
は
じ
め
に

教
員
は
、
教
材
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
の
意
識
、
姿
勢
で
臨
ん
で
い
る
だ
ろ
う

か
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
教
材
研
究
（
教
材
理
解
・
教
材
解
釈
）
に
ど
れ

だ
け
真
摯
に
取
り
組
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
全
て
の
教
員
が
自

覚
し
、
手
を
緩
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
。
だ
が
、
昨
今
の
教
育
現
場

に
お
け
る
様
々
な
問
題
・
状
況
の
な
か
で
、
安ヽ
易ヽ
にヽ
指
導
書
に
頼
っ
て
し
ま

い
、
手
薄
に
な
り
が
ち
で
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
に
、
五
味
渕
典
嗣
氏
の
指
摘
が
あ
る１

。
氏
は
、
こ

の
よ
う
な
事
態
を
直
接
の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
が
、
文
学
教
育
の
転
回
と
希

望
を
論
じ
る
中
で
、
前
任
校
で
あ
る
中
央
大
学
附
属
高
等
学
校
で
の
「
高
校
在

学
中
の
三
年
間
で
（
半
ば
強
制
的
に
）
一
〇
〇
冊
の
読
破
を
要
求
す
る
『
課
題

図
書
』
と
い
う
制
度
」
を
元
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

お
そ
ら
く
、
教
員
の
個
別
的
な
場
面
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
あ
り

て
い
に
言
っ
て
、
こ
の
〈
国
語
科
〉
の
企
て
は
、
生
徒
の
側
に
か
な
り
の

経
済
的
・
時
間
的
・
精
神
的
負
担
を
強
い
て
い
る
。
教
材
に
教
科
書
を
使

わ
な
い
こ
と
の
方
が
多
い
の
で
、
必
ず
し
も
専
門
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
し
、
大
学
と
違
っ
て
自
分
の
意
志
で
履
修
を
辞
退
で
き
な

い
高
校
の
教
室
で
、
な
ぜ
そ
の
作
を
《
精
読
》
す
る
の
か
と
い
う
問
い

は
、
つ
ね
に
教
室
に
潜
在
し
て
い
る
。「
課
題
図
書
」
に
つ
い
て
も
、
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
の
本
の
特
性
を
大
事
に
す
る
観
点
か
ら
、
で
き
る
だ
け
購

入
し
、
手
元
に
残
す
よ
う
言
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
よ
け
い
に
、
な
ぜ
そ

の
本
を
買
っ
て
読
ま
せ
る
の
か
が
問
わ
れ
る
。
実
際
に
、
生
徒
・
親
・
関

係
者
か
ら
、
選
書
に
対
す
る
批
判
の
声
を
聞
く
こ
と
は
少
な
く
な
い
。

け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
類
の
問
い
に
対
し
て
、
す
べ
て
の
人
間
を
納
得

さ
せ
、
満
足
さ
せ
る
答
え
は
存
在
し
な
い
。
と
く
に
、
近
視
眼
的
・
即
時

的
な
有
用
性
を
期
待
す
る
声
に
は
、
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
応
え
ら
れ
な

い
。
だ
が
、
よ
く
考
え
る
な
ら
、
か
り
に
教
科
書
し
か
使
わ
な
い
現
場
だ

っ
た
と
し
て
も
、
同
じ
問
い
は
問
わ
れ
う
る
。
少
な
く
と
も
〈
国
語
科
〉

の
高
校
教
員
は
、
教
科
書
を
選
ぶ
現
場
で
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
も
、

扱
う
教
科
書
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、
行
為
者
と
し
て
考
え
、

選
択
し
、
判
断
し
、
決
定
す
る
余
地
が
あ
る
。
授
業
と
し
て
何
を
取
り
上

げ
、
ど
の
程
度
の
時
間
を
か
け
る
の
か
は
、
原
理
的
に
は
す
べ
て
の
教
員
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に
問
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
根
拠
な
ど
は
な
い
。〈
読
書
指
導
〉
と
し
て

本
を
紹
介
す
る
際
も
同
じ
で
あ
る
。

（
傍
線
は
引
用
者
、
以
下
同
）

五
味
渕
氏
の
主
張
を
一
言
で
言
え
ば
、
教
材
選
択
に
お
け
る
教
師
の
説
明
責

任
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
員
の
所
属
が
私
立
に
限
ら
ず
公
立
で
あ

っ
て
も
、
ま
た
高
校
に
限
ら
ず
小
学
校
・
中
学
校
で
あ
っ
て
も
該
当
す
る
こ
と

で
あ
る
。

五
味
渕
氏
が
指
摘
す
る
教
材
選
択
の
説
明
責
任
は
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
説

明
責
任
と
い
う
こ
と
で
は
、
教
材
の
〈
読
み
〉
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
し
か
し
、
教
師
の
〈
読
み
〉
を
重
視
し
す
ぎ
る
と
、
正
解
到

達
主
義
、
須
貝
千
里
氏
の
言
う
エ
セ
価
値
絶
対
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
う２

。
か
と

い
っ
て
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
い
う
「
容
認
可
能
な
複
数
性
」
を
認
め
、
エ
セ

価
値
相
対
主
義
に
向
か
う
わ
け
に
も
行
か
な
い
。

こ
の
問
題
の
向
か
う
先
、
あ
る
い
は
問
題
の
根
底
に
は
、「
文
学
の
読
み
と

は
何
か
」
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
学
教
育
研
究
と
文
学
研

究
の
関
係
性
が
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
等
閑
に
付
さ
れ
見
え
な
く

し
て
し
ま
っ
た
、
両
者
を
繋
ぐ
根
底
と
し
て
の
文
学
の
読
み
の
原
理
的
研
究
で

あ
る
。
そ
れ
は
本
来
、
文
学
教
育
研
究
の
み
な
ら
ず
、
文
学
研
究
の
課
題
で
も

あ
っ
た
。
渋
谷
孝
氏
が
「
文
学
作
品
の
根
拠
は
、
作
品
に
内
在
す
る
の
か
、
読

者
の
意
識
に
内
在
す
る
の
か
と
い
う
二
者
択
一
の
議
論
は
し
な
い
」
と
述
べ
る

背
景
は
こ
こ
に
あ
る３

。

私
は
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
く
鍵
と
な
る
の
が
、
文
学
の
読
み
に
お
け
る

〈
語
り
〉
あ
る
い
は
〈
語
り
手
〉
で
あ
る
と
考
え
る
。〈
語
り
〉
も
〈
語
り
手
〉

も
あ
ら
ゆ
る
文
学
作
品
に
存
在
し
、
読
者
は
、
現
象
と
し
て
の
〈
語
り
〉
あ
る

い
は
物
語
の
読
者
へ
の
媒
介
者
と
し
て
の
〈
語
り
手
〉
を
通
し
て
小
説
を
読
み

進
め
て
い
く
。
つ
ま
り
、
小
説
の
読
み
を
支
え
る
の
が
〈
語
り
〉
あ
る
い
は

〈
語
り
手
〉
だ
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
観
点
を
踏
ま
え
る
と
、

先
の
二
つ
の
教
師
の
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
も
で
き
る
。
当
該
文
学
作
品
の

〈
語
り
〉
の
構
造
・
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
そ
の
〈
語
り
〉
が
読
者

に
ど
の
よ
う
な
読
み
を
も
た
ら
す
の
か
が
理
解
で
き
、
自
身
は
も
と
よ
り
学
習

者
の
読
み
の
把
握
も
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

文
学
研
究
に
お
け
る
〈
語
り
〉
あ
る
い
は
〈
語
り
手
〉
の
意
味
と
、
そ
の
こ

と
の
文
学
教
育
研
究
と
の
関
わ
り
方
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
志
賀
直

哉
「
小
僧
の
神
様
」（
大
正
九
年
一
月
『
白
樺
』）
の
作
品
分
析
を
元
に
述
べ
て

み
た
い
。一

「
仙
吉
」
の
思
考
と
そ
の
内
実

「
小
僧
の
神
様
」
と
い
う
作
品
は
、
秤
屋
の
小
僧
仙
吉
と
貴
族
院
議
員
Ａ
に

よ
る
、「
鮨
」
を
め
ぐ
っ
て
の
出
来
事
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内

