら
で
あ
そ
ん
で

け
ど
／
「
鴇
、
鴇
、
お
い
ら
も
う
行
く
よ
ど
／
「
行
く
の
か
い
。
さ
よ
な

か
ら

ら
、
え
い
、
畜
生
、
そ
の
骨
汁
は
、
空
虚
だ
っ
た
の
か
］
／
タ
ネ
リ
は
、
は

ん
た
う
に
さ
び
し
く
な
っ
て
、
ま
た
藤
の
蔓
を
一
っ
ま
み
噛
み
な
が
ら
、
も

い
ち
ど
森
を
見
ま
し
た
ら
、
い
つ
の
問
に
か
森
の
前
に
、
厩
の
大
き
な
犬
祁

み
た
い
な
も
の
が
、
片
．
っ
方
の
手
を
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
、
山
梨
の
や
う
な

赤
い
眼
を
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
さ
せ
な
が
ら
、
じ
っ
と
立
っ
て
ゐ
る
の
で
し
た
。

タ
ネ
リ
は
、
ま
る
で
小
さ
く
な
っ
て
、
一
目
さ
ん
に
遥
げ
だ
し
ま
し
た
。

向
う
の
森
の
中
の
実
態
は
、
タ
ネ
リ
に
は
無
論
の
こ
と
、
読
者
に
も
、
不
可

解
な
謎
で
あ
る
。
「
き
た
い
な
怒
鳴
り
や
叫
び
」
は
何
の
騒
ぎ
な
の
か
、
「
さ

っ
き
の
鳥
で
な
い
ち
が
っ
た
も
の
」
と
は
何
者
な
の
か
、
「
骨
汁
は
空
虚
だ
っ

た
」
と
は
一
体
何
の
事
な
の
か
、
次
々
に
疑
問
が
湧
き
、
あ
れ
こ
れ
と
気
味
の

悪
い
想
像
は
喚
起
さ
せ
ら
れ
る
。
が
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
種
明
し
は
結
局
行
わ

れ
ず
、
す
べ
て
謎
め
か
し
た
形
で
放
置
さ
れ
、
読
者
は
不
可
解
な
思
い
に
疑
わ

れ
て
し
ま
う
。
と
は
言
え
、
こ
の
不
可
解
さ
は
作
者
の
説
明
不
足
の
せ
い
で
は

あ
る
ま
い
。
説
明
不
足
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
は
寧
ろ
意
図
さ
れ
た
不
可
解
さ
と
言

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
概
ね
主
人
公
の
眼
を
通
し
て
場
面
展
机
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
．
の
作
品
の
場
合
、
森
の
実
態
は
、
読
者
に
お
い
て
も
主
人
公
と
同
様
に
不
可

解
な
謎
の
ま
ま
で
あ
る
方
が
、
主
人
公
の
不
可
解
感
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
読
者
に

直
接
に
伝
え
る
の
で
、
そ
う
し
た
効
果
を
意
図
し
て
娼
晦
さ
れ
、
謎
め
か
さ
れ

て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
不
可
解
さ
は
、
そ
の
ま
ま
、
得

・
体
の
知
れ
ぬ
不
気
味
さ
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
森
の
実
態
が
不
可
解
に
謎
め
い

て
く
る
だ
け
一
層
、
主
人
公
の
不
安
や
探
え
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
増
す
こ
七
に

な
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
作
者
が
何
よ
り
も
伝
え
よ
う
と
し
て
い

る
の
は
、
起
き
て
い
る
出
来
事
自
体
で
は
な
く
、
主
人
公
の
眼
に
映
っ
た
森
の

湛
え
て
い
る
不
可
解
さ
・
不
気
味
さ
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
森
に
直
面
す

る
破
目
に
図
ら
ず
も
陥
っ
た
主
人
公
の
不
安
・
慄
え
の
方
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。不

可
解
で
不
気
味
な
森
と
の
山
遭
い
と
い
う
、
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
、
こ
の

作
品
が
、
日
常
的
な
自
然
風
景
の
見
聞
の
物
語
で
も
な
け
れ
ば
、
幼
児
的
な
怒
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像
力
の
世
界
の
中
で
の
交
歓
の
物
語
で
も
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

主
人
公
タ
ネ
リ
の
前
に
展
け
た
向
う
の
森
の
世
界
は
、
伏
線
的
に
、
既
に
物
語

冒
頭
近
く
で
、
野
原
に
跳
び
出
し
て
行
く
主
人
公
の
後
か
ら
母
親
が
、
「
森
へ

は
、
は
い
っ
て
行
く
ん
で
な
い
ぞ
］
と
忠
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
犬
神
」
の

よ
う
な
化
け
物
の
類
が
陵
屈
す
る
恐
し
い
世
界
で
あ
り
、
主
人
公
ら
人
間
の
立

ち
入
る
事
の
で
き
な
い
異
世
界
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
中
相
星
は
、

主
人
公
ら
の
属
す
る
日
常
的
な
世
界
と
そ
れ
を
軍
え
た
異
世
界
と
の
二
元
的
な

構
造
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
う
し
た
構
造
の
上
に
主
人
公
の
行
動
と
共
に

展
闘
さ
れ
る
こ
の
物
語
は
、
一
人
の
子
供
の
、
非
日
常
的
電
異
世
界
の
垣
間
見

の
物
語
、
一
種
の
幻
想
語
と
言
え
る
。
先
に
注
意
を
促
し
て
お
い
た
、
遊
び
相

手
を
求
め
て
森
の
前
ま
で
行
く
行
動
に
、
主
人
公
を
駆
る
淋
し
さ
は
、
こ
の
作

品
を
そ
の
よ
う
な
幻
想
詔
た
ら
し
め
る
内
的
要
因
と
し
て
、
働
い
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
不
気
味
な
異
世
界
は
、
必
ず
し
も
森
と
い
う
年
間
に
の
み

限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
時
に
は
、
主
人
公
の
す
ぐ
傍
に
そ
の
片
鱗

を
現
わ
す
世
界
ら
し
い
。
例
え
ば
右
の
森
の
場
面
以
前
に
も
既
に
、
あ
た
り
の

余
り
の
静
寂
に
堪
え
か
ね
て
、
思
わ
ず
「
お
1
い
、
誰
か
居
た
か
あ
P
と
主
人

公
が
声
を
上
げ
た
途
輿
や
は
り
不
可
解
な
事
恍
篇
生
じ
て
し
ま
い
、
怖
く
な

っ
て
逃
げ
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
花
の
陰
か
ら
這
い
出
て
来
た
一
匹
の

菱
の
考
え
て
い
る
こ
と
が
、
「
ま
る
で
遠
く
で
風
で
も
つ
ぶ
や
く
や
う
に
、
タ

ネ
リ
の
耳
に
き
こ
え
て
き
た
」
の
み
な
ら
ず
、
忘
の
睾
え
て
い
る
、
頭
の
上
の

奇
く
ら
け

べ
ら
べ
ら
し
た
「
赤
い
火
」
だ
と
か
、
「
桃
い
ろ
を
し
た
木
耳
」
だ
と
か
が
、

主
人
公
に
は
一
向
に
見
え
も
し
な
い
、
わ
け
の
分
ら
ぬ
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
、
二
盟
に
異
常
な
事
態
が
森
の
中
の
奇
態
な
騒
ぎ
と
ど
の
よ
う
に
関

係
す
る
の
か
（
あ
る
い
は
無
関
係
な
の
か
ど
う
か
）
は
、
背
自
分
ら
な
い
。

が
、
こ
れ
が
主
人
公
の
日
常
感
覚
を
超
え
た
不
可
解
な
事
態
で
あ
り
、
ゆ
え
に

主
人
公
を
使
え
さ
せ
る
点
で
、
「
犬
神
」
の
森
と
同
様
に
、
主
人
公
に
と
っ
て

の
非
日
常
的
な
怪
異
の
出
現
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
後
の
森

