
芥
川
龍
之
介
の
童
話
観
形
成
に
お
け
る
〝
主
体
〟
の
問
題

原

田

光

三

郎

一

は
じ
め
に

芥
川
の
童
話
は
従
来
、
「
小
説
家
と
し
て
の
理
論
に
よ
る
武
装
か
ら
の
自
由
」

を
手
に
入
れ
た
彼
が
、
年
少
者
に
向
け
て
、
い
く
ぶ
ん
の
教
訓
性
（
エ
ゴ
イ
ズ

*1ム
の
戒
め
な
ど
）
と
と
も
に
「
愛
情
」

や
「
思
い
や
り
」

を
こ
め
て
紡
い
だ

*2

*3

テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
評
価
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
積
極
的
な
（
？
）
評
価
は
、

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
も
な
お
、
「
彼
の
童
話
に
は
、
そ
の
小
説
に
見
ら
れ
な

い
明
る
さ
と
素
直
さ
が
あ
る
」

と
評
す
る
関
口
氏
な
ど
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ

*4

て
い
る
一
方
で
、
八
〇
年
代
頃
か
ら
、
特
に
「
蜘
蛛
の
糸
」
、
「
杜
子
春
」
な
ど

の
作
品
論
に
お
い
て
、
単
な
る
教
訓
譚
と
し
て
は
読
了
で
き
な
い
「
違
和
感
」

が
表
明
さ
れ
、
従
来
の
読
み
を
逆
転
さ
せ
る
よ
う
な
試
み
が
提
出
さ
れ
は
じ
め

る
。
二
〇
一
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
武
藤
清
吾
『
芥
川
龍
之
介
の
童
話
』

は
、
そ

*5

う
し
た
流
れ
の
先
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

氏
に
よ
れ
ば
、
芥
川
の
童
話
に
は
共
通
し
て
「
神
秘
的
な
内
容
」
が
含
ま
れ
て

お
り
、
芥
川
が
何
よ
り
大
切
に
し
た
の
は
、
「
不
可
解
な
現
実
を
う
ま
く
了
解
で

き
な
い
で
い
る
自
己
と
は
何
か
と
い
う
問
い
」
で
あ
り
、
「
そ
の
問
い
が
読
者
に

違
和
感
な
く
理
解
さ
れ
る
た
め
に
」
、
一
見
教
訓
的
な
わ
か
り
や
す
い
テ
ー
マ
を

取
り
入
れ
た
り
、「
彼
が
幼
少
期
か
ら
関
心
を
持
ち
続
け
た
数
々
の
怪
異
や
神
秘
、

創
作
当
時
に
社
会
的
に
流
行
し
て
い
た
神
秘
現
象
を
と
り
入
れ
た
」
り
し
た
の
だ

と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
根
底
に
は
、
「
娑
婆
苦
の
為
に
呻
吟
」
す
る
人
々
へ
の

〝
共
感
〟
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。

一
見
ベ
タ
な
教
訓
譚
の
よ
う
に
見
え
て
、
そ
の
形
式
に
寄
り
添
い
き
れ
な
い
姿

を
見
と
る
こ
と
は
、
芥
川
童
話
の
読
み
を
刷
新
す
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
重
要
だ
。

け
れ
ど
も
、
「
娑
婆
苦
の
為
に
呻
吟
」
す
る
人
々
へ
の
〝
共
感
〟
と
は
、
お
そ
ら

く
〝
芥
川
〟
の
〝
童
話
〟
に
限
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
「
娑
婆
苦
」
が
芥

川
を
論
じ
る
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
芥
川
の

姿
を
〝
共
感
〟
の
一
語
で
も
っ
て
括
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