面
化
の
様
相
が
、
三
人
称
の
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

読
者
の
読
み
は
こ
の
三
者
、
仙
吉
、
Ａ
、
語
り
手
を
中
心
に
展
開
し
て
い
く
こ

と
と
な
る
。

ま
ず
、
仙
吉
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

若
い
番
頭
か
ら
は
少
し
退
つ
た
然
る
べ
き
位
置
に
、
前
掛
の
下
に
両
手

を
入
れ
て
、
行
儀
よ
く
坐
つ
て
居
た
小
僧
の
仙
吉
は
、「
あ
あ
鮨
屋
の
話

だ
な
」
と
思
つ
て
聴
い
て
居
た
。
京
橋
に
Ｓ
と
云
ふ
同
業
の
店
が
あ
る
。

其
店
へ
時
々
使
に
遣
ら
れ
る
の
で
、
其
鮨
屋
の
位
置
だ
け
は
よ
く
知
つ
て

居
た
。
仙
吉
は
自
分
も
番
頭
に
な
つ
て
、
そ
ん
な
通
ら
し
い
口
を
き
き
な
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が
ら
、
勝
手
に
さ
う
云
ふ
家
の
暖
簾
を
く
ぐ
る
身
分
に
な
り
た
い
も
の
だ

と
思
つ
た
。

（
一
）

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
番
頭
よ
り
控
え
め
な
所
作
で
、
商
家
内
の
序
列
を

忠
実
に
守
る
仙
吉
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
、
紅
野
謙
介
氏
の
「
仙
吉
に
と
っ
て

「
す
し
」
と
は
、
私
た
ち
が
食
べ
た
こ
と
の
あ
る
実
際
の
鮨
よ
り
も
、
別
の
記

号
性
を
帯
び
て
」
お
り
「
彼
ら
の
「
身
分
」
と
結
び
つ
い
た
文
化
を
暗
示
す
る

記
号
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
」
と
い
う
指
摘４

や
、
山
口
直
孝
氏
の
「
仙
吉
の
発

想
に
お
い
て
、
鮨
と
「
番
頭
」
の
地
位
と
が
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
」
と
い
う

見
解５

が
あ
る
よ
う
に
、
仙
吉
に
と
っ
て
の
鮨
と
は
、
や
が
て
「
番
頭
」
に
な
る

こ
と
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
身
分
に
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
彼
に
認
識
さ
れ
て

い
る
「
通
」
に
な
る
こ
と
の
象
徴
で
あ
る
。

そ
の
た
め
彼
は
背
伸
び
を
し
て
、
あ
る
日
の
使
い
の
帰
り
に
鮨
を
食
べ
よ
う

と
試
み
る
。

其
時
不
意
に
横
合
ひ
か
ら
十
三
四
の
小
僧
が
入
つ
て
来
た
。
小
僧
は
Ａ

を
押
し
退
け
る
や
う
に
し
て
、
彼
の
前
の
僅
な
空
き
へ
立
つ
と
、
五
つ
六

つ
鮨
の
乗
つ
て
ゐ
る
前
下
が
り
の
厚
い
欅
板
の
上
を
忙せ
は

し
く
見
廻
し
た
。

（
中
略
）

小
僧
は
少
し
思
ひ
切
つ
た
調
子
で
、
こ
ん
な
事
は
初
め
て
ぢ
や
な
い
と

云
ふ
や
う
に
、
勢
よ
く
手
を
延
ば
し
、
三
つ
程
並
ん
で
ゐ
る
鮪
の
鮨
の
一

つ
を
摘
ん
だ
。
所
が
、
何
故
か
小
僧
は
勢
よ
く
延
ば
し
た
割
に
其
手
を
ひ

く
時
、
妙
に
躊
躇
し
た
。

「
一
つ
六
銭
だ
よ
」
と
主
が
云
つ
た
。

小
僧
は
落
す
や
う
に
黙
つ
て
其
鮨
を
叉
台
の
上
へ
置
い
た
。

「
一
度
持
つ
た
の
を
置
い
ち
や
あ
、
仕
様
が
ね
え
な
」
さ
う
云
つ
て
主

は
握
つ
た
鮨
を
置
く
と
引
き
か
へ
に
、
そ
れ
を
自
分
の
手
元
へ
か
へ
し
た
。

小
僧
は
何
も
云
は
な
か
つ
た
。
小
僧
は
い
や
な
顔
を
し
な
が
ら
、
其
場

が
一
寸
動
け
な
く
な
つ
た
。
然
し
直
ぐ
或
勇
気
を
振
る
ひ
起
し
て
暖
簾
の

外
へ
出
て
行
つ
た
。

（
三
）

仙
吉
に
と
っ
て
「
番
頭
」
と
い
う
地
位
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
鮨
を
食
べ
る

こ
と
は
、
分
不
相
応
な
行
為
、
言
わ
ば
身
分
のA

越
境B

で
あ
っ
た６

。
そ
の
た

め
こ
こ
に
は
、「
Ａ
を
押
し
退
け
る
や
う
に
し
て
、
彼
の
前
の
僅
な
空
き
へ
立

つ
」「
勢
よ
く
手
を
延
ば
し
」
と
い
う
そ
の
時
の
彼
の
意
気
込
み
と
、「
勢
よ
く

延
ば
し
た
割
に
其
手
を
ひ
く
時
、
妙
に
躊
躇
し
た
」
と
い
う
土
壇
場
に
来
て
の

戸
惑
い７

が
示
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
仙
吉
が
四
銭
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
た

め
に
企
て
は
失
敗
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
番
頭
」
と
「
小
僧
」
と
の

間
に
決
し
て
埋
ま
ら
な
い
差
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
覚
し
た
仙
吉
は

再
び
「
小
僧
」
と
し
て
生
活
し
て
い
く
こ
と
を
決
意
す
る
。「
或
勇
気
を
振
る

ひ
起
し
て
暖
簾
の
外
へ
出
て
行
」
く
と
い
う
の
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

後
日
仙
吉
は
、
そ
の
場
に
偶
然
居
合
わ
せ
た
貴
族
院
議
員
Ａ
に
よ
っ
て
、

「
鮨
」
を
お
ご
っ
て
も
ら
う
機
会
に
恵
ま
れ
る
。「
大
変
う
ま
い
話
の
や
う
な
、

少
し
薄
気
味
悪
い
話
の
や
う
な
気
が
し
」
な
が
ら
も
御
馳
走
し
て
く
れ
る
こ
と

が
「
何
し
ろ
嬉
し
か
つ
た
」（
六
）
仙
吉
は
、「
見
得
も
何
も
な
く
、
食
ひ
た
い

や
う
に
し
て
鱈
腹
に
」
鮨
を
味
わ
っ
た
（
同
）。
次
の
引
用
は
、
そ
の
後
の
彼

の
思
考
で
あ
る
。

兎
に
角
あ
の
客
は
只
者
で
は
な
い
と
云
ふ
風
に
段
々
考
へ
ら
れ
て
来
た
。

自
分
が
屋
台
鮨
屋
で
恥
を
か
い
た
事
も
、
番
頭
達
が
あ
の
鮨
屋
の
噂
を
し

て
ゐ
た
事
も
、
そ
の
上
第
一
自
分
の
心
の
中
ま
で
見
透
し
て
、
あ
ん
な
に

充
分
、
御
馳
走
を
し
て
呉
れ
た
。
到
底
そ
れ
は
人
間
業
で
は
な
い
と
考
へ
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た
。
神
様
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
仙
人
だ
。
若
し
か
し
た
ら

お
稲
荷
様
か
も
知
れ
な
い
、
と
考
へ
た
。

（
八
）

Ａ
が
仙
吉
を
連
れ
て
行
っ
た
店
が
番
頭
達
が
噂
を
し
て
い
た
店
で
あ
っ
た
こ

と
は
偶
然
の
一
致
で
あ
る
。
ま
た
、
仙
吉
に
鮨
を
好
き
な
だ
け
食
べ
さ
せ
る
こ

と
も
、
今
回
が
お
礼
の
意
味
を
込
め
た
も
の
で
あ
り
、
Ａ
が
仙
吉
を
見
か
け
た

の
が
鮨
屋
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
納
得
の
い
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

仙
吉
は
そ
の
よ
う
な
分
析
的
な
思
考
は
で
き
ず
、
自
分
に
「
鮨
」
を
存
分
に
食

べ
さ
せ
て
く
れ
た
Ａ
を
、「
神
様
」
や
「
仙
人
」、
あ
る
い
は
「
お
稲
荷
様
」
と

意
味
づ
け
る
よ
う
に
な
る
。
自
身
に
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
超
常
現
象
と
し
て

把
握
し
よ
う
と
す
る
仕
方
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
仙
吉
の
子
供
ら
し
さ
が
う
か
が

え
る８

。二
　
Ａ
の
「
淋
し
い
感
じ
」
と
そ
の
根
因

Ａ
は
、
議
員
仲
間
の
Ｂ
か
ら
「
鮨
の
趣
味
は
握
る
そ
ば
か
ら
、
手
B
み
で
食

ふ
屋
台
の
鮨
で
な
け
れ
ば
解
ら
な
い
」（
三
）
と
「
通
」
を
説
か
れ
、
屋
台
鮨
屋

に
向
か
っ
た
。
だ
が
、
普
段
の
彼
の
生
活
に
お
い
て
鮨
は
、
細
君
の
「
其
お
鮨

電
話
で
取
寄
せ
ら
れ
ま
せ
ん
の
？
」（
七
）、「
自
家
へ
取
り
寄
せ
れ
ば
」（
九
）
と

い
う
言
葉
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
所
望
す
れ
ば

出
前
で
も
気
軽
に
入
手
で
き
る
食
べ
物
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
鮨
を
食
べ
る
こ
と