の
場
面
へ
読
者
を
導
く
た
め
の
伏
線
的
挿
話
と
し
て
、
こ
れ
は
語
ら
れ
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

三

前
述
し
た
通
り
、
こ
の
作
晶
の
先
行
作
品
に
は
、
未
完
の
「
サ
ガ
レ
ン
と
八

月
」
、
お
よ
び
、
下
省
き
串
前
の
「
〔
若
い
木
霊
〕
」
と
更
に
そ
の
先
行
作
品

に
当
る
清
吾
吊
の
「
〔
若
い
研
師
〕
」
が
あ
る
。
う
ち
、
後
の
二
作
品
は
、
現

存
脱
稿
に
欠
損
が
あ
る
た
め
に
作
者
自
身
に
よ
る
題
名
は
不
明
で
、
前
記
題
名

は
い
ず
れ
も
全
集
編
集
者
に
よ
る
仮
題
で
あ
る
。
ま
た
、
特
に
、
「
〔
若
い
研

柿
〕
」
は
、
一
皮
は
清
習
稿
段
階
に
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
「
〔
若
い
木
霊
〕
」

等
に
改
作
さ
れ
た
後
は
、
原
稿
墾
田
を
仙
作
品
執
筆
の
た
め
の
用
紙
に
転
用
さ

れ
、
大
坪
が
散
扶
し
現
存
す
る
の
は
断
片
に
す
ぎ
な
い
。
「
タ
ネ
リ
は
た
し
か

に
」
成
立
に
沌
接
関
わ
っ
て
い
．
る
の
は
「
サ
ガ
レ
ン
と
八
月
」
・
「
〔
若
い
木

霊
〕
」
で
あ
る
が
、
「
サ
ガ
レ
ン
と
八
月
」
は
、
主
と
し
て
登
場
人
物
や
状
況

の
設
定
に
利
用
さ
れ
た
作
品
と
見
ら
れ
、
作
品
成
立
の
実
質
的
な
土
台
を
な
し

て
い
る
の
は
「
〔
若
い
木
霊
〕
」
の
方
で
あ
る
q

こ
の
「
〔
若
い
木
霊
〕
」
の
主
人
公
は
、
人
間
で
は
な
く
木
の
精
霊
で
あ

る
。
こ
の
木
の
精
霊
が
、
春
の
訪
れ
を
逸
速
く
感
受
し
て
草
春
の
野
原
を
散
策

し
て
い
る
う
ち
に
、
「
鶴
の
火
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
耳
に
し
、
そ
れ
を
手
に

入
れ
よ
う
と
通
り
が
か
り
の
鵜
の
後
に
つ
い
て
行
き
、
陽
炎
の
よ
う
な
桃
色
の

火
が
燃
え
立
っ
て
い
る
所
に
や
っ
て
来
る
の
だ
が
、
向
う
の
怪
し
気
な
騒
ぎ
の

す
る
森
か
ら
、
真
否
な
顔
に
凄
い
眼
の
大
き
な
木
霊
が
出
て
来
た
の
に
仰
天

し
一
目
散
に
逃
げ
帰
る
－
　
こ
れ
が
そ
の
粗
筋
で
あ
る
。
全
体
の
筋
立
て
は
、
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「
タ
ネ
リ
は
た
し
か
に
」
と
ほ
ぼ
共
通
で
あ
る
こ
と
が
分
ろ
う
。

こ
の
作
品
も
、
「
タ
ネ
リ
は
た
し
か
に
」
と
同
様
に
謎
め
い
た
不
可
解
な
印

象
を
与
え
る
作
品
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
冒
頭
部
分
の
欠
損
が
手
伝
っ
て
い
る

せ
い
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
頃
閑
は
、
「
机
の
火
」
、
お
よ
び
主
人

公
の
遭
遇
す
る
森
の
実
体
が
、
こ
こ
で
も
甫
按
に
は
明
か
さ
れ
ず
に
終
る
こ
と

に
あ
る
。
が
、
明
か
さ
れ
ず
じ
ま
い
な
の
は
、
こ
の
場
合
も
専
ら
主
人
公
の
認

識
の
レ
ベ
ル
で
語
り
が
進
め
ら
れ
て
い
る
せ
い
で
、
前
者
の
「
鵜
の
火
」
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
が
陽
炎
を
指
す
も
の
ら
し
い
こ
と
は
、
察
せ
ら
れ
る
。
窪
地
の

竃
や
片
菜
の
花
・
桜
軍
の
独
語
の
中
で
、
春
の
訪
れ
と
共
に
空
や
あ
た
り
一
面

に
燃
え
立
つ
も
の
と
し
て
語
ら
れ
、
更
に
、
鴨
に
、
連
れ
て
行
か
れ
た
先
で

は
、
実
際
に
中
に
跳
び
込
ん
で
み
る
と
、
「
な
ん
に
も
火
な
ど
は
見
え
」
な
い

の
に
、
外
か
ら
は
、
「
そ
の
は
の
は
は
す
さ
と
は
っ
て
あ
か
る
く
ほ
ん
た
う
に

呑
み
た
い
く
ら
ゐ
」
な
「
桃
色
の
か
げ
ら
ふ
の
や
う
な
火
邪
ゆ
ら
ゆ
ら
ゆ
ら
ゆ

ら
燃
え
て
の
ぼ
っ
て
居
」
る
光
景
に
出
導
う
か
ら
で
あ
る
q
そ
し
て
、
「
報
の

火
」
の
実
体
を
陽
炎
と
解
し
て
み
る
と
、
主
人
公
の
木
霊
の
行
動
も
、
次
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
納
得
さ
れ
る
。
即
ち
、
木
々
達
は
ま
だ
冬
の
眠
り
か
ら
党
め

て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
一
人
だ
け
早
く
も
春
の
息
吹
き
を
感
じ
取
り
、
嬉

し
さ
に
浮
き
足
立
っ
て
野
原
を
散
策
中
、
実
体
の
分
ら
ぬ
ま
ま
に
「
鵜
の
火
」

な
る
も
l
に
不
思
議
な
興
味
を
覚
え
、
手
に
入
れ
よ
う
と
朝
に
つ
い
て
行
く
の

だ
が
、
そ
れ
は
抑
々
分
け
て
も
ら
え
る
よ
卜
つ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
結

局
は
約
に
か
つ
が
れ
て
し
ま
う
破
目
に
な
っ
た
、
と
い
う
風
な
行
劫
で
あ
る
。

早
過
ぎ
た
目
覚
め
と
「
鴇
の
火
」
に
対
す
る
無
知
が
生
ん
だ
失
敗
と
い
う
わ
け

で
、
森
の
前
か
ら
逃
げ
帰
っ
て
、
宿
り
木
に
「
栂
に
だ
ま
さ
れ
た
］
と
嘲
笑
さ

れ
、
「
ま
だ
、
少
し
早
い
ん
だ
U
と
呟
き
な
が
ら
、
自
分
の
木
に
戻
る
所
以

も
、
そ
こ
ら
に
あ
ろ
う
。

他
方
の
森
に
つ
い
て
は
、
若
い
木
霊
が
見
た
こ
と
も
問
い
た
こ
と
も
な
い
黒

い
未
の
生
え
た
森
で
あ
る
こ
と
、
中
で
何
事
か
が
行
わ
れ
て
い
る
ら
し
く
騒
々

し
い
声
が
す
る
こ
と
、
青
い
顔
に
赤
い
眼
を
し
た
大
き
な
木
霊
が
中
か
ら
出
て

来
る
こ
と
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
し
か
示
さ
れ
ず
、
具
体
的
な
状
況
が
特
に
設
定

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
事
。
と
す
れ
ば
、
改
作
作
品
で
の
場
合
と
同
じ
く
、