求
め
ら
れ
る
の
は
、
童
話
と
い
う
文
学
空
間
の
中
で
「
人
々
の
「
娑
婆
苦
の
為

に
呻
吟
」
す
る
す
が
た
を
見
つ
づ
け
た
ひ
と
り
の
作
家
が
、
神
秘
の
翼
を
つ
け
て
、

と
き
に
は
誇
ら
し
く
、
と
き
に
は
清
ら
か
に
飛
翔
を
続
け
た
」
（
武
藤
・
同
前
）

な
ど
と
言
祝
ぐ
こ
と
で
は
な
く
、
「
娑
婆
苦
」
の
「
呻
吟
」
も
含
め
、
さ
ま
ざ
ま

な
〝
他
者
〟
の
声
（
同
時
代
の
諸
言
説
）

に
芥
川
と
い
う
〝
主
体
〟
が
ど
の
よ

う
に
出
く
わ
し
、
ど
の
よ
う
な
対
峙
の
あ
り
様
（
内
包
・
戯
れ
・
回
避
・
拒
絶
…
）

を
示
し
た
の
か
、
歴
史
的
条
件
と
結
び
つ
い
た
地
平
で
微
視
的
に
再
考
す
る
こ
と

だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
課
題
は
、
〝
童
話
と
は
何
か
〟
を
め
ぐ
っ
て
入
り
乱
れ

る
諸
言
説
の
中
で
、
芥
川
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
く
の
か
を
析
出
し
て
い
く
こ
と

に
あ
る
。
以
下
は
、
芥
川
の
童
話
観
が
ど
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
ど

の
よ
う
な
〝
他
者
〟
と
出
く
わ
し
形
成
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
ど
の
よ
う
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な
〝
主
体
〟
の
あ
り
様
を
見
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
、

さ
さ
や
か
な
考
察
で
あ
る
。

二

鈴
木
三
重
吉
の
童
話
観

急
務
な
の
は
、
同
時
代
の
童
話
を
め
ぐ
る
言
説
を
確
か
め
る
こ
と
だ
が
、
そ
の

こ
と
は
、
大
正
期
児
童
文
学
の
特
質
が
「
お
と
ぎ
話
の
時
代
か
ら
童
話
の
時
代
へ

と
変
質
し
て
ゆ
く
過
程
」

に
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
明
治
期
の
思
潮
と
切

*6

り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
さ
し
あ
た
り
、
明
治
末
の
〝
お
伽

噺
〟
を
め
ぐ
る
言
説
を
見
わ
た
し
て
み
る
と
、
大
き
く
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら

れ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
一
方
は
、
児
童
の
教
育
の
手
段
と
し
て
み
な
す
も
の
、

も
う
一
方
は
、
倫
理
・
道
徳
的
側
面
よ
り
も
芸
術
的
側
面
を
重
視
し
、
児
童
の
無

邪
気
さ
や
美
的
感
情
を
養
う
た
め
の
読
物
と
み
な
す
も
の
で
あ
る

。
そ
う
し
た

*7

中
で
、
児
童
の
教
育
に
童
話
（
お
伽
噺
）
を
用
い
る
こ
と
の
有
害
性
も
唱
え
ら
れ

て
い
く
。
残
酷
な
描
写
や
悲
惨
な
結
末
な
ど
、
児
童
に
対
す
る
過
度
の
刺
激
を
避

け
る
べ
き
と
す
る
意
見
で
あ
る

。
*8

こ
う
し
た
明
治
末
頃
の
童
話
（
お
伽
噺
）
を
め
ぐ
る
言
説
を
う
け
、
新
た
な
童

話
観
を
提
唱
し
た
の
は
鈴
木
三
重
吉
で
あ
る
。
彼
を
主
宰
と
す
る
『
赤
い
鳥
』（
一

九
一
八
年
創
刊
）
の
巻
頭
に
は
、
次
の
よ
う
な
モ
ッ
ト
ー
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
赤
い
鳥
」
の
標
榜
語

モ

ツ

ト

ー

○
現
在
世
間
に
流
行
し
て
ゐ
る
子
供
の
読
物
の
最
も
多
く
は
、
そ
の
俗
悪

な
表
紙
が
多
面
的
に
象
徴
し
て
ゐ
る
如
く
、
種
々
の
意
味
に
於
て
、
い
か

に
も
下
劣
極
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
も
の
が
子
供
の
真
純
を
侵
害
し

つ
ゝ
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
単
に
思
考
す
る
だ
け
で
も
怖
ろ
し
い
。