に
対
し
て
の
執
着
は
、
仙
吉
の
方
が
強
い
。「
Ａ
を
押
し
退
け
る
よ
う
に
し
て
、

彼
の
前
の
僅
な
空
き
に
」
入
っ
て
き
た
仙
吉
に
対
し
て
、
Ａ
は
屋
台
鮨
屋
の
前

で
「
一
寸
躊
躇
し
」、「
思
い
切
つ
て
兎
に
角
暖
簾
を
潜
つ
た
が
、
其
立
つ
て
居

る
人
と
人
と
の
間
に
割
り
込
む
気
が
し
な
か
つ
た
」。
し
か
し
、
積
極
的
な
仙

吉
が
鮨
を
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
消
極
的
な
Ａ
の
方
は
食
べ
る
こ
と

が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
両
者
の
経
済
力
の
差
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
Ａ
が
鮨
屋

に
向
か
う
背
景
に
は
仙
吉
と
同
様
の
「
通
」
へ
の
憧
憬
も
指
摘
で
き
る

が９

、
基
本
的
に
は
Ａ
と
仙
吉
に
は
身
分
・
階
級
に
拠
る
差
異
を
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う10

。
こ
の
出
来
事
が
Ａ
に
、
仙
吉
に
鮨
を
ご
馳
走
す
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
の
だ

が
、
そ
こ
で
も
Ａ
は
積
極
的
に
事
を
運
ぼ
う
と
は
し
て
い
な
い
。

Ａ
は
其
時
小
僧
の
話
を
し
た
。
そ
し
て
、

「
何
だ
か
可
哀
想
だ
つ
た
。
ど
う
か
し
て
や
り
た
い
や
う
な
気
が
し
た

よ
」
と
云
つ
た
。

「
御
馳
走
し
て
や
れ
ば
い
い
の
に
。
幾
ら
で
も
、
食
へ
る
だ
け
食
は
し

て
や
る
と
云
つ
た
ら
、
嘸
喜
ん
だ
ら
う
」

「
小
僧
は
喜
ん
だ
ら
う
が
、
此
方
が
冷
汗
も
の
だ
」

「
冷
汗
？
　
つ
ま
り
勇
気
が
な
い
ん
だ
」

「
勇
気
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、
兎
も
角
さ
う
云
ふ
勇
気
は
一
寸
出
せ

な
い
。
直
ぐ
一
緒
に
出
て
他
所
で
御
馳
走
す
る
な
ら
、
ま
だ
や
れ
る
か
も

知
れ
な
い
が
」

「
ま
あ
、
そ
れ
は
そ
ん
な
も
の
だ
」
と
Ｂ
も
賛
成
し
た
。

（
四
）

こ
こ
で
Ａ
が
言
う
「
冷
や
汗
も
の
」
の
行
為
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
で
仙

吉
に
鮨
を
ご
馳
走
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
Ｂ
に
と
っ
て
は
「
勇
気
」
が

要
る
行
為
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
Ａ
は
、「
勇
気
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、

兎
に
角
そ
う
云
う
勇
気
」
と
部
分
的
に
否
定
し
な
が
ら
も
、
Ｂ
の
「
勇
気
」
と

い
う
捉
え
方
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
逆
に
、「
直
ぐ
一
緒
に
出
て
他
所
で
御
馳

走
す
る
な
ら
、
ま
だ
や
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
」
と
い
う
Ａ
に
対
し
て
、
今
度
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は
Ｂ
が
「
ま
あ
、
そ
れ
は
そ
ん
な
も
の
だ
」
と
「
賛
成
」
し
て
い
る
。
二
人
に

は
一
応
の
共
通
認
識
が
あ
る
と
見
て
よ
い
。

で
は
な
ぜ
、
Ａ
あ
る
い
は
彼
ら
は
そ
の
場
で
仙
吉
に
鮨
を
ご
馳
走
で
き
な
い

の
か
。「
六
」
で
、
秤
屋
で
秤
を
購
入
し
た
後
で
も
鮨
屋
に
行
き
、「
叉
来
て
呉

れ
な
い
と
、
此
方
が
困
る
」
と
女
将
が
言
う
ほ
ど
代
金
を
払
う
こ
と
が
で
き
た

の
だ
か
ら
、
持
ち
合
わ
せ
の
有
無
は
理
由
と
し
て
考
え
に
く
い11

。
で
あ
れ
ば
、

そ
の
状
況
が
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
Ａ
に
「
通
」
と
思

わ
れ
た
先
客
た
ち
が
数
人
い
る
屋
台
で
は
奢
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
Ａ
に
と
っ
て
「
通
」
へ
の
先
達
で
あ
る
Ｂ12

も
「
ま

あ
、
そ
れ
は
そ
ん
な
も
の
だ
」
と
同
意
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
別
の
理
由
が
必

要
に
な
る
。
そ
こ
で
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、「
御
馳
走
す
る
」
行
為
を
周
囲
の

人
に
見
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
自
分
た
ち
が
他
人
に
鮨
を

奢
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
富
裕
層
で
あ
る
こ
と
を
見
せ
び
ら
か
し
た
く
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ａ
が
「
名
を
知
ら
し
て
か
ら
御
馳
走
す
る
の
は
同
様
如

何
に
も
冷
汗
の
気
が
し
た
」
た
め
に
、
秤
を
買
う
時
に
「
出
鱈
目
の
番
地
と
出

鱈
目
の
名
」
を
書
い
た
（
五
）
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、「
直
ぐ
一

緒
に
出
て
他
所
で
御
馳
走
す
る
な
ら
、
ま
だ
や
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
周
囲
を

気
に
せ
ず
小
僧
に
奢
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
店
に
お
い
て
で
あ
れ
ば
で
き
る

と
い
う
意
味
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
事
実
彼
が
仙
吉
を
連
れ
て
行
っ
た
の
は
、
二

人
が
出
会
っ
た
屋
台
鮨
屋
で
は
な
く
、「
松
屋
」
の
近
所
の
「
或
小
さ
い
鮨
屋
」

で
あ
っ
た
。
先
日
の
屋
台
鮨
屋
で
は
自
分
も
小
僧
も
気
ま
ず
さ
を
覚
え
る
し
、

「
松
屋
」
の
近
所
の
「
或
小
さ
い
鮨
屋
」
の
方
が
勝
手
が
分
か
っ
て
い
た
た
め

で
あ
ろ
う
。

だ
が
こ
れ
は
そ
の
時
点
で
、
Ａ
に
「
自
分
の
し
た
事
が
善
事
だ
と
云
う
変
な

意
識
」（
七
）、
つ
ま
り
偽
善
の
意
識
が
無
自
覚
的
に
漠
然
と
在
る
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
後
日
仙
吉
に
鮨
を
奢
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
顕
在

化
し
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ａ
は
、
仙
吉
に
鮨
を
奢
れ
ば
「
小
僧
も
満
足

し
、
自
分
も
満
足
し
て
い
い
筈
」（
七
）
と
考
え
て
い
た
が
、
逆
に
「
変
に
淋

し
い
、
い
や
な
気
持
」（
〃
）
に
苛
ま
れ
、
自
己
分
析
を
行
う
。
そ
し
て
そ
の

気
持
ち
の
原
因
を
「
自
分
の
し
た
事
が
善
事
だ
と
云
う
変
な
意
識
が
あ
っ
て
、

そ
れ
を
本
統
の
心
か
ら
批
判
さ
れ
、
裏
切
ら
れ
、
嘲
ら
れ
て
居
る
」
た
め
（
〃
）

と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
自
己
を
客
観
視
す
る
も
う
一
人
の
自
分
を
想
定

す
る
こ
と
で
自
己
の
正
当
化
・
安
定
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
認
識
は
合
理
化13