こ
こ
で
も
主
眼
は
、
主
人
公
に
と
っ
て
わ
け
の
分
ら
な
い
瓜
心
し
い
所
で
あ
る
こ

と
を
示
す
こ
と
自
体
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
読
者
の
森
に
対
す
る
不

可
解
な
印
象
は
、
寧
ろ
そ
れ
自
体
が
、
意
図
さ
れ
た
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
森
の
出
現
は
、
眼
の
前
の
動
か
し
難
い
現
実
と
し

て
、
主
人
公
と
共
に
た
だ
受
け
容
れ
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
春
の
訪
れ
に
早
々
と
浮
か
れ
出
た
若
い
．
木
の
精
が
、

「
勘
の
火
」
の
何
た
る
か
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
栂
に
欺
さ
れ
て
気
味
の
一

悪
い
森
に
出
く
わ
し
て
し
ま
う
話
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
と
は
言
　
1
7

え
、
そ
れ
だ
け
の
作
品
と
解
す
る
と
、
恐
ら
く
、
こ
の
作
品
の
持
つ
独
特
な
魅
　
一

力
、
読
者
に
与
え
る
あ
る
感
覚
、
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
栂
の
火
」
を
め
ぐ
る
主
人
公
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

窪
地
の
一
本
の
桜
草
が
、
日
毎
に
空
が
「
鵜
の
火
」
に
な
っ
て
ゆ
く
の
に
感
嘆

し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

若
い
木
霊
は
胸
が
ま
る
で
裂
け
る
ば
か
り
に
高
く
鳴
り
出
し
ま
し
た
の
で

び
っ
く
り
し
て
誰
か
に
聞
か
れ
ま
い
か
と
あ
た
り
を
見
ま
は
し
ま
し
た
。
そ

の
白
花
鍛
冶
場
の
ふ
い
ご
の
や
う
、
そ
し
て
あ
ん
ま
り
熱
く
て
吐
い
て
も
吐

い
て
も
吐
き
切
れ
な
い
の
で
し
た
。

右
の
例
を
も
含
め
て
、
「
報
の
火
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
主
人
公
の
反
応

＿

と
し
て
、
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
胸
の
異
様
な
高
鳴
り
・
熱
い
呼
吸
で
あ
る
。

こ
う
し
た
反
応
は
、
「
机
の
火
」
が
春
の
訪
れ
の
表
徴
と
も
言
え
る
陽
炎
を
指



す
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
主
人
公
の
内
部
に
春
が
訪
れ
た
こ
と
に
対
す
る
歓
び
で

あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
分
る
。
が
、
こ
こ
で
注
目
し
王
い
の
は
、
そ
の
秩
び

が
、
必
ず
し
も
解
放
的
で
大
ら
か
な
も
の
で
は
な
く
、
不
安
や
義
じ
ら
い
の
よ

う
な
一
種
の
屈
折
を
含
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。
歓
び
に
伴
う
心
の
戦
き
と
言
っ

て
も
よ
い
。
余
り
の
胞
の
高
鳴
り
に
、
知
ら
ず
あ
た
り
を
憧
っ
て
し
ま
う
と
こ

ろ
に
、
そ
れ
が
抗
え
る
。

主
人
公
の
心
に
こ
の
よ
う
な
屈
折
が
生
じ
る
の
は
、
彼
自
身
、
自
分
の
胸
を

高
鳴
ら
せ
る
も
の
の
正
体
が
何
で
あ
る
か
、
実
は
分
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
主

人
公
自
身
の
内
部
に
は
既
に
沸
々
と
息
吹
き
胎
動
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
外
部

の
自
然
界
の
些
細
な
変
化
を
敏
感
に
察
知
さ
せ
、
殊
に
「
机
の
火
」
な
る
言
葉

を
契
機
に
噴
出
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
彼
に
は
、
そ
う
い
う
事
態
が
、
「
お

か
し
い
な
、
お
れ
の
胸
ま
で
ど
き
ど
き
云
ひ
や
が
る
］
と
訝
し
く
思
わ
れ
る
ば

か
り
で
、
不
可
解
な
ま
ま
に
も
、
内
部
に
胎
動
す
る
も
の
に
衝
き
動
か
さ
れ
る

よ
う
に
し
て
あ
ち
こ
ち
と
散
策
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

外
部
の
自
然
界
の
春
の
息
吹
き
に
相
呼
応
し
て
、
主
人
公
の
内
部
に
掛
動
し

息
吹
く
も
の
1
こ
れ
は
亭
っ
ま
で
も
な
く
、
若
い
木
霊
自
身
の
生
命
の
息
づ

き
で
あ
り
、
彼
の
内
部
の
春
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
彼
に
と
っ

て
未
だ
不
可
解
で
、
不
安
や
芳
じ
ら
い
を
も
伴
う
も
の
で
あ
る
点
か
ら
更
に
言

え
ば
、
原
初
的
な
性
街
動
の
目
覚
め
、
思
春
期
の
官
能
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
主
人
公
が
感
受
し
て
い
る
も
の
が
、
自
然
界
の
春

の
訪
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
自
身
に
も
不
可
解
な
官
能
の
目
党
め
・
若
い
木

霊
に
と
っ
て
の
内
部
の
春
、
で
あ
る
と
い
う
風
に
見
て
く
る
と
、
「
鶴
の
火
」
と

い
う
言
葉
は
、
更
に
特
別
の
意
味
を
も
帯
び
て
く
る
。
即
ち
、
「
鵜
の
火
」
は

そ
の
実
体
を
知
ら
な
い
主
人
公
に
と
っ
て
は
、
不
可
解
で
あ
り
な
が
ら
も
奇
妙

に
強
い
興
味
を
唆
る
、
魅
惑
的
な
あ
る
何
か
で
あ
る
の
だ
が
、
読
者
に
は
、
自

然
界
の
春
の
訪
れ
を
表
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
同
時
に
、
こ
の
若
い
主
人
公

の
内
に
目
覚
め
た
官
能
の
象
徴
で
も
あ
る
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

訝
り
な
が
ら
も
「
鵜
の
火
」
　
へ
の
好
奇
心
を
募
ら
せ
、
や
が
て
酔
っ
た
よ
う
に

鵜
の
後
を
追
っ
て
行
く
紋
の
行
動
は
、
そ
の
ま
ま
、
不
安
や
羞
じ
ら
い
を
学
兄

な
が
ら
も
官
能
の
魅
惑
に
牽
引
さ
れ
て
ゆ
く
行
動
と
し
て
、
受
け
取
ら
れ
る
。

「
鴫
の
火
」
を
め
ぐ
る
主
人
公
の
心
情
や
行
動
が
、
陀
妹
に
謎
め
い
て
い
て
、

し
か
も
鮮
明
な
、
奇
妙
な
感
光
を
、
読
者
に
喚
起
す
る
所
以
が
そ
こ
に
あ
る
よ

う
に
思
う
。

「
軌
の
火
」
を
主
人
公
の
官
能
の
目
覚
め
の
貌
徴
と
見
る
と
、
そ
の
「
鵜
の

火
」
を
求
め
て
行
っ
た
挙
句
に
出
遭
う
森
と
ヤ
っ
の
は
、
思
春
期
の
官
能
に
目

ヽ

　

ヽ

覚
め
た
ば
か
り
の
若
い
木
霊
の
前
途
に
広
が
る
、
未
知
の
世
界
、
つ
ま
り
、
大

人
の
世
界
、
の
象
徴
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
森
が
、
主
人

公
に
と
り
未
知
の
前
途
の
世
界
を
暗
示
す
る
か
の
よ
う
に
、
草
花
た
ち
の
曝
通

り
「
鵜
の
火
」
が
堪
え
立
っ
て
い
る
草
原
の
向
う
に
広
が
っ
て
お
り
、
不
可
解

な
騒
動
が
中
で
起
こ
っ
て
い
る
、
見
た
事
も
な
い
木
の
茂
っ
た
場
所
だ
か
ら
で

あ
る
。
し
か
も
見
落
せ
な
い
の
は
、
そ
の
森
か
ら
出
現
す
る
の
が
、
主
人
公
に

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

と
っ
て
は
化
け
物
で
も
何
で
も
な
い
、
同
じ
木
枠
Ⅱ
で
あ
り
、
大
き
な
も
の
で
あ

ヽ

　