○
西
洋
人
と
違
つ
て
、
わ
れ
〱
日
本
人
は
、
哀
れ
に
も
殆
未
だ
嘗
て
、
子

供
の
た
め
に
純
麗
な
読
み
物
を
授
け
る
、
真
の
芸
術
家
の
存
在
を
誇
り
得

た
例
が
な
い
。

○
「
赤
い
鳥
」
は
世
俗
的
な
下
卑
た
子
供
の
読
み
も
の
を
排
除
し
て
、
子

供
の
純
性
を
保
全
開
発
す
る
た
め
に
、
現
代
第
一
流
の
芸
術
家
の
真
摯
な

る
努
力
を
集
め
、
兼
て
、
若
き
子
供
の
た
め
の
創
作
家
の
出
現
を
迎
ふ
る
、

一
大
区
画
的
運
動
の
先
駆
で
あ
る
。

○
「
赤
い
鳥
」
は
、
只
単
に
、
話
材
の
純
清
を
誇
ら
ん
と
す
る
の
み
な
ら

ず
、
全
誌
面
の
表
現
そ
の
も
の
に
於
て
、
子
供
の
文
章
の
手
本
を
授
け
ん

と
す
る
。
（
後
略
）

子
供
を
〈
純
〉
な
る
も
の
と
し
て
ま
な
ざ
し
、
そ
の
〈
純
〉
性
を
「
保
全
開

発
」
す
る
の
が
童
話
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
が
よ
く
伝
わ
る
。
す
で
に
明
治
末
頃

に
は
、
お
伽
噺
を
児
童
の
無
邪
気
さ
や
美
的
感
情
を
養
成
す
る
ひ
と
つ
の
芸
術
と

し
て
捉
え
る
む
き
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
『
赤
い
鳥
』
の
運
動
は
ま
さ
に
そ
の
延

長
線
上
に
位
置
づ
く
。
三
重
吉
の
「
一
大
区
画
的
運
動
」
―
―
「
子
供
の
真
純
を

侵
害
」
す
る
「
世
俗
的
な
下
卑
た
」
読
み
物
を
排
除
し
、
「
現
代
第
一
流
の
芸
術

家
の
真
摯
な
る
努
力
を
集
め
」
て
、「
子
供
の
純
性
を
保
全
開
発
す
る
」
―
―
は
、

明
治
末
か
ら
の
、
童
話
に
芸
術
と
し
て
の
価
値
を
認
め
よ
う
と
す
る
議
論
、
ま
た
、

童
話
の
有
害
性
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
議
論
を
受
け
と
め
て
、
駆
動
し
て
い
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。

三

残
酷
性
の
〈
弁
護
〉

け
れ
ど
も
、
童
話
が
は
ら
む
残
酷
性
に
つ
い
て
の
〈
弁
護
〉
が
唱
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
も
ま
た
、
た
し
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
比
較
神
話
学
で
知
ら

れ
る
伝
承
文
学
研
究
者
・
高
木
敏
雄
の
『
童
話
の
研
究
』

に
見
ら
れ
る
。
高
木

*9
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は
、
他
の
童
話
論
が
も
っ
ぱ
ら
教
育
論
の
範
疇
で
語
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
き

わ
め
て
幅
広
い
（
昔
話
・
民
話
・
寓
話
・
神
話
・
伝
説
な
ど
も
含
め
た
）
考
察
を

加
え
て
い
る
の
だ
が
、
第
六
章
「
童
話
の
弁
護
」
に
お
い
て
、
童
話
の
残
酷
性
に

つ
い
て
触
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

か
れ
ら
［
稿
者
注
―
―
「
極
東
の
教
育
家
」
］
は
童
話
そ
の
も
の
の
な
に
も

の
た
る
や
を
理
解
せ
ず
に
、
民
間
童
話
を
非
難
す
る
。
桃
太
郎
が
鬼
が
島

を
征
伐
し
て
、
た
か
ら
を
と
っ
て
き
た
と
い
う
の
は
お
も
し
ろ
く
な
い
か

ら
、
お
み
や
げ
に
も
っ
て
き
た
、
と
あ
ら
た
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
か
、「
舌

切
雀
」
の
老
婆
が
ス
ズ
メ
の
舌
を
切
っ
た
と
い
う
の
は
あ
ま
り
残
忍
な
行

為
で
お
も
し
ろ
く
な
い
か
ら
、
老
婆
が
一
時
の
い
か
り
に
こ
こ
ろ
を
制
せ

ら
れ
て
、
お
も
わ
ず
ス
ズ
メ
の
舌
を
切
っ
た
と
い
う
よ
う
に
あ
ら
た
め
て
、

老
婆
に
個
人
性
を
付
与
し
た
ほ
う
が
い
い
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
い