で
あ
り
所
詮
逃
げ
に
過
ぎ
ず
、
彼
に
本
質
的
な
解
決

を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
そ
の
直
後
Ｂ
の
家
に
向
か
い
Ｂ
と

会
っ
て
も
こ
の
事
を
話
さ
ず
、
Ｙ
夫
人
の
音
楽
会
に
行
く
こ
と
で
直
っ
た
と
は

あ
る
も
の
の
、
以
後
は
そ
の
鮨
屋
を
避
け
る
よ
う
に
な
り
、
細
君
が
話
題
に
上

げ
て
も
「
笑
い
も
せ
ず
に
」、「
俺
の
や
う
な
気
の
小
さ
い
人
間
は
全
く
軽
々
し

く
そ
ん
な
事
を
す
る
も
の
ぢ
や
、
な
い
よ
」
と
答
え
る
だ
け
（
九
）
な
の
で
あ
る
。

三
「
附
記
」
の
意
味

―
〈
語
り
手
〉
と
「
作
者
」
―

前
二
節
で
仙
吉
と
Ａ
と
を
見
て
き
た
が
、
こ
の
作
品
で
特
に
重
要
と
思
わ
れ

る
の
が
、
こ
の
二
人
の
人
物
が
語
り
手
に
よ
っ
て
ど
う
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、

あ
る
い
は
二
人
の
人
物
を
語
る
語
り
手
の
意
識
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
小
僧
の
神
様
」
の
先
行
研
究
の
大
半
で
触
れ

ら
れ
て
き
た
、
十
章
の
後
に
付
け
ら
れ
た
「
附
記
」
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
で

明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
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作
品
の
構
造
に
つ
い
て
、亀
井
雅
司
氏
に
よ
る
早
い
時
期
で
の
指
摘
が
あ
る14

。

こ
の
作
品
は
十
章
と
附
記
と
か
ら
な
る
短
篇
で
あ
る
が
、
小
僧
と
Ａ
と

が
出
会
う
場
面
を
も
つ
三
章
と
六
章
は
別
と
し
て
、
一
章
二
章
は
小
僧
の

側
が
描
か
れ
、
四
章
五
章
は
反
対
に
Ａ
の
側
が
描
か
れ
て
い
て
、
更
に
七

章
以
後
十
章
ま
で
は
Ａ
と
小
僧
の
立
場
か
ら
交
互
に
描
か
れ
る
と
い
う
整

然
と
し
た
構
成
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
森
下
辰
衛
氏
も
、
同
じ
問
題
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る15

。

ま
た
、
小
説
の
構
成
に
関
し
て
も
、
仙
吉
と
Ａ
と
が
交
互
に
視
点
人
物

に
な
る
構
成
で
は
あ
る
が
、
作
家
の
意
識
は
Ａ
に
偏
重
し
て
い
る
と
さ
れ

る
。
そ
れ
も
作
家
自
身
の
投
影
の
濃
さ
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
、
こ
こ

で
も
比
較
的
否
定
的
な
見
方
が
多
く
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
志
賀
＝

Ａ
で
志
賀
I
仙
吉
と
い
う
勘
違
い
が
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
に
過
ぎ
な

い
。
仙
吉
が
「
仙
吉
」
と
呼
ば
れ
る
（
Ａ
は
「
客
」「
あ
の
客
」
等
の
呼

び
名
に
な
る
）
章
が
五
つ
、
議
員
Ａ
が
「
Ａ
」
と
呼
ば
れ
る
（
仙
吉
は

「
小
僧
」
と
呼
ば
れ
る
）
章
も
五
つ
で
拮
抗
し
、
そ
う
い
う
点
で
は
偏
重

は
な
い
の
で
あ
る
。

森
下
氏
に
は
亀
井
氏
の
論
の
引
用
が
見
ら
れ
な
い
が
、
氏
の
見
解
は
亀
井
氏

の
延
長
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
両
氏
は
、
仙
吉
の
側
か
ら
の
視
点
と

Ａ
の
側
か
ら
の
そ
れ
は
同
じ
で
あ
り
、
語
り
手
は
二
人
の
登
場
人
物
に
対
し
て

平
等
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
基
本
的
に
は
同
意
す
る
の
だ
が
、

ま
だ
考
察
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
本
作
品
の
構
成
を
整
理
し
て
み
た
い
。
次
の
表
は
、

各
章
の
視
点
人
物
を
◎
、
語
ら
れ
る
（
見
ら
れ
る
）
人
物
を
○
と
し
て
表
し
た

も
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
三
章
と
六
章
は
仙
吉
と
Ａ
が
同
じ
場
面
に
お

り
、
こ
の
二
つ
の
章
だ
け
で
見
て
も
視
点
が
交
互
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
三

章
、
六
章
以
外
は
ど
ち
ら
か
一
方
の
人
物
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
ま
で

は
亀
井
氏
の
言
う
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
視
点
人
物
は
Ａ
で
あ
る
五
章
に
、「
仙

吉
は
Ａ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
然
し
Ａ
の
方
は
仙
吉
を
認
め
た
。」
と
い
う
一
文

が
存
す
る
の
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
れ
を
加
味
し
た
上
で
整
理
す
る
と
、
全
十
章

は
、
森
下
氏
の
言
う
よ
う
に
各
人
物
の
視
点
に
よ
る
章
は
五
章
ず
つ
で
あ
り
、

拮
抗
せ
ず
変
調
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
○
の
数
か
ら
、
わ
ず
か
な
差
で
は

あ
る
が
仙
吉
の
方
が
Ａ
よ
り
も
語
ら
れ
る
人
物
・
見
ら
れ
る
人
物
と
し
て
の
性

格
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
そ
れ
は
、
語
り
手
が
Ａ
の
視
点
・
立
場
か

ら
仙
吉
を
見
て
い
る
章
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
れ
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
こ
れ
も
先
行
研
究
で
多
く
取
り
上
げ
ら

れ
る
、「
附
記
」
に
お
け
るA

見
せ
消
ちB

で
あ
る
。
こ
の
理
由
に
は
、
別
の

結
末
の
可
能
性
を
敢
え
て
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
附
記
」
以
前
で
物
語
を
終
え

る
妥
当
性
を
付
与
す
る
た
め
、
と
い
う
も
の
と
、
Ａ
が
書
い
た
「
出
鱈
目
の
住

所
」
に
「
小
さ
い
稲
荷
の
祠
」
が
あ
っ
た
場
合
仙
吉
に
対
し
て
「
少
し
残
酷
」

な
た
め
、
と
い
う
も
の
と
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
肝
心
な
の
は
後
者

の
方
で
あ
る
。
仙
吉
に
対
し
て
「
残
酷
」
と
い
う
の
は
、
ま
ず
は
、
Ａ
が
書
い

た
で
た
ら
め
の
住
所
に
ほヽ
こヽ
らヽ
が
あ
っ
た
と
し
た
場
合
、
仙
吉
が
Ａ
を
こ
の
世

に
実
在
し
な
い
完
全
な
神
様
で
あ
る
と
認
識
し
て
し
ま
い
、
再
度
現
れ
て
く
れ
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る
と
い
う
期
待
を
持
て
な
く
な
る
、
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
。
だ
が
、
偶
然
の

重
な
り
に
よ
る
出
来
事
を
超
常
現
象
と
し
て
理
解
し
て
し
ま
う
、
幼
さ
の
残
る

仙
吉
を
鑑
み
た
場
合
、
こ
れ
は
妥
当
で
は
な
い
よ
う
だ
。
そ
れ
よ
り
も
、
仙
吉

が
そ
の
よ
う
な
純
粋
な
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
自
分
の
偽
善
性
を
意
識
し
な
が

ら
も
抛
擲
し
て
し
ま
う
Ａ
を
「
神
様
」
の
よ
う
な
存
在
と
は
認
識
し
て
ほ
し
く

な
い
と
語
り
手
が
考
え
て
い
る
、
と
理
解
す
る
方
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の

と
き
、
こ
の
作
品
の
タ
イ
ト
ル
が
二
重
性
を
も
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ

ち
、
小
僧
の
視
点
か
ら
物
語
を
見
た
場
合
の
、
Ａ
を
意
味
づ
け
る
言
葉
と
し
て

の
〈
小
僧
に
と
っ
て
の
神
様
〉、
ま
た
そ
の
逆
の
、
Ａ
の
側
に
立
つ
語
り
手
が

仙
吉
の
純
粋
性
を
意
味
づ
け
る
〈
小
僧
の
姿
を
し
た
神
様
〉、
と
い
う
こ
と
で

あ
る16

。
と
こ
ろ
で
、「
附
記
」
に
お
い
て
「
作
者
」
と
自
称
す
る
存
在
は
、
正
確
に

は
語
り
手
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
そ

れ
が
峻
別
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
に
は
、
文
学
研
究
に
お
け
る
作

家
論
と
い
う
方
法
論
の
問
題
、
白
樺
派
文
学
・
あ
る
い
は
心
境
小
説
と
し
て
の

志
賀
文
学
の
位
置
づ
け
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
志
賀
文
学

の
研
究
で
は
避
け
て
通
れ
な
い
「
創
作
余
談
」17

の
存
在
、
影
響
が
あ
る
た
め
で

あ
る
。
例
え
ば
栗
林
秀
雄
氏
は
「
作
者
志
賀
に
と
っ
て
も
「
小
僧
」
は
「
神

様
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
作
者
は
、「
小
僧
に
対
し
残
酷
な
氣
が
し
て