ヽ

る
点
で
あ
る
。
こ
の
「
大
き
な
木
霊
」
は
、
主
人
公
若
い
木
霊
に
対
し
て
は
成

熟
し
た
存
在
、
即
ち
、
大
人
、
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
鵜
の
火
」
を
岩
い
主
人
公
の
官
能
の
目
党
め
、
彼
の
坤
導
っ
不
気
味
な
森

を
大
人
の
世
界
、
の
象
徴
と
見
れ
ば
、
こ
の
「
〔
若
い
未
完
〕
」
と
い
う
作
品
全

体
の
象
徴
す
る
と
こ
ろ
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
冬
の
眠
り
か
ら
早
く
目

覚
め
過
ぎ
た
一
人
の
木
霊
の
失
敗
の
物
語
は
、
作
者
の
意
図
は
い
か
に
あ
れ
、

一
人
の
若
者
の
大
人
の
世
界
と
の
出
通
い
と
そ
こ
か
ら
の
退
却
と
い
う
ド
ラ
マ
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を
象
徴
的
に
語
っ
て
い
る
。

四

先
行
の
「
〔
若
い
未
申
告
」
が
、
以
上
の
よ
う
な
象
徴
的
な
意
味
を
学
ん
だ

作
品
で
あ
る
こ
と
を
見
て
く
る
と
、
「
タ
ネ
リ
は
た
し
か
に
」
に
お
い
て
、
改

め
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
主
人
公
の
体
験
す
る
異
世
界
の
う
ち
、
森
の
方

が
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
即
ち
、
主
人
公
が

一
人
ば
っ
ち
の
淋
し
さ
か
ら
遊
び
相
手
を
求
め
て
行
っ
た
果
て
に
、
．
そ
れ
が
出

現
し
て
い
る
こ
と
、
主
人
公
の
呼
び
か
け
に
も
拘
ら
ず
、
何
事
か
自
分
達
の
こ

と
に
熱
中
し
て
い
る
ら
し
く
、
中
か
↓
り
は
至
っ
て
冷
淡
な
返
答
し
か
な
い
こ

と
、
名
も
知
れ
ぬ
木
が
茂
り
、
奇
態
な
騒
ぎ
が
聞
こ
え
、
「
犬
神
み
た
い
な
も

♂
」
が
顔
を
覗
か
せ
る
－
と
い
う
具
合
に
、
全
体
が
化
け
物
の
巣
窟
じ
み
た

様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
更
に
、
そ
こ
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
じ
る

の
が
母
親
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
後
の
二
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
森
が
主
人
公
ら
の
属
す
る

日
常
の
人
間
世
界
と
は
境
界
を
只
に
す
る
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
す
設
定
と
解

さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
前
二
者
を
も
併
せ
て
全
体
を
見
て
ゆ
く
と
、
そ
こ
に
は
ま

た
、
主
人
公
に
と
っ
て
の
非
日
常
の
異
世
界
・
お
化
け
の
世
界
で
あ
る
森
の
象

徴
的
意
味
も
、
先
行
作
品
と
同
様
に
広
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
子
供
と
い

う
、
母
親
を
自
己
の
依
り
所
と
す
る
存
在
が
、
初
め
て
体
験
す
る
大
人
の
世
界

と
し
て
の
意
味
で
あ
る
。

主
人
公
タ
ネ
リ
が
抱
い
て
い
る
よ
う
な
、
”
淋
し
い
〝
と
か
〃
遊
び
相
手
が

欲
し
い
〃
と
か
い
っ
た
感
情
は
、
元
来
、
何
ら
か
の
形
で
の
自
我
意
識
や
そ
れ

と
表
襲
す
る
他
者
意
識
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ

う
な
感
情
を
抱
い
て
い
る
子
供
は
、
ご
く
原
初
的
な
も
の
で
は
あ
る
に
し
ろ
、

既
に
自
我
意
識
・
他
者
意
識
の
芽
生
え
の
段
階
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

ーつ。

一
般
に
、
自
他
の
意
識
が
芽
生
え
始
め
た
ば
か
り
の
、
そ
の
意
味
で
自
他
の

関
係
が
未
だ
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
子
供
に
と
り
、
未
知
の
現
実
と
し
て
の
、

他
者
・
他
者
に
よ
り
形
造
ら
れ
る
世
界
、
つ
ま
り
、
大
人
の
世
界
は
、
一
面
で

は
強
い
興
味
の
対
象
と
し
て
魅
惑
的
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
ら
は
彼
の
期
待
通
り

に
、
常
に
馴
染
み
深
く
友
好
的
な
様
相
で
出
現
し
て
く
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

時
に
、
そ
れ
ら
は
、
こ
れ
ま
で
専
ら
母
親
と
の
問
の
一
．
体
的
な
共
生
感
の
う
ち

に
安
ら
っ
て
い
た
子
供
の
前
に
、
全
く
未
経
験
の
、
そ
れ
ゆ
え
不
可
解
な
様
相

で
、
あ
る
い
は
非
友
好
的
な
よ
そ
よ
そ
し
い
様
相
で
、
出
現
し
、
彼
を
不
安
に

陥
れ
、
途
方
に
暮
れ
さ
せ
る
。
子
供
に
限
ら
ず
人
は
、
自
分
の
理
解
を
超
え
る

不
可
解
な
事
態
に
遭
遇
し
た
際
、
し
ば
し
ば
そ
の
不
可
解
な
郡
態
を
、
〝
お
化

け
〝
と
い
う
非
合
理
な
存
在
に
比
喩
す
る
こ
と
で
、
辛
う
じ
て
そ
れ
を
自
分
の

理
解
力
の
粋
に
納
め
る
こ
と
を
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
種
の
現
実
了
解
は
、
右

の
よ
う
な
事
態
に
陥
っ
た
子
供
の
場
合
に
は
、
恐
ら
く
、
よ
り
原
初
的
な
、
瑞

的
な
仕
方
で
行
わ
．
れ
る
筈
で
あ
る
。
即
ち
、
未
知
の
不
可
解
な
現
実
は
、
単
に

比
喩
と
い
う
言
葉
の
上
で
の
こ
と
で
は
な
く
、
生
々
し
い
イ
メ
し
ジ
を
伴
う
・

実
際
の
”
お
化
け
”
の
出
現
と
し
て
、
了
解
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
が
、
母
親
に
よ
っ
て
、
関
わ
り
令
っ
こ
と
を
予
め
禁
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
で

あ
れ
ば
、
尚
更
で
あ
ろ
う
。

こ
の
作
品
で
、
森
が
、
格
別
に
屈
託
の
な
い
子
供
の
退
然
に
遭
遇
す
る
化
け

物
世
界
と
し
て
で
は
な
く
、
淋
し
い
子
供
が
遊
び
相
手
を
求
め
て
行
っ
た
た
め

に
遭
遇
す
る
化
け
物
世
界
と
し
て
、
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
ち
ょ
う

ど
、
子
供
の
こ
の
よ
う
な
心
的
体
験
に
お
け
る
未
知
の
現
実
の
象
徴
を
、
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
主
人
公
タ
ネ
リ
に
と
っ
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て
、
化
け
物
世
界
・
非
日
常
の
異
世
界
で
あ
る
森
は
、
そ
の
ま
ま
、
主
人
公
に