っ
て
得
意
が
っ
て
い
る
。
／
こ
の
種
の
論
法
で
い
う
と
、
世
界
の
す
べ
て

の
童
話
は
児
童
に
た
い
し
て
有
害
で
あ
る
。
童
話
は
は
た
し
て
、
そ
れ
ほ

ど
厳
格
に
批
評
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
童
話
は
こ

れ
ら
の
人
士
の
非
難
に
た
い
し
て
、
は
た
し
て
弁
解
の
辞
を
も
た
ぬ
の
で

あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
高
木
は
、
ド
イ
ツ
の
教
育
家
が
「
昔
か
ら
民
間
に
も
の
が
た
ら
れ
て
い
る

童
話
を
そ
の
ま
ま
グ
リ
ム
の
集
の
な
か
か
ら
と
っ
て
」
い
る
こ
と
に
対
照
し
て
、

日
本
の
教
育
家
が
と
な
え
る
童
話
有
害
論
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
童

話
は
「
独
立
し
た
民
間
詩
」
、
「
高
等
文
芸
と
ひ
と
し
く
空
想
の
産
物
」
で
あ
り
、

「
こ
の
見
地
か
ら
研
究
し
て
み
る
と
、
童
話
は
以
上
の
非
難
に
た
い
し
て
十
分
に

弁
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
し
て
、
論
を
展
開
し
て
い
く
。
そ
の
際
の
ポ
イ

ン
ト
は
、「
童
話
に
あ
ら
わ
れ
た
る
神
怪
不
可
思
議
の
分
子
は
、
神
話
や
伝
説
や
、

他
の
文
学
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
に
比
し
て
い
ち
じ
る
し
く
詩
化
さ
れ
て
、
児

童
の
神
経
を
は
な
は
だ
し
く
刺
激
す
る
よ
う
な
お
そ
れ
が
す
く
な
い
」
も
の
で
あ

っ
て
、
詳
細
な
描
写
が
な
さ
れ
な
い
限
り
は
問
題
が
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

高
木
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

刺
激
と
挑
発
の
い
か
ん
は
、
物
語
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
る
事
実
そ
の
も
の
の

性
質
に
ば
か
り
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
事
実
の
描
写
の
方
法
に
よ
る
こ
と

を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
ま
母
が
ま
ま
子
を
虐
待
し
た
と
い
う
事
実
は
、
事

実
そ
れ
自
体
と
し
て
は
す
こ
し
も
有
害
な
影
響
を
あ
た
え
る
お
そ
れ
は
な
い
の

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
虐
待
の
描
写
が
あ
ま
り
に
深
刻
で
あ
る
の
は
、
よ

ろ
し
く
な
い
。
ま
た
事
実
そ
の
も
の
は
残
酷
な
性
質
を
お
び
て
い
て
も
、
そ
の

か
ん
た
ん
な
言
説
と
そ
の
詳
細
な
描
写
と
の
あ
い
だ
に
は
大
な
る
へ
だ
た
り
が

存
す
る
の
で
あ
る
。
／
童
話
「
か
ち
か
ち
山
」
の
タ
ヌ
キ
が
老
婆
を
殺
し
て
、

そ
の
肉
を
汁
に
こ
し
ら
え
て
老
夫
に
食
わ
せ
た
と
い
う
事
実
は
い
か
に
も
残
酷

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
ん
に
か
く
の
ご
と
き
こ
と
を
タ
ヌ
キ
が
あ
え
て

し
た
と
説
く
の
は
か
ん
た
ん
な
言
説
で
あ
っ
て
、
さ
し
て
有
害
な
影
響
を
あ
た

え
る
お
そ
れ
は
な
い
。
も
し
こ
れ
に
反
し
て
、
そ
の
事
実
を
詳
細
に
描
写
し
よ

う
も
の
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
た
い
へ
ん
で
あ
る
。
／
か
く
の
ご
と
く
、
言
説
と
描

写
と
の
あ
い
だ
に
大
な
る
相
違
の
存
す
る
こ
と
を
会
得
し
た
う
え
で
、
は
じ
め

て
悪
の
分
子
に
た
い
す
る
批
判
は
く
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
た
と
え
残
酷
な
描
写
で
あ
っ
て
も
「
現
実
界
に
お
い
て
じ
っ
さ
い
あ
り
う

べ
か
ら
ざ
る
性
質
の
も
の
」
と
児
童
に
判
断
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
描
写
は
有
害