来
た
」
と
付
言
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
と
き
、「
Ａ
」

は
志
賀
と
な
り
、
志
賀
は
「
Ａ
」
と
な
っ
て
、
作
中
人
物
に
作
者
が
同
化
し
た

の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
し18

、
ま
た
鶴
谷
憲
三
氏
も
「
結
果
に
お
い
て
手

を
拱
ねマ
マ

い
て
い
た
自
身
へ
の
〈
こ
だ
わ
り
〉
を
、
作
品
中
の
貴
族
院
議
員
Ａ
に

託
し
、
あ
り
う
べ
き
自
己
の
姿
と
し
て
吟
味
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
」
が
読
み

と
れ
、「
こ
だ
わ
り
を
抱
い
た
自
己
の
内
面
を
作
品
の
中
で
裏
付
け
る
こ
と
の

方
に
力
点
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
い
う
よ
う
に
、
Ａ
と
志
賀
と

を
同
一
視
す
る
思
考
が
あ
る19

。

し
か
し
、
先
に
分
析
し
た
よ
う
に
、
作
家
志
賀
直
哉
（
作
者
で
は
な
く
）
を

持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、「
小
僧
の
神
様
」
に
お
け
る
語
り
手
は
Ａ
の
側
に
寄

り
添
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
中
に
は
、
林
廣
親
氏
の
よ
う
に
、
先

行
研
究
は
「
志
賀
文
学
に
お
け
る
他
者
の
存
在
の
希
薄
さ
と
い
う
作
家
論
的
通

念
に
お
の
ず
か
ら
回
収
さ
れ
、
そ
れ
を
補
強
し
続
け
る
結
果
を
生
ん
で
い
る
。」

と
、
作
家
志
賀
と
読
み
と
を
分
け
よ
う
と
す
る
試
み20

も
存
す
る
も
の
の
、
各
論

の
発
表
年
月
か
ら
、
こ
の
問
題
は
現
在
も
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
原
因
を
、
下
岡
友
加
氏
の
論
功21

を
手
が
か
り
に
考
察
し

て
み
た
い
。

明
治
四
十
三
年
か
ら
昭
和
三
十
八
年
ま
で
、
約
五
十
年
余
り
の
期
間
に

発
表
さ
れ
た
志
賀
直
哉
の
全
小
説
は
、
語
り
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か

ら
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
言
う
焦
点
化
ゼ
ロ
の
物
語
言
説
と
内

的
焦
点
化
の
物
語
言
説
に
二
分
化
で
き
る
。

前
者
の
例
と
し
て
は
「
正
義
派
」（
大
元
・
９
）、「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」

（
大
２
・
１
）、「
范
の
犯
罪
」（
大
２
・
10
）、「
赤
西
蠣
太
」（
大
６
・

９
）、「
小
僧
の
神
様
」（
大
９
・
１
）
な
ど
が
、
後
者
の
例
と
し
て
は
「
網

走
ま
で
」（
明
43
・
４
）、「
大
津
順
吉
」（
大
元
・
９
）、「
和
解
」（
大
６
・

10
）、「
暗
夜
行
路
」（
大
10
・
１
〜
昭
12
・
４
）、「
灰
色
の
月
」（
昭
21
・

１
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
志
賀
の
小
説
に
は
外
的
焦
点
化
に
該

当
す
る
例
は
な
い
。

（
点
線
も
引
用
者
）

下
岡
氏
は
、
志
賀
直
哉
の
全
小
説
は
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
い
う
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焦
点
化
ゼ
ロ
の
物
語
言
説
と
内
的
焦
点
化
の
物
語
言
説
に
二
分
化
で
き
、
今
回

の
「
小
僧
の
神
様
」
は
前
者
に
当
た
る
と
述
べ
て
い
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
い
う

焦
点
化
ゼ
ロ
と
は
、「『
全
知
の
語
り
手
に
よ
る
物
語
言
説
』
あ
る
い
は
『
背
後

か
ら
の
視
像
』」
の
こ
と
で
あ
る
が22

、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
「
物
語
言
説
は
必
ず
し

も
、
終
始
一
貫
し
て
同
じ
焦
点
化
を
選
択
し
続
け
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
も
述

べ
て
い
る23

。
つ
ま
り
、
語
り
手
が
特
定
の
登
場
人
物
に
寄
り
添
っ
て
し
ま
う
こ

と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
、
こ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、
先
に
見
た
先
行
研
究
の
状
況

は
「
小
僧
の
神
様
」
の
語
り
手
が
Ａ
に
寄
り
添
う
こ
と
に
起
因
す
る
こ
と
が
理

解
で
き
る
が
、
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
が
三
人
称
小
説
で
あ
り
な
が

ら
実
は
潜
在
的
一
人
称
小
説24

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
例
え
ば
漱
石

の
「
坊
っ
ち
や
ん
」
に
お
け
る
語
り
手
の
よ
う
な
、
昔
の
自
分
を
客
観
的
に
物

語
る
よ
う
な
視
点
を
持
ち
得
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

仙
吉
に
「
残
酷
」
に
な
ら
な
い
よ
う
に
「
擱
筆
」
し
た
と
い
う
「
附
記
」
を
つ

け
た
こ
と
に
よ
り
、「
小
僧
の
神
様
」
の
〈
語
り
手
〉
は
、
Ａ
の
側
で
物
語
を
語
る

潜
在
的
一
人
称
の
語
り
手
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
実
は

「
附
記
」
に
お
い
て
、
仙
吉
に
対
し
て
「
小
僧
」
と
い
う
Ａ
の
側
か
ら
の
呼
び
方

を
無
意
識
的
に
選
ん
で
い
る
こ
と
に
も
、
如
実
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
語
り
と
〈
読
み
〉
―
志
賀
作
品
と
教
材
化

―

見
て
き
た
よ
う
な
、
志
賀
文
学
、
あ
る
い
は
「
小
僧
の
神
様
」
の
語
り
は
、

教
材
と
い
う
視
点
で
は
ど
う
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
こ
れ

に
つ
い
て
考
察
す
る
。

語
り
と
文
学
教
育
と
を
有
機
的
に
論
じ
る
研
究
者
の
一
人
と
し
て
田
中
実
氏

の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
氏
は
小
説
に
つ
い
て
述
べ
る
中
で
、
次
の
よ

う
に
言
う25

。
私
は
、
日
本
の
近
代
小
説
の
登
場
人
物
の
裏
に
は
全
て
〈
語
り
手
〉
が

生
き
て
い
て
、
他
者
の
引
用
で
は
な
く
〈
語
り
手
〉
の
自
意
識
に
取
り
込

ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
私
見
で
は
、
小
説
は
「
物
語
＋
〈
語
り

手
〉
の
自
己
表
出
」
で
あ
り
、
会
話
に
も
〈
語
り
手
〉
が
自
己
表
出
し
て

い
る
。「
物
語
」
と
は
一
つ
世
界
で
あ
り
、
会
話
の
文
に
も
〈
語
り
手
〉

は
隠
れ
、「
物
語
」
を
進
行
さ
せ
て
い
る
。
天
才
腹
話
術
師
い
っ
こ
く
堂

の
比
喩
を
使
っ
て
き
た
の
は
、
彼
が
複
数
の
人
形
を
使
い
分
け
る
よ
う

に
、「
物
語
」
の
人
物
の
背
後
に
は
〈
語
り
手
〉
が
い
て
、
こ
の
〈
語
り

手
〉
が
Ａ
を
等
身
大
に
語
る
と
、
Ｂ
は
語
れ
な
く
な
る
こ
と
、
こ
こ
に
近

代
小
説
の
秘
密
、
日
本
の
文
化
土
壌
と
《
他
者
》
の
問
題
、
す
な
わ
ち

〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
と
了
解
不
能
の
《
他
者
》
が
あ
る
と
考
え
て

き
た
か
ら
で
あ
る
。

田
中
氏
が
示
す
の
は
、
日
本
の
近
代
小
説
の
み
な
ら
ず
現
代
小
説
に
も
、
ま

た
一
人
称
小
説
・
三
人
称
小
説
の
ど
ち
ら
に
も
当
て
は
ま
る
、
小
説
＝
「
物

語
＋
〈
語
り
手
〉
の
自
己
表
出
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
小

説
と
単
な
る
物
語
と
の
分
か
れ
目
は
、
語
り
手
が
語
る
べ
き
物
語
を
相
対
化
で

き
て
い
る
か
否
か
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
先
に
も
例
に
挙
げ
た
「
坊