と
っ
て
の
不
可
解
な
他
者
・
大
人
の
世
界
の
象
徴
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
森
を
そ
の
よ
う
な
象
徴
的
意
味
に
お
い
て
理
解
で
き
る
と

す
れ
ば
、
一
人
の
子
供
の
そ
の
森
と
の
出
遣
い
の
隈
末
が
語
ら
れ
た
こ
の
作
品

は
、
自
他
の
意
識
に
目
覚
め
始
め
た
一
人
の
子
供
彗
他
者
・
大
人
の
世
界
と

の
出
遭
い
の
体
験
が
、
象
徴
的
に
語
ら
れ
た
物
語
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で

あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
、
年
少
の
主
人
公
の
大
人
の
世

界
と
の
出
通
い
と
い
う
テ
ー
マ
を
「
〔
若
い
木
仲
山
〕
」
か
ら
引
き
粗
い
だ
象
徴

詔
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
最
初
に
も
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
象
徴

詔
は
、
作
者
宮
沢
賢
治
自
身
の
大
人
の
世
界
と
の
関
係
を
語
っ
た
も
の
に
は
か

な
る
ま
い
と
、
私
は
考
え
る
わ
け
な
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
言
及
す
る
の
は
今

暫
く
措
く
。
テ
ー
マ
を
引
き
紐
い
で
い
る
と
は
言
え
、
改
作
に
よ
っ
て
生
じ
た

変
化
も
か
な
り
大
き
い
。
次
に
そ
の
点
を
見
て
お
き
た
い
。

．

ま
ず
目
に
つ
く
の
は
、
登
場
人
物
お
よ
び
そ
れ
を
め
ぐ
る
状
況
設
定
の
変
更

と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
主
人
公
が
、
木
霊
と
い
う
霊
的
な
存
在
か
ら
人

間
の
子
供
に
、
そ
し
て
、
そ
の
主
人
公
の
出
遭
う
恐
し
い
も
の
が
、
主
人
公
と

同
類
の
木
霊
か
ら
、
人
間
で
あ
る
主
人
公
に
と
っ
て
は
異
類
の
化
け
物
、
犬
神

に
、
そ
れ
ぞ
れ
変
え
ら
れ
、
ま
た
、
主
人
公
に
仕
事
を
言
い
つ
け
た
り
、
森
に

入
る
こ
と
を
禁
じ
た
り
す
る
母
親
が
、
新
た
な
登
場
人
物
と
し
て
付
け
加
え
ら

れ
て
い
る
。
因
み
に
言
っ
て
お
け
ば
、
こ
れ
ら
は
、
も
う
一
つ
の
先
行
作
品

「
サ
ガ
レ
ン
と
八
月
」
を
踏
襲
す
る
こ
と
で
生
じ
た
、
登
場
人
物
切
変
化
で
あ

る
。更

に
ま
た
、
主
人
公
を
め
ぐ
る
状
況
設
定
と
し
て
、
野
原
の
動
植
物
が
、
先

行
作
品
で
は
主
人
公
と
当
然
の
よ
う
に
言
葉
を
交
わ
し
得
た
の
に
対
し
て
、
改

作
作
品
で
は
、
重
の
睾
え
が
実
際
に
田
こ
え
て
く
る
よ
う
な
事
態
は
、
主
人
公

に
は
異
様
な
恐
し
い
事
態
と
受
け
取
ら
れ
、
宿
り
木
や
鴇
な
ど
と
の
や
り
と
り

も
、
専
ら
彼
の
子
供
ら
し
い
想
像
力
の
中
で
の
こ
と
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
主
人
公
は
あ
く
ま
で
も
日
常
の
人
間
世
界
の
住
人
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

以
上
の
変
化
は
、
こ
れ
ら
を
引
括
め
て
言
え
ば
、
結
局
、
作
中
世
界
が
、
主

人
公
の
属
す
る
口
常
の
人
間
世
界
と
犬
神
な
ど
の
扱
施
す
る
非
日
常
の
化
け
物

世
界
と
に
、
劉
然
と
二
分
さ
れ
る
変
化
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
木
霊
を
主

人
公
と
す
る
先
行
作
品
で
は
、
森
は
不
気
味
で
恐
し
い
様
相
は
見
せ
て
い
て

も
、
主
人
公
に
と
っ
て
の
異
世
界
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
抑
々
、
作
中
世
界

全
体
が
化
け
物
世
界
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、
主
人
公
の
人
間
化

と
共
に
そ
の
化
け
物
世
界
は
、
森
の
向
う
側
の
世
界
に
押
し
や
ら
れ
、
主
人
公

の
屈
す
る
こ
ち
ら
側
の
世
界
と
の
問
に
、
は
っ
き
り
境
界
が
敷
か
れ
た
の
で
あ

る
。
専
ら
こ
ち
ら
側
の
世
界
か
ら
語
り
が
進
め
ら
れ
て
い
る
点
、
そ
れ
は
ま

た
、
作
品
構
造
が
二
元
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
森
に
入
る
こ
と
を

禁
じ
る
母
親
の
言
葉
は
、
作
品
の
そ
う
し
た
構
造
を
端
的
に
示
す
も
の
と
言
っ

て
よ
い
。

作
中
世
界
に
境
界
が
敷
か
れ
、
作
品
構
造
自
体
も
二
元
化
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
恐
ら
く
、
作
品
の
象
徴
的
意
味
と
無
縁
で
は
な
い
と
拍
聖
っ
。
否
、
寧
ろ

作
品
の
象
徴
的
渋
味
に
、
よ
り
即
し
た
形
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
手
が

加
え
ら
れ
た
の
だ
と
、
挙
冬
ら
れ
る
。
年
少
の
主
人
公
の
大
人
の
世
界
と
の
出

ヽ

　

ヽ

遭
い
　
（
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
の
退
却
）
′
と
い
う
テ
ー
マ
自
体
が
、
抑
々
、
大
人

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

と
そ
れ
以
前
の
段
階
と
い
う
風
に
、
一
つ
の
境
界
意
識
を
前
提
と
し
て
い
る
か

ら
で
、
そ
う
し
た
テ
ー
マ
を
よ
り
明
確
に
象
徴
化
す
る
た
め
に
、
作
品
が
二
元

的
に
椋
造
化
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
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と
、
ほ
か
な
ら
ぬ
主
人
公
が
、
恩
春
期
相
当
の
若
者
か
ら
多
分
に
幼
児
性
を
残

し
た
子
供
に
、
年
令
的
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
森
の
犬
神
と
は
対
抗
的
な
位
置
に

あ
る
登
場
人
物
と
し
て
、
新
た
に
、
母
親
と
い
う
、
子
供
に
と
っ
て
は
何
よ
り

も
親
近
な
存
在
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
改
め
て
納
得
さ
れ
て
く

る
。
こ
こ
に
は
、
無
論
、
作
品
を
よ
り
子
供
向
き
の
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
、

読
者
へ
の
配
慮
が
働
い
て
も
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
の
み
な
ら
ず
、
大
人
の
世
界

と
子
供
の
世
界
と
い
う
形
へ
の
、
テ
ー
マ
の
、
一
層
の
鮮
明
化
の
意
図
も
読
み

取
れ
渇
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
口
に
象
徴
詔
と
言
っ
て
も
、
「
〔
若
い
木
恵
〕
」
の
場
合
．
、

実
は
、
作
者
は
そ
れ
を
ど
れ
だ
け
自
覚
し
意
図
し
て
い
る
か
は
、
些
か
疑
問
で

あ
る
。
寧
ろ
私
に
は
、
作
者
は
、
そ
こ
で
は
「
鴨
の
火
」
を
め
ぐ
る
主
人
公
の

感
棺
や
行
動
を
、
専
ら
自
己
の
想
像
力
の
お
の
ず
か
ら
な
る
展
間
に
任
せ
て
語

っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
作
品
の
象
徴
的
意
味
に
は
気
付
い
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
作
者
と
主
人
公
と
の
間
に
距
離
が
殆
ど
介
在
せ
ず
、
両