な
も
の
に
な
ら
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
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四

説
話
と
し
て
の
童
話

童
話
が
は
ら
む
有
害
性
・
残
酷
性
を
〈
排
除
〉
し
よ
う
と
す
る
言
説
と
、
〈
弁

護
〉
し
よ
う
と
す
る
言
説
―
―
。
大
正
期
に
優
勢
と
な
っ
た
の
は
、
明
ら
か
に

前
者
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
む
ろ
ん
三
重
吉
の
存
在
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、

『
赤
い
鳥
』
運
動
の
理
念
と
芥
川
の
童
話
観
と
は
ズ
レ
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
『
赤
い
鳥
』
に
寄
せ
ら
れ
た
「
蜘
蛛
の
糸
」
（
一
九
一
八
・
七
・

一
）
、
「
魔
術
」
（
一
九
二
〇
・
一
・
一
）
、
「
ア
グ
ニ
の
神
」
（
一
九
二
一
・
一
・

一
、
二
・
一
）
で
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
戒
め
る
物
語
を
生
成
し
よ
う
と
す
る
中

で
、
〈
慾
〉
を
曝
く
側
の
暴
力
性
が
描
き
込
ま
れ
て
お
り
、
童
話
と
い
う
形
式
に

寄
り
添
い
き
れ
な
い
芥
川
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
姿
は
、
「
ト
ロ
ッ
コ
」

（
『
大
観
』
、
一
九
二
二
・
三
・
一
）
で
、
心
細
い
思
い
を
し
な
が
ら
も
最
後
は

母
親
の
胸
に
抱
き
す
く
め
ら
れ
て
終
わ
る
、
と
い
う
結
末
が
否
定
さ
れ
、「
塵
労
」

に
ま
み
れ
た
現
在
が
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
見
え
る
し
、
さ
ら
に
、
「
白
」
（
『
女

性
改
造
』
、
一
九
二
三
・
八
・
一
）
に
お
い
て
、
毛
色
が
変
わ
っ
た
自
分
の
飼
犬

を
そ
れ
と
見
抜
け
ず
残
酷
な
仕
打
ち
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
最
後
の
場
面
で
涙

を
流
し
た
り
威
張
っ
た
り
す
る
主
人
た
ち
と
白
の
ち
ぐ
は
ぐ
な
関
係
性
が
、
罪

か
ら
の
〈
救
済
〉
と
い
う
基
本
構
造
の
裏
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
う
か
が

え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
子
供
を
〈
純
〉
な
る
も
の
と
し
て
ま
な
ざ
し
、
そ
れ

を
侵
す
害
悪
を
排
除
し
た
〝
清
純
な
話
材
と
し
て
の
童
話
〟
観
を
、
芥
川
が
内

面
化
し
て
い
な
か
っ
た
（
あ
る
い
は
内
面
化
を
た
め
ら
っ
て
い
た
）
こ
と
を
意

味
す
る
。

で
は
い
っ
た
い
、
芥
川
は
童
話
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
芥
川
と
当
時
の
童
話
を
め
ぐ
る
言
説
と
の
交
錯
点
を
さ
ぐ
る
こ
と

は
き
わ
め
て
難
題
で
あ
る
が
、
さ
き
に
見
た
高
木
敏
雄
の
研
究
に
あ
っ
た
よ
う

に
、
当
時
童
話
を
、
昔
話
・
民
話
・
寓
話
・
神
話
・
伝
説
な
ど
も
含
め
た
も
の

と
し
て
、
つ
ま
り
、
郷
土
や
民
族
に
結
び
つ
い
た
〈
は
な
し
〉
と
し
て
捉
え
る

向
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
見
逃
せ
な
い
。
こ
う
し
た
志
向
か
ら
童
話
を
と
ら
え

る
高
木
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
童
話
集
で
「
グ
リ
ム
の
童
話
集
」
と
い
っ
た
ら
世
界
で
有
名