っ
ち
や
ん
」
で
述
べ
れ
ば
、
当
時
の
「
お
れ
」
や
「
清
」、「
お
や
ぢ
」、「
兄
」

を
、
現
在
の
語
り
手
「
お
れ
」
は
、
客
観
的
に
、
距
離
を
お
い
て
語
る
こ
と
が

で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
人
称
小
説
で
あ
っ
て
も
語
り

手
が
自
身
を
相
対
化
で
き
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
逆
に
三
人
称
で
あ
っ
て
も
、

語
り
手
が
登
場
人
物
を
相
対
化
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る26

。

－ 26－



「
小
僧
の
神
様
」
は
、
ま
さ
に
こ
れ
に
該
当
す
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
関
連
し
て
、
語
り
が
文
学
教
育
と
ど
う
関
わ
っ
て
く
る
の

か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
田
中
氏
の
見
解
を
参
照
し

た
い
。

私
は
読
み
に
ア
ナ
ー
キ
ー
な
覇
権
を
説
く
石
井
洋
二
郎
氏
の
「
誤
読
の

領
分
」（『
文
学
』
二
〇
〇
三
・
七
、
八
）
を
積
極
的
に
は
認
め
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。「
読
む
こ
と
」
と
は
拘
束
さ
れ
た
読
み
手
の
現
象
を
認
識

す
る
行
為
で
あ
り
、
読
み
手
自
身
の
内
面
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り

ま
す
。「
極
点
」
の
向
こ
う
側
を
・折
・り
・返
・し
、「
読
む
こ
と
」
の
〈
実
体

性
〉
を
捉
え
、
そ
の
虚
偽
を
超
え
な
が
ら
、
こ
れ
に
読
み
手
自
身
の
生
の

在
処
、
あ
り
方
を
問
う
の
で
す
。
そ
こ
に
「
読
む
こ
と
の
倫
理

モ
ラ
リ
テ
ィ
」
の
地
平

が
現
れ
て
き
ま
す
。
こ
の
と
き
読
書
行
為
は
了
解
不
能
の
《
他
者
》
を
捉

え
て
い
る
自
身
が
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
瓦
解
し
、
倒
壊
す
る
こ
と
を
条
件

に
し
て
い
ま
す
。
読
者
主
体
の
〈
自
己
倒
壊
〉
を
前
提
に
し
て
い
る
と
言

っ
て
も
よ
い
の
で
す
が
、
こ
れ
を
〈
知
的
了
解
〉
に
終
わ
ら
せ
る
と
、〈
自

己
倒
壊
〉
と
は
無
縁
で
す
。
こ
れ
が
同
時
に
日
本
語
の
臨
界
に
挑
む
〈
こ

と
ば
の
仕
組
み
〉
に
向
か
う
こ
と
と
な
っ
て
、
近
代
小
説
の
再
稼
働
が
始

ま
り
ま
す27

。

簡
単
に
言
う
と
、〈
語
り
手
〉
は
複
数
の
登
場
人
物
に
成
り
代
わ
り
、

登
場
人
物
の
直
接
話
法
を
行
使
す
る
が
、
そ
の
裏
に
は
一
人
の
〈
語
り

手
〉
が
息
付
い
て
い
て
、
こ
れ
が
〈
語
り
手
〉
と
複
数
の
登
場
人
物
の
関

係
に
表
出
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
説
を
読
む
に
は
そ
の
他
者
性
を

抽
出
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
そ
の
際
、
注
意
し
た
い
の
は
小
説
に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
〈
語
り
手
〉
が
違
っ
た
か
た
ち
で
機
能
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
、
登
場
人
物
と
一
体
化
し
た
移
動
す
る
〈
語
り
手
〉、

登
場
人
物
を
批
評
す
る
〈
語
り
手
〉、
登
場
人
物
を
抱
え
込
む
〈
語
り
手
〉

な
ど
で
あ
る
。
ま
た
小
説
に
よ
っ
て
は
、
語
り
、
語
ら
れ
る
関
係
を
超
え

て
、
全
体
を
統
括
す
る
機
能
が
考
え
ら
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ

を
〈
語
り
手
を
超
え
る
も
の
〉
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
〈
語
り
手
〉
を

対
象
化
し
〈
語
り
〉
の
向
こ
う
側
を
推
測
す
る
こ
と
で
開
け
て
く
る
。
こ

う
し
た
読
み
の
作
業
が
小
説
本
来
の
立
体
空
間
と
し
て
構
造
化
す
る28

。

「
文
学
を
「
読
む
こ
と
」
と
は
、
拘
束
さ
れ
た
読
み
手
の
現
象
を
認
識
す
る

行
為
で
あ
り
、
読
み
手
自
身
の
内
面
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
」
で
あ
り
、
読
み

手
の
内
に
〈
実
体
性
〉
と
し
て
在
る
「
了
解
不
能
の
《
他
者
》
」
を
通
し
て

「〈
自
己
倒
壊
〉」
が
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
、
さ
ら
に
、「
小
説
を
読
む
に
は
そ
の

他
者
性
を
抽
出
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。」
と
あ
る
。
こ
れ
を
教
師
が
日
々

の
授
業
の
な
か
で
保
証
す
る
た
め
に
は
、
語
り
手
を
、
あ
る
い
は
語
り
を
相
対

化
さ
せ
、
生
徒
に
、
語
り
手
が
登
場
人
物
を
ど
う
語
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
さ

せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
志
賀
文
学
の
場
合
、
そ
の
特
質
ゆ
え
の
難
し
さ
が
あ
る
。
語
り
手

が
物
語
を
対
象
化
（
客
観
化
、
距
離
化
）
で
き
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
自
身
も
そ

の
物
語
に
入
り
込
む
、
あ
る
い
は
〈
語
り
手
〉
と
語
ら
れ
る
登
場
人
物
と
の
距

離
が
無
い
か
ら
で
あ
り
、
田
中
氏
が
「
志
賀
直
哉
の
小
説
は
散
文
詩
と
同
じ
」

で
「
語
り
手
が
語
る
物
語
に
対
し
て
メ
タ
レ
ベ
ル
に
立
た
ず
、
一
体
化
し
て
詩

を
創
出
す
る
よ
う
に
し
て
語
っ
て
い
る
」、「
あ
る
い
は
心
境
小
説
と
し
て
語
っ

て
い
く
」
と
述
べ
る29

の
は
こ
れ
で
あ
る
。
語
り
を
軸
と
し
た
文
学
教
育
に
お
い

て
は
、
志
賀
直
哉
の
文
学
作
品
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う30

。

－ 27－



五
　
お
わ
り
に

―
文
学
作
品
の
語
り
と
教
材
化

―

授
業
で
扱
う
教
材
の
良
否
は
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
授
業
の
目
標
・
ね
ら

い
に
適
し
た
教
材
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、

文
学
教
育
に
お
け
る
優
れ
た
教
材
、
つ
ま
り
小
説
の
読
み
に
お
い
て
優
れ
た
教

材
と
は
、
再
読
や
他
の
学
習
者
に
よ
っ
て
自
身
の
読
み
が
相
対
化
さ
れ
や
す
い

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
文

学
の
読
み
の
原
理
的
研
究
の
余
地
が
ま
だ
多
く
存
す
る
現
在
、
優
れ
た
教
材
と

呼
ぶ
に
相
応
し
い
も
の
を
見
定
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
仮
に
優
れ
た
教

材
を
用
い
た
と
し
て
も
、
授
業
が
「
語
り
」
や
「
語
り
手
」
を
指
摘
す
る
に
と

ど
ま
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
読
み
の
授
業
と
し
て
の
意
味
は
半
減
す
る
。
文
学

の
読
み
の
原
理
的
研
究
は
、
教
材
研
究
だ
け
で
な
く
授
業
研
究
の
質
を
も
、
わ

れ
わ
れ
に
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

佐
野
正
俊
氏
は
、
田
中
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

読
者
の
読
み
を
開
き
、
そ
の
認
識
の
あ
り
よ
う
を
問
う
た
め
に
は
「
作

品
」
と
「
読
者
」
と
い
う
二
元
論
を
超
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の

た
め
に
は
、
ま
ず
「
作
品
」
と
は
〈
非
実
体
〉
で
あ
り
、
読
み
と
は
ど
こ

ま
で
い
っ
て
も
「〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う

相
対
主
義
（
テ
ク
ス
ト
論
的
転
回
＝
第
一
の
転
回
）
を
徹
底
的
に
受
け
と

め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
読
む
こ
と
は
〈
実
体
〉
そ
の
も
の
に
は
た
ど

り
つ
く
こ
と
は
で
き
な
い
（
読
む
こ
と
に
正
解
は
な
い
）
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
読
者
は
「
作
品
」
に
働
き
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
こ
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
〈
実
体
性
〉
の
働
き
か
け
と
し
て
問
題
に

す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
読
書
行
為
に
〈
実
体
〉
で
は
な
い
〈
実
体
性
〉
と