者
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
趣
き
の
あ
る
、
L
の
作
品
の
語
り
か
ら
、
そ
う
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
に
打
拘
ら
ず
、
こ
の
作
品
が
一
つ
の
象
徴
的
意
味
を
読
者
に

伝
え
得
る
の
は
、
作
者
の
想
像
力
が
そ
れ
自
身
の
論
封
に
よ
っ
て
展
闘
す
る
う

ち
に
、
お
の
ず
か
ら
作
者
の
深
層
に
潜
在
す
る
テ
ー
マ
を
掬
い
上
げ
て
し
ま
っ

た
か
㌃
で
あ
ろ
う
。
宮
沢
の
早
い
時
期
の
作
品
が
、
概
し
て
想
橡
力
の
即
日
的

な
表
現
の
段
階
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
な
り
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
そ
の
思
い
は
強
い
。

し
か
し
、
作
品
構
造
が
二
元
化
さ
れ
た
「
タ
ネ
リ
は
た
し
か
に
」
の
場
合
、一

先
取
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
作
者
は
明
ら
か
に
自
覚
的
・
意
図
的
に
象
徴
を
語
っ

て
い
る
と
見
放
し
得
る
。
先
行
作
品
執
筆
時
に
は
、
自
己
の
憩
橡
力
に
謂
わ
ば

憑
か
れ
た
形
で
、
無
自
覚
的
に
語
っ
た
テ
ー
マ
を
、
明
睦
に
認
識
し
、
意
図
的

に
象
徴
化
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
よ
う
な
幻
想
詔
が
改
め
て
書
か
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
改
作
過
程
に
は
、
l

テ
ー
マ
自
体
に
は
変
化
は
な
い
に
し
て
も
、
作
者
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
意
識
の

変
化
、
テ
ー
マ
認
識
の
明
確
化
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
、
更
に
、
表
現
面
、
即
ち
、
作
品
の
語
り
の
文
体
、
の
変
化
と

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
言
い
得
る
と
思
う
。
こ
こ
に
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う

に
、
主
人
公
を
、
距
離
を
隔
て
て
外
側
か
ら
語
る
作
者
が
明
確
に
存
在
す
る
か

ら
で
あ
る
。

（
前
略
）
　
そ
の
笑
ひ
声
が
、
決
れ
た
や
う
に
丘
へ
ひ
び
い
て
、
そ
れ
か
ら
遠

く
へ
消
え
た
と
き
、
タ
ネ
リ
は
、
し
ょ
ん
ぼ
り
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
そ
し

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

て
さ
び
し
さ
う
に
、
ま
た
藤
の
蔓
を
一
つ
ま
み
と
っ
て
、
に
ち
ゃ
に
ち
ゃ
と

噛
み
は
じ
め
ま
し
た
。
（
傍
点
・
伊
藤
）

主
人
公
の
琳
し
湾
を
、
〝
淋
し
く
〝
と
直
叙
せ
ず
、
そ
の
外
貌
か
ら
捉
え
、

あ
く
ま
で
も
作
者
自
身
の
〝
さ
び
し
そ
う
だ
″
と
い
う
判
断
に
お
い
て
語
る
と

い
う
こ
と
は
、
作
者
自
身
は
彼
と
は
別
の
存
在
と
し
て
、
主
人
公
を
見
詰
め
、

対
象
的
に
認
識
す
る
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
行
作
品
で
の
作
者

が
主
人
公
も
ろ
共
に
作
中
の
状
況
に
抱
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
こ
こ
で
は
、
主
人
公
や
主
人
公
の
置
か
れ
た
状
況
に
対
し
て
、
作
者
は
、

彼
に
共
感
し
歩
み
を
共
に
し
な
が
ら
も
、
ず
っ
と
醒
め
て
い
る
。

こ
の
作
品
に
は
、
右
の
例
以
外
に
も
、
こ
の
よ
う
に
主
人
公
や
母
親
の
姿
を

距
離
を
措
い
て
見
詰
め
、
語
る
作
者
の
存
在
は
、
処
々
に
見
出
さ
れ
る
。
作
中

世
界
か
ら
一
歩
退
い
た
、
こ
の
醒
め
た
作
者
が
、
主
人
公
タ
ネ
リ
に
は
「
犬
神

み
た
い
な
も
の
」
の
放
屈
す
る
不
可
解
な
世
界
と
映
り
、
ま
た
、
読
者
に
は
何

や
ら
抱
雑
な
酒
宴
の
場
を
彷
彿
さ
せ
る
森
の
向
う
側
の
世
界
を
、
子
供
に
と
っ

て
の
不
可
解
で
不
気
味
な
大
人
の
世
界
と
し
て
、
認
識
し
語
っ
て
い
る
と
い
う

一
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こ
と
は
、
充
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五

作
者
の
テ
ー
マ
認
識
の
明
確
化
と
共
に
、
も
う
一
つ
見
逃
せ
な
い
の
は
、
主

人
公
が
大
人
の
世
界
の
象
徴
で
あ
る
森
に
近
付
く
動
損
が
、
変
更
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
右
。
即
ち
、
先
行
作
品
で
の
「
鴨
の
火
」
が
切
り
捨
て
ら
れ
、
代
り

に
、
主
人
公
の
遊
び
相
手
の
な
い
淋
し
さ
が
、
森
に
近
付
く
動
員
と
し
て
導
入

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
鴨
の
火
」
が
主
人
公
の
内
部
の
春
、
官
能
の
目
覚

め
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
は
、
主
人
公
の
大
人
の
世
界
と
の

出
通
い
の
契
機
が
、
官
能
の
目
覚
め
と
い
う
思
春
期
の
生
喜
成
蕗
か
ら
、
遊
び

相
手
の
な
い
淋
し
さ
と
い
う
対
人
心
理
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
ま
た
、
大
人
の
世
界
と
の
関
わ
り
の
問
題
を
窄
っ
作
者
の
視
点
、

テ
ー
マ
に
対
す
る
作
者
の
内
的
モ
チ
ー
フ
が
、
基
本
的
に
変
わ
っ
た
こ
と
も
意

味
す
る
。
大
人
の
世
界
と
の
関
わ
り
は
、
「
タ
ネ
リ
は
た
し
か
に
」
執
筆
時
点

で
は
、
作
者
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
官
能
に
よ
り
も
、
淋
し
さ
と
つ
な
が
る
対

人
関
係
に
絡
ま
る
問
題
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
大
正
十
三
年
前
後
、
作
者

宮
沢
の
対
人
関
係
に
お
け
る
自
己
認
識
と
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
心
情
と
に
些
つ

い
て
．
「
〔
若
い
木
霊
〕
」
の
象
徴
的
意
味
が
自
覚
的
に
担
え
直
さ
れ
、
そ
れ
が

未
完
の
ま
ま
だ
っ
た
「
サ
ガ
レ
ン
と
八
月
」
を
も
利
用
し
改
作
さ
れ
る
こ
と

で
、
恐
ら
く
「
タ
ネ
リ
は
た
し
か
に
」
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

主
人
公
タ
ネ
リ
の
琳
し
さ
に
、
作
者
宮
沢
の
自
然
の
中
で
の
孤
独
感
が
投
㍑

‖

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
早
く
指
摘
の
滴
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
が
、
こ
の

よ
う
に
、
一
人
の
子
供
の
大
人
の
世
界
と
の
関
係
を
象
徴
す
る
物
語
の
中
に
見

ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
主
人
公
に
作
者
の
孤
独
感
の
投
影
を
見
る
だ
け
で
は
不
充

分
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
、
あ
く
ま
で
も
主
人
公
の
行
動
の
意
味
を
認
識
す
る
醍