な
も
の
で
、
い
ま
の
日
本
で
も
だ
れ
ひ
と
り
と
し
て
知
ら
ぬ
も
の
は
な
い

く
ら
い
で
あ
る
。
グ
リ
ム
は
こ
の
童
話
集
の
表
題
と
し
て
、
「
キ
ン
デ
ル
・

ウ
ン
ト
・
ハ
ウ
ス
メ
ー
ル
ヒ
ェ
ン
」
と
い
う
長
い
名
前
を
え
ら
ん
だ
。
こ

れ
は
児
童
お
よ
び
家
庭
童
話
と
い
う
意
味
で
、
（
…
中
略
…
）
グ
リ
ム
が
た

ん
に
メ
ー
ル
ヒ
ェ
ン
と
い
わ
ず
に
、
児
童
と
家
庭
の
二
語
を
そ
れ
に
か
ぶ

せ
た
の
は
、
ふ
か
い
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
／
じ
ぶ
ん
は
、
グ
リ
ム

の
い
わ
ゆ
る
「
キ
ン
デ
ル
・
ウ
ン
ト
・
ハ
ウ
ス
・
メ
ー
ル
ヒ
ェ
ン
」
の
意

味
に
、
童
話
と
い
う
こ
と
ば
を
つ
か
っ
て
み
た
い
。
二
〇
世
紀
の
こ
ん
に

ち
に
お
い
て
は
、
か
く
つ
か
う
の
が
正
し
い
、
い
な
、
か
く
つ
か
う
の
が
、

童
話
と
い
う
語
の
唯
一
の
正
当
な
使
用
法
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
「
キ
ン
デ
ル
・
ウ
ン
ト
・
ハ
ウ
ス
・
メ
ー
ル
ヒ
ェ
ン
」
（K

inder-und

H
ausm

ärchen

）
＝
「
童
話
」
と
言
う
の
だ
か
ら
、
家
庭
の
な
か
で
読
ま
れ
る
児

童
の
た
め
の
話
が
童
話
だ
と
高
木
は
言
っ
て
い
る
、
と
単
純
に
と
ら
え
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
誤
読
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
「
グ
リ
ム
の
童
話

集
」
と
い
う
固
有
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
な
ぜ
こ
こ
で
「
グ
リ
ム
の
童

話
集
」
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
グ
リ
ム
・
メ

ル
ヘ
ン
が
ア
ン
デ
ル
セ
ン
な
ど
の
創
作
童
話
（K

unstm
ärchen

）
に
対
し
、
民
族

メ
ル
ヘ
ン
（V

olksm
ärchen

）
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
か
か
わ
る
。

現
在
の
グ
リ
ム
研
究
に
お
い
て
は
、
弟
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
に
よ
っ
て
文
体
的
脚

色
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
メ
ル
ヘ
ン
の
忠
実
な
再
現
を
目
指
す
厳
格
な

学
者
肌
の
人
物
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
兄
ヤ
ー
コ
プ
の
書
き
取
っ
た
メ
ル
ヘ
ン
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に
も
、
弟
と
同
様
に
異
型
の
結
合
や
変
更
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
な
お
、
野
口
芳
子
『
グ
リ
ム
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン

そ
の
夢
と
現
実
』
（
勁

草
書
房
、
一
九
九
四
・
八
・
三
〇
）
第
二
章
「
グ
リ
ム
と
ア
ル
ニ
ム
の
メ
ル
ヒ
ェ

ン
論
争
」
参
照
）
が
、
少
な
く
と
も
大
正
期
の
日
本
に
お
い
て
は
、
『
グ
リ
ム
童

話
』
は
「
民
間
の
口
碑
」
を
集
め
て
編
纂
し
た
も
の
で
、
「
一
言
一
句
無
駄
な
借

辞
を
用
ひ
な
い
」
、
「
何
等
の
個
性
的
色
彩
」
の
な
い
、
「
民
俗
学
の
先
駈
と
し
て

学
術
的
に
も
頗
る
重
要
な
文
献
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

。
『
グ
リ
ム
童
話
』

*10

が
、
純
粋
に
民
間
の
説
話
を
集
録
し
た
も
の
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
あ
わ
せ

て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
高
木
に
と
っ
て
の
〈
童
話
〉
と
は
、

け
っ
し
て
家
庭
の
中
で
読
ま
れ
る
児
童
の
た
め
の
話
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
民
間

の
〈
説
話
〉
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
た
も
の
と
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

五

芥
川
の
童
話
観
形
成
と
『
今
昔
物
語
集
』

芥
川
と
童
話
を
直
接
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
〈
説
話
〉
と
い
う
補
助
線
を