い
う
「
了
解
不
能
の
《
他
者
》
」
の
領
域
を
措
定
す
る
こ
と
（
文
学
教
育

の
転
回
＝
第
二
の
転
回
）
に
よ
っ
て
初
め
て
、「
教
育
」
の
問
題
が
立
ち

現
れ
て
く
る
。「
わ
た
し
」
の
読
み
は
〈
真
〉
で
は
な
い
が
、
さ
り
と
て

〈
虚
妄
〉
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
の
自
覚
が
、〈
善
〉
な
る
読
み
、〈
美
〉
な

る
読
み
の
永
続
的
な
追
求
、
す
な
わ
ち
読
む
こ
と
に
よ
る
文
化
の
「
創
造
」

や
「
発
見
」
と
い
う
「
文
学
教
育
の
希
望
」
へ
の
道
筋
を
開
い
て
い
く
。

佐
野
氏
は
、〈
読
み
〉
を
〈
実
体
〉
で
は
な
く
〈
実
体
性
〉
の
問
題
と
し
て

扱
う
こ
と
の
重
要
性
と
、
そ
れ
を
扱
う
際
に
〈
語
り
手
〉
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る

と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
。
こ
の
実
現
の
た
め
に
も
教
師
は
、
そ
の
教
材
を
扱
う

意
図
・
目
的
に
対
し
て
常
に
自
覚
的
で
、
教
科
書
採
録
も
含
め
た
教
材
研
究
を

お
ろ
そ
か
に
し
な
い
こ
と
に
意
識
的
で
あ
る
べ
き
だ
。
至
極
当
た
り
前
の
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
の
原
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
文
学
教
育
、
ひ
い
て
は
文
学

研
究
の
根
本
を
問
い
直
す
営
み
が
、
今
最
も
必
要
な
の
で
あ
る
。

注
１
　
五
味
渕
典
嗣
「〈
国
語
の
時
間
〉
と
の
対
話
」（
平
成
十
九
年
三
月
「
日

本
文
学
」）

２
　
例
え
ば
須
貝
千
里
「
そ
れ
を
言
っ
た
ら
お
し
ま
い
だ
。
―
価
値
絶
対

主
義
と
文
学
の
力

―
」（
田
中
実
・
須
貝
千
里
『「
こ
れ
か
ら
の
文
学
教

育
」
の
ゆ
く
え
』、
平
成
十
七
年
七
月
、
右
文
書
院
）
な
ど
。

３
　
渋
谷
孝
『
文
学
教
育
論
批
判
』（
昭
和
六
十
三
年
十
月
、
明
治
図
書
）

４
　
紅
野
謙
介
「
格
差
を
め
ぐ
る
フ
ァ
ル
ス

―
志
賀
直
哉
の
短
編
を
読

む
」（
平
成
二
年
九
月
『
月
刊
国
語
教
育
』）

５
　
山
口
直
孝
「『
小
僧
の
神
様
』
論
―
Ａ
と
仙
吉
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
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―
」（
平
成
七
年
九
月
「
日
本
文
藝
研
究
」）

６
　
林
廣
親
氏
「
志
賀
直
哉
「
小
僧
の
神
様
」
を
読
む
」（
平
成
十
一
年
三

月
「
成
蹊
国
文
」
第
三
十
二
号
）
に
も
、
仙
吉
の
行
為
に
つ
い
て
「
未
知

の
味
へ
の
抑
え
が
た
い
食
欲
に
と
り
つ
か
れ
た
あ
げ
く
冒
険
的
な
〈
越

境
〉
を
あ
え
て
試
み
て
し
ま
う
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、
仙
吉

の
行
為
は
「
番
頭
」
や
「
通
」
へ
の
憧
憬
か
ら
発
し
た
部
分
も
あ
っ
て
、

成
長
期
の
少
年
に
あ
り
が
ち
な
「
抑
え
が
た
い
食
欲
に
と
り
つ
か
れ
た
」

た
め
と
い
う
点
の
み
に
は
回
収
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

７
　
こ
の
時
の
仙
吉
の
内
奥
に
つ
い
て
は
、
手
持
ち
の
四
銭
で
足
り
る
か
ど

う
か
の
心
配
も
想
像
で
き
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
事
前
に
値
段
を
尋
ね
る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
最
初
に
「
海
苔
巻
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
聞
い
て
も
い
る

が
、
本
当
に
仙
吉
が
海
苔
巻
き
を
所
望
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
主
の
返

事
を
受
け
た
後
に
店
外
へ
出
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
彼
は
、
番
頭
達
が
噂

を
し
て
い
た
鮪
の
鮨
が
食
べ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

８
　
紅
野
謙
介
氏
は
仙
吉
に
つ
い
て
、「
低
賃
金
に
よ
る
労
働
力
と
し
て
経

済
活
動
を
支
え
て
い
る
社
会
的
存
在
」
で
、「
子
供
で
は
あ
る
け
れ
ど
、

決
し
て
無
邪
気
で
無
垢
な
「
子
供
」
た
り
え
な
い
」、「
労
働
者
」
で
あ
る

と
説
い
て
い
る
（
前
掲
注
４
参
照
）。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
Ａ
に

は
「
十
三
四
の
小
僧
」（
三
）
に
見
え
た
仙
吉
は
、
こ
の
作
品
に
お
い
て

は
「
労
働
者
」
と
し
て
で
は
な
く
、
理
解
不
能
な
出
来
事
を
神
様
の
仕
業

だ
と
考
え
る
子
供
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
〈
語
り
手
〉
の
あ

る
意
図
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

９
　
山
口
直
孝
氏
（
前
掲
注
５
参
照
）
は
、「
秤
屋
の
小
僧
仙
吉
と
貴
族
院

議
員
Ａ
と
い
う
、
社
会
的
立
場
を
全
く
異
に
す
る
二
人
が
鮨
屋
へ
赴
く
の

は
、
共
に
「
通
」
へ
の
関
心
に
導
か
れ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。」
と
指
摘
し

て
い
る
。

10

紅
野
謙
介
氏
（
前
掲
注
４
参
照
）
が
い
う
Ａ
と
Ｂ
の
「
陋
巷
趣
味
」
は
、

こ
こ
に
関
連
す
る
。

11

秤
を
買
う
つ
も
り
で
外
出
し
た
の
だ
か
ら
こ
の
時
は
余
分
に
金
銭
を
準

備
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
が
、
屋
台
鮨
屋
に
食
べ
に
出
か

け
た
と
き
も
状
況
は
同
じ
は
ず
で
あ
る
。

12

Ａ
に
「
通
」
を
説
い
た
の
も
、「
屋
台
の
旨
い
と
云
ふ
鮨
屋
」（
三
）
を

教
え
た
の
も
Ｂ
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
過
言
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
現
在
の
も
の
と
安
易
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、『
荒
絹
』

（
大
正
十
年
二
月
、
春
陽
堂
）
に
収
録
さ
れ
る
際
に
削
除
さ
れ
た
が
、
初

出
で
は
、「
Ａ
は
笑
ひ
出
し
た
。」（
四
）
と
「
Ａ
は
其
時
小
僧
の
話
を
し

た
。」（
同
）
の
間
に
、「『
本
統
だ
』
／
『
そ
ん
な
ら
客
に
左
う
し
て
食
は

れ
る
鮨
屋
は
侮
辱
さ
れ
て
る
わ
け
だ
ね
』
／
『
左
う
云
ふ
わ
け
に
な
る
が
、

今
は
習
慣
に
な
つ
て
居
る
か
ら
、
オ
リ
ヂ
ナ
ル
の
意
味
は
な
く
な
つ
て
居

る
の
さ
』」
と
い
う
二
人
の
会
話
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
。

13

こ
こ
で
の
「
合
理
化
」
と
は
、
心
理
学
で
い
う
心
的
規
制
（
防
衛
規

制
）
の
一
つ
で
あ
る
。『
心
理
学
事
典
』（
平
成
十
一
年
一
月
、
中
島
義
明

他
、
有
斐
閣
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

葛
藤
や
罪
悪
感
を
伴
う
言
動
を
正
当
化
す
る
た
め
に
社
会
的
に
承

認
さ
れ
そ
う
な
理
由
づ
け
を
行
う
試
み
。
精
神
分
析
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
た
心
的
規
制
の
一
つ
で
あ
る
。
合
理
化
が
成
功
す
る
と
不