め
た
位
置
に
あ
っ
て
、
彼
の
琳
し
気
な
姿
を
語
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
姿
に
作

者
の
自
己
投
影
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
作
者
自
身
の
大
人

の
世
界
と
の
関
係
で
の
自
己
認
識
と
切
り
離
せ
な
い
。
つ
ま
り
、
作
者
が
主
人

公
の
姿
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
作
者
自
身
の
、
大
人
の
世
界

か
ら
退
却
し
、
そ
れ
以
前
の
子
供
の
世
界
に
自
己
の
位
置
を
定
め
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
姿
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
身
も
（
客
観
的
に

は
）
大
人
の
一
人
た
る
作
者
に
と
り
、
大
人
の
世
界
か
ら
の
退
却
と
は
、
他
者

と
の
関
わ
り
の
世
界
か
ら
逃
れ
、
孤
独
な
状
況
に
身
を
置
く
こ
と
に
は
か
な
ら

な
い
わ
け
で
、
そ
こ
に
、
大
人
の
世
界
と
の
関
わ
り
の
問
題
が
他
者
不
在
の
淋

し
さ
に
つ
な
が
り
、
更
に
「
タ
ネ
リ
は
た
し
か
に
」
成
立
の
内
的
モ
チ
ー
フ
に

結
晶
す
る
所
以
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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一

最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
成
立
時
期
は
、
宮
沢
賢
治
が
「
心
　
2
2

象
ス
ケ
ッ
チ
」
集
出
版
に
着
手
し
た
年
に
近
接
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
一

こ
の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
集
出
版
の
宮
沢
に
と
っ
て
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

別
の
所
で
改
め
て
考
え
て
み
る
つ
も
り
な
の
で
、
詳
し
く
は
そ
ち
ら
に
譲
り
、

こ
こ
で
は
結
論
的
な
事
柄
の
み
を
言
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
宮
沢

自
身
の
、
友
情
・
恋
愛
・
肉
親
愛
と
い
っ
た
、
謂
わ
ば
佃
へ
の
変
を
め
ぐ
る
実

体
験
を
、
主
要
な
契
機
と
し
て
雲
出
さ
れ
た
、
全
体
へ
の
関
わ
り
の
試
み
で
あ

る
、
と
い
う
風
に
私
は
考
え
て
い
る
。
も
っ
と
分
り
易
く
言
え
ば
、
彼
に
と
っ

て
の
特
定
の
他
者
（
個
）
　
へ
の
変
を
万
象
（
全
体
）
　
へ
の
愛
に
晶
め
、
脱
却
せ

し
め
る
具
体
的
な
方
法
、
実
践
と
し
て
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
を
世
に
出
し
た
の

だ
ろ
う
と
い
う
こ
七
で
あ
る
。
他
方
に
、
こ
の
よ
う
な
、
全
体
愛
志
向
の
理
想

主
義
的
な
、
モ
ラ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
者
と
し
て
の
行
動
が
あ
る
こ
と
を
見

た
上
で
、
改
め
て
「
タ
ネ
年
は
た
し
か
に
」
を
見
返
す
と
、
こ
の
象
徴
詔
で
作



者
が
見
詰
め
て
い
る
淋
し
さ
の
内
実
が
透
し
見
ら
れ
る
よ
う
で
、
ま
た
興
味
深

い
。
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
、
大
人
の
世
界
か
ら
子
供
の
世
界
に
退
行
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
単
な
る
受
身
の
琳
し
さ
で
は
な
く
、
全
体
愛
へ
の
志
向
と
い
う
形
に

自
覚
的
に
逆
転
さ
れ
た
、
大
人
の
世
界
か
ら
の
退
却
の
淋
し
さ
で
あ
り
、
子
供

の
世
界
へ
の
自
己
定
立
の
淋
し
さ
で
あ
る
、
と
い
う
風
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
れ
は
、
役
の
本
性
と
し
て
の
子
供
に
忠
実
で
あ
る
こ

と
を
選
択
す
る
こ
と
で
、
み
ず
か
ら
引
き
受
け
た
淋
し
さ
だ
と
も
、
言
え
よ
う

か
。作

品
の
結
尾
部
、
主
人
公
が
母
説
の
許
に
帰
っ
て
来
た
場
面
に
は
、
そ
う
し

た
こ
と
が
恰
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

「
蕃
蔓
み
ん
な
喝
ぢ
っ
て
采
た
か
〕
／
「
う
ん
に
ゃ
、
ど
こ
か
へ
無
く
し
て

し
ま
っ
た
よ
〕
タ
ネ
リ
が
ぼ
ん
や
り
等
へ
ま
し
た
。
／
「
仕
事
に
産
道
噛
み

に
行
っ
て
、
無
く
し
て
く
る
も
の
あ
る
ん
だ
か
。
今
年
は
お
い
ら
、
お
ま
へ

つ
か

の
き
も
の
は
一
つ
も
積
ん
で
や
ら
な
い
ぞ
u
お
母
さ
ん
が
少
し
怒
っ
て
云
ひ

ま
し
た
。
／
「
う
ん
。
け
れ
ど
も
お
い
ら
、
一
日
噛
ん
で
ゐ
た
や
う
だ
っ
た

よ
］
／
タ
ネ
リ
が
ぼ
ん
や
り
ま
た
云
ひ
ま
し
た
。
／
「
さ
う
か
。
そ
ん
だ
ら

い
い
u
お
母
さ
ん
は
、
タ
ネ
リ
の
顔
付
き
を
見
て
、
安
心
し
た
や
う
に
、
ま

た
こ
な
ら
の
実
を
掃
き
は
じ
め
ま
し
た
。

こ
こ
で
の
タ
ネ
リ
は
、
い
か
に
も
従
順
な
、
母
親
の
子
供
と
い
っ
た
凪
で
あ

る
。
母
親
の
言
い
付
け
通
り
、
森
に
は
入
り
は
し
な
か
っ
た
し
、
全
部
無
く
し

て
来
た
も
の
の
藤
蔓
甲
み
の
仕
事
も
確
か
に
一
日
中
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
母

親
が
「
安
心
」
す
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
だ
が
、
作
者
は
そ
う
し
た
従
順
な
子

供
で
あ
る
タ
ネ
リ
を
の
み
語
ろ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
、

心
こ
こ
に
あ
ら
ず
と
い
っ
た
凪
に
、
「
ぼ
ん
や
り
」
し
て
い
る
子
供
と
、
そ
れ

に
一
向
気
付
か
ず
「
安
心
し
た
や
う
に
」
仕
事
に
専
念
す
る
母
親
の
姿
が
あ

ヽ

　

ヽ

り
、
更
に
、
母
親
と
子
供
と
の
問
の
そ
の
心
の
ず
れ
を
見
詰
め
る
作
者
が
い
る

ヽ

　

ヽ

か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
心
の
ず
れ
の
背
後
に
作
者
が
見
詰
め
て
い
る
の
は
、

恐
ら
く
、
母
親
の
懸
念
に
も
拘
ら
ず
子
供
は
森
の
向
う
側
の
世
界
の
一
端
を
既

に
垣
間
見
て
し
ま
い
、
母
親
は
子
供
の
そ
の
体
験
を
知
ら
な
い
と
い
う
事
実
で

あ
り
、
ま
た
、
母
親
の
知
ら
な
い
、
自
分
一
人
の
体
験
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
子

供
の
田
惑
苛
あ
る
。
こ
こ
で
の
主
人
公
は
、
も
は
や
、
天
真
爛
漫
に
家
を
跳
び

出
し
た
無
邪
気
な
子
供
・
母
親
の
批
護
の
内
に
自
足
し
安
ら
う
こ
と
の
で
き
る

幸
福
な
子
供
で
は
な
い
。
母
親
に
背
き
彼
女
の
手
の
届
か
な
い
世
界
に
跳
び
出

し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
無
論
の
こ
と
、
母
親
と
の
一
体
的
共
生
感
の
世
界
に
逃
げ

帰
る
こ
と
も
で
き
な
い
子
供
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
大
人
と
子
供
と
の
問
に
謂
わ
ば
宙
ぶ
ら
り
ん
に
な
っ
た
主
人

公
を
見
詰
め
る
こ
と
で
、
同
時
に
作
者
が
見
詰
め
て
い
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ

作
者
自
身
の
姿
－
　
〝
個
か
ら
全
体
へ
″
と
い
う
自
己
否
定
的
な
理
想
主
義
を
一

文
学
に
よ
り
実
践
す
る
と
い
う
、
恰
も
苛
年
期
の
潔
癖
さ
を
純
粋
培
養
し
自
己

を
大
人
以
前
の
世
界
に
位
置
づ
け
る
か
の
よ
う
な
生
き
方
を
択
り
、
そ
う
す
る

こ
と
で
芋
っ
じ
て
、
大
人
の
世
界
か
ら
退
却
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
自
己
を
一

個
の
大
人
た
ら
し
め
た
作
者
自
身
の
姿
－
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

と
ま
れ
、
淋
し
い
表
情
の
タ
ネ
リ
の
言
葉
を
、
母
親
里
己
い
付
け
通
り
「
た

し
か
に
い
ち
に
ち
噛
ん
で
ゐ
た
や
う
だ
っ
た
」
と
肯
っ
て
い
る
作
者
宮
沢
が
、

母
親
と
異
世
界
と
の
問
に
敢
え
て
宙
ぶ
ら
り
ん
に
な
っ
て
、
全
体
愛
を
志
向
す

る
自
己
を
、
病
気
の
母
親
を
抱
え
た
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
ジ
ョ
パ
㌧
1
1
少

年
の
淋
し
い
姿
に
も
既
に
見
出
し
始
め
て
い
る
こ
と
は
、
確
か
で
あ
了
等
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一
註

1
、
以
下
の
本
文
は
『
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』
　
（
筑
摩
書
房
一
昭
4
8
・
5
－
刊

行
中
）
所
収
に
よ
る
。
他
の
宮
沢
の
作
品
に
つ
い
て
も
以
下
同
。

2
、
掴
尾
育
史
『
年
譜
宮
沢
賢
治
伝
』
間
百
－
1
6
0
百
　
（
図
番
新
聞
社
　
昭
4
1

・
3
）
参
照
。

3
、
小
沢
俊
郎
「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
謡
集
と
し
て
の
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
－

『
か
し
は
ば
や
し
の
夜
』
を
中
心
に
－
」
、
『
日
本
児
童
文
学
別
冊
・
宮
沢

賢
治
童
話
の
世
界
』
　
（
す
ぼ
る
撃
好
　
昭
5
1
・
2
）
参
照
。

4
、
本
作
品
お
よ
び
「
〔
若
い
木
霊
〕
」
・
「
サ
ガ
レ
ン
と
八
月
」
三
作
品
の

先
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
既
に
早
く
、
入
沢
康
夫
「
『
若
い
木
霊
』
　
の
問

題
」
、
『
凶
区
』
1
6
号
（
昭
4
2
・
5
）
の
推
定
が
あ
る
。
『
校
本
・
全
集
』
に

よ
る
詳
細
な
原
稿
調
査
が
出
た
現
在
も
特
に
訂
正
の
必
要
は
な
い
の
で
ヾ
こ

こ
で
は
氏
の
推
定
に
従
う
。
ま
た
、
「
〔
若
い
木
霊
〕
」
の
成
立
時
期
に
つ

い
て
は
、
「
〔
若
い
研
師
〕
」
が
原
稿
の
状
況
と
内
容
と
か
ら
大
正
十
一
年

春
頃
の
成
立
が
推
定
さ
れ
、
更
に
、
当
作
品
が
用
紙
の
一
部
（
清
欝
断
片
の

一
枚
）
と
「
鵜
の
火
」
を
め
ぐ
．
る
晶
揚
し
た
官
能
的
な
気
分
と
に
共
通
性
を

持
つ
点
な
ど
か
ら
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
成
立
と
考
え
て
お
く
。

5
、
「
餌
の
火
」
が
詩
的
に
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
た
陽
炎
ら
し
い
こ
と
は
「
〔
若

い
研
師
〕
」
の
他
の
一
章
が
、
「
チ
ュ
ウ
リ
ッ
プ
酒
」
な
る
イ
メ
ー
ジ
で
、

や
は
り
陽
炎
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
言
え
る
。

6
、
例
え
ば
、
生
野
幸
吉
「
童
話
『
グ
ス
コ
し
フ
ド
リ
の
伝
記
』
－
出
現
罪
と

空
自
」
、
『
国
文
学
』
　
（
昭
5
0
・
4
）
に
、
「
燃
え
あ
が
る
よ
う
で
い
て
透

明
な
エ
ロ
ス
に
み
ち
み
ち
た
『
若
い
木
霊
』
」
と
い
っ
た
作
品
の
把
握
が
あ

る
。

7
、
続
橋
達
雄
「
タ
ネ
リ
の
さ
び
し
さ
」
、
『
四
次
元
』
1
6
0
号
・
1
6
1
号
（
昭
3
9

・6－7）

8
、
同
作
品
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
堀
尾
唐
史
、
前
掲
古
川
百
－
冊
頁
参
照
。

〔
付
記
〕

小
塙
は
、
昭
和
5
1
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
春
季
研
究
集
会
席
上
で
の

発
表
草
稿
に
基
づ
き
、
草
し
た
も
の
で
あ
る
。
小
稿
が
成
る
ま
で
に
は
、
磯
貝

英
夫
先
生
を
始
め
多
く
の
方
の
御
指
導
と
御
教
示
を
頂
裁
し
た
。
記
し
て
御
礼

申
し
あ
げ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
1
広
島
大
学
大
学
院
在
学
1

＝

‖

1
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日
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典
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H

H

H

H
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l

n

t

H

月

第
二
回
受
質
式
は
昭
和
五
一
年
七
月
十
七
日
に
東
京
で
行
わ
れ
、
会
員
の
稲

田
利
彼
氏
（
広
島
大
学
文
学
部
卒
、
同
大
学
院
、
助
手
を
経
て
現
岡
山
大
学
教

育
学
部
助
教
授
）
が
受
賞
者
の
一
大
に
え
ら
ば
れ
た
。

こ
．
．
H
こ
こ
一
－
こ
こ
．
1
こ
こ
こ
こ
一
ニ
ー
－
．
．
こ
t

会
員
近
著
紹
介

ニ
ー
1
．
－
一
こ
．
こ
こ
1
．
1
こ
l
こ
こ
ニ
ー
こ
こ
一
こ
．
r

『
森
　
鴎
外
』

「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
」
の
一
冊
で
、
森
内
外
の
人
と
作
品
が
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
形
で
、
多
甫
的
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
構
成
は
、
第
一
輩
悶
外
の

ド
イ
ツ
留
学
の
意
味
、
第
二
章
明
治
二
十
年
代
に
お
け
る
悶
外
、
第
三
章
三
つ

の
戦
争
と
悶
外
、
第
四
章
明
治
四
十
年
代
の
悶
外
の
位
置
、
第
五
章
悶
外
と
大

正
と
な
っ
て
お
り
、
各
章
の
報
告
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
小
堀
桂
一
郎
、
磯
貝
英

夫
、
平
川
祐
弘
、
三
好
行
雄
、
竹
盛
天
雄
の
諸
氏
で
あ
る
。
（
A
5
版
二
七
〇

ペ
ー
ジ
、
昭
和
五
二
年
二
月
、
学
生
社
刊
。
　
定
価
一
九
〇
〇
円
）

＼
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