安
や
葛
藤
は
解
消
さ
れ
、
言
動
の
真
の
意
味
は
意
識
化
さ
れ
な
い
と

い
う
。
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14

亀
井
雅
司
「
志
賀
直
哉
の
短
編
―
そ
の
構
想
―
」（
昭
和
四
十
六
年

四
月
『
国
語
国
文
』）

15

森
下
辰
衛
「「
小
僧
の
神
様
」
論
」（
平
成
三
年
十
二
月
『
近
代
文
学
論

集
』
第
十
七
号
）

16

栗
林
秀
雄
「
志
賀
直
哉
論
ノ
ー
ト
（
二
）
―
「
范
の
犯
罪
」
と
「
小
僧

の
神
様
」
の
試
み
―
」（
平
成
八
年
二
月
『
日
本
文
学
研
究
』
第
三
十
五

号
）
に
も
、「
こ
の
作
品
の
題
名
の
助
詞
の
「
の
」
は
、〈
同
格
を
示
す
〉

「
の
」
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、〈
小
僧
イ
コ
ー
ル
神
様
〉

と
読
解
し
、
則
ち
、「
小
僧
に
と
っ
て
の
神
様
」、「
小
僧
の
抱
い
た
神
様
」

で
は
な
く
、「
Ａ
」
に
と
っ
て
小
僧
は
、
自
己
を
照
ら
し
映
し
出
す
鏡
の

如
き
神
様
と
し
て
存
在
し
続
け
る
の
で
あ
る
。」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、

栗
林
氏
は
「
志
賀
文
学
に
は
、
助
詞
の
「
の
」
を
題
名
に
し
た
作
品
が
多

数
あ
」
り
、
そ
の
「
解
釈
の
仕
方
に
問
題
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
作
品

が
い
く
つ
か
あ
る
」
と
述
べ
た
上
で
考
察
を
進
め
て
お
り
、
本
稿
と
の
プ

ロ
セ
ス
は
異
な
る
。

17

志
賀
直
哉
「
創
作
余
談
」（
昭
和
三
年
七
月
「
改
造
」、
同
年
同
月
『
現

代
日
本
文
学
全
集
　
志
賀
直
哉
集
』
改
造
社
）。「
小
僧
の
神
様
」
に
関
す

る
記
述
の
全
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
小
僧
の
神
様
」
屋
台
の
す
し
屋
に
小
僧
が
入
つ
て
来
て
一
度
持

つ
た
す
し
を
値
を
い
は
れ
又
置
い
て
出
て
行
く
、
こ
れ
だ
け
が
実
際

自
分
が
其
場
に
居
あ
は
せ
て
見
た
事
で
あ
る
。
此
短
篇
に
は
愛
着
を

持
つ
て
ゐ
る
。

18

前
掲
注
16
参
照
。

19

鶴
谷
憲
三
「『
小
僧
の
神
様
』
小
論
」（
昭
和
六
十
二
年
一
月
『
解
釈
と

鑑
賞
』）。
ま
た
、
引
用
の
後
に
は
、「
真
の
主
人
公
と
考
え
ら
れ
る
貴
族

院
議
員
Ａ
」
と
い
う
表
現
も
存
す
る
。

20

前
掲
注
６
参
照
。

21

下
岡
友
加
「
小
説
の
人
称
―
「
自
分
」・「
私
」・「
彼
」
の
あ
い
だ
―
」

（『
志
賀
直
哉
の
方
法
』、
平
成
十
九
年
二
月
、
笠
間
書
院
。
原
題
「
志
賀

直
哉
の
小
説
に
お
け
る
人
称
―
「
自
分
」・「
私
」・「
彼
」
の
あ
い
だ
―
」

〈
平
成
十
七
年
十
二
月
『
国
文
学
攷
』
第
188
号
〉）

22

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
詩
学
』（
和
泉
涼
一
・
神
郡
悦

子
訳
、
一
九
八
五
年
十
二
月
、
書
肆
風
の
薔
薇
）

23

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』（
花
輪
光
・

和
泉
涼
一
訳
、
一
九
八
五
年
九
月
、
書
肆
風
の
薔
薇
）

24

「
潜
在
的
一
人
称
小
説
」
と
は
、
金
子
明
雄
「
三
人
称
回
想
小
説
と
し

て
の
『
道
草
』」（『
漱
石
研
究
』
第
４
号
、
平
成
七
年
五
月
、
翰
林
書
房
）

に
お
け
る
、
漱
石
の
「
道
草
」
に
お
け
る
語
り
を
指
し
て
い
う
仮
説
で
あ

る
。「
道
草
」
は
漱
石
の
自
伝
的
小
説
と
い
う
側
面
を
持
ち
、
発
表
当
時

漱
石
は
自
然
主
義
に
歩
み
寄
っ
た
と
さ
え
評
さ
れ
た
。
自
然
主
義
文
学
に

お
け
る
告
白
性
、
あ
る
い
は
漱
石
文
学
の
自
我
の
問
題
の
影
響
を
指
摘
さ

れ
る
志
賀
文
学
に
も
、
金
子
氏
の
指
摘
は
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

25

田
中
実
「
消
え
た
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
」（
平
成
十
三
年
十
二
月
『
社
会

文
学
』
第
16
号
）

26

こ
の
点
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
読
む
こ
と
と
教
材
を
め
ぐ
っ
て
―
す
や
ま

た
け
し
「
素
顔
同
盟
」
を
例
と
し
て
―
」（
平
成
十
九
年
十
二
月
『
月
刊

国
語
教
育
』）
で
も
扱
っ
て
い
る
。

－ 30－



27

田
中
実
「
講
演

『
舞
姫
』
の
新
し
い
読
み
方
（
上
）
―
機
能
と
し

て
の
〈
語
り
〉
―
」（
平
成
十
九
年
一
月
『
C
外
』
80
号

28

田
中
実
「〈
原
文
〉
と
い
う
第
三
項

―
プ
レ
〈
本
文
〉
を
求
め
て
」

（
田
中
実
・
須
貝
千
里
『
文
学
の
力
×
教
材
の
力
　
理
論
編
』、
平
成
十
三

年
六
月
、
教
育
出
版
）

29

大
槻
和
夫
・
田
中
実
・
須
貝
千
里
「
小
説
の
〈
読
ま
れ
方
〉
に
対
す
る

〈
読
み
方
の
提
起
〉、〈
語
り
〉
の
問
題
」（
田
中
実
・
須
貝
千
里
『「
こ
れ
か

ら
の
文
学
教
育
」
の
ゆ
く
え
』、
平
成
十
七
年
七
月
、
右
文
書
院
）

30

田
中
実
・
須
貝
千
里
『
文
学
の
力
×
教
材
の
力
　
理
論
編
』（
前
掲
注

28
参
照
）
掲
載
の
「
巻
末
資
料
　
中
学
校
国
語
教
科
書
小
説
教
材
一
覧

表
」
に
よ
る
と
、
志
賀
作
品
の
教
科
書
採
録
状
況
は
次
の
通
り
で
あ
る

（
丸
数
字
は
掲
載
学
年
）。

○
「
小
僧
の
神
様
」

中
教
出
版
①

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
25
年
〜
同
28
年

三
省
堂
③

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
26
年
〜
同
30
年

中
央
書
籍
②

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
28
年
〜
同
32
年

二
葉
②

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
30
年
〜
同
36
年

秀
英
出
版
③

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
31
年
〜
同
36
年

大
日
本
図
書
③

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
37
年
〜
同
40
年

教
育
図
書
研
究
会
③

…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
37
年
〜
同
43
年

○
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」（
最
新
）

日
本
書
籍
②

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
44
年
〜
同
52
年

○
「
正
義
派
」（
最
新
）

東
京
書
籍
②

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
53
年
〜
同
55
年

○
「
宿
か
り
の
死
」（
最
新
）

三
省
堂
②

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
56
年
〜
同
58
年

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
小
僧
の
神
様
」
あ
る
い
は
志
賀
作
品
の
採
録
は
近

年
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
最
も
新
し
い
も
の
で
も
、「
宿
か
り
の
死
」

の
、
昭
和
五
十
六
年
か
ら
五
十
八
年
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
実
態
が
志
賀
作

品
の
語
り
の
問
題
と
無
関
係
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
高
校
教
科
書
で
は
依
然
と
し
て
「
城
の
崎
に
て
」
の
人
気
が
根
強

い
が
、
こ
れ
は
心
境
小
説
と
い
う
扱
い
で
の
採
録
で
あ
り
、
語
り
を
捉
え

る
た
め
の
教
材
で
は
な
い
。

附
記
「
小
僧
の
神
様
」
の
引
用
は
、『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
三
巻
（
平
成
十
一

年
二
月
、
岩
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
本
稿
は
、
第
四
十
八
回
広
島
大

学
教
育
学
部
国
語
教
育
会
（
平
成
十
九
年
八
月
十
一
日
、
広
島
大
学
）
で
の

発
表
を
基
に
、
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
貴
重
な
ご
意
見
を
賜

っ
た
諸
氏
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。（

近
畿
大
学
附
属
福
山
高
等
学
校
・
中
学
校
）

－ 31－