引
い
て
み
た
と
き
、
は
じ
め
て
芥
川
の
童
話
観
は
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
し
た
見
と
お
し
の
も
と
に
、
芥
川
の
こ
と
ば
を
見
わ
た
し
た
と
き
、
注
目
さ

れ
る
の
は
や
は
り
『
今
昔
物
語
集
』
（
以
下
、
『
今
昔
』
）
へ
の
言
及
で
あ
る
。
明

治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
『
今
昔
』
が
「
発
見
・
発
掘
」
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
、

と
り
わ
け
文
学
的
な
評
価
に
関
し
て
は
、
芥
川
の
「
今
昔
物
語
鑑
賞
」
（
『
日
本

文
学
講
座
』
新
潮
社
、
一
九
二
七
・
四
・
三
〇
）
の
言
葉
が
強
く
作
用
し
、
そ
の

後
も
珍
重
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
西
尾
光
一
氏
に
よ
る
「
今
昔
物
語
研
究

史
」(

『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
四
・
九
）
の
中
で
夙
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
な
お
、
私
た
ち
の
『
今
昔
』
イ
メ
ー
ジ
が
い
ま
な
お
芥
川
の
作
品
・
評
論

を
介
し
て
想
い
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
〝
説
話
〟
〝
説
話
文
学
〟
の
語
の

一
般
認
知
に
も
芥
川
が
一
役
買
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
明
治
三
十
三
、
四
年
を
期

に
、
昭
和
戦
前
期
に
い
た
る
な
か
で
『
今
昔
』
が
教
育
メ
デ
ィ
ア
か
ら
排
除
さ
れ

て
い
く
一
方
で
、
文
学
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
は
芥
川
の
『
今
昔
』
観
が
継
承
・
維

持
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
、
『
今
昔
』
に
と
っ
て
芥
川
が
は
た
し
た
メ
デ
ィ
ア

（
媒
体
・
媒
介
者
）
と
し
て
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
は
、
竹
村
信
治
「
今
昔
物
語

集
と
近
代
の
メ
デ
ィ
ア
」（
小
峰
和
明
編
『
今
昔
物
語
集
を
読
む
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
八
・
一
二
・
一
所
収
）
に
詳
し
い
）
。

芥
川
に
よ
る
『
今
昔
』
の
発
見
―
―
む
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
さ
き
に
み
た
高
木

敏
雄
の
研
究
と
も
無
縁
の
も
の
で
は
な
い
し
、
『
攷
証
今
昔
物
語
集
』
（
一
九
一

三
）
の
中
で
『
今
昔
』
を
〈
世
界
文
学
の
珍
宝
〉
と
し
た
芳
賀
矢
一
の
「
価
値
発

見
」
が
、
「
満
三
年
に
わ
た
る
ド
イ
ツ
留
学
の
間
に
、
ド
イ
ツ
文
献
学
を
学
び
、

ド
イ
ツ
浪
漫
派
や
グ
リ
ム
兄
弟
の
民
話
伝
説
研
究
の
業
績
に
接
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
」
（
西
尾
・
同
前
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
時

代
的
に
〈
説
話
〉
の
意
義
が
見
直
さ
れ
て
い
く
中
で
の
出
来
事
と
し
て
あ
る
。

少
年
時
代
か
ら
す
で
に
『
水
滸
伝
』
『
八
犬
伝
』
な
ど
の
伝
奇
的
な
読
み
も
の

に
親
し
み
、
ま
た
『
聊
斎
志
異
』
と
『
今
昔
』
の
影
響
関
係
ま
で
か
な
り
意
識
的

に
読
み
と
っ
て
い
た
芥
川
で
あ
る

。
そ
ん
な
彼
の
童
話
観
が
、
〈
説
話
〉
の
「
発

*11

見
・
発
掘
」
と
と
も
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
考
え
ら
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
芥
川
が
『
今
昔
』
と
い
う
〈
説
話
〉
に
一
体
な
に
を
見
出
し
た
の
か

の
確
認
を
通
じ
て
、
芥
川
の
童
話
（
お
伽
噺
）
観
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
。
以
下
、
「
今
昔
物
語
鑑
賞
」
の
中
か
ら
、
彼
の
言
葉
を
い
く
つ
か
引
い

て
み
よ
う
。

○
僕
は
前
の
話
［
稿
者
注
―
―
巻
十
二
‐
第
十
七
「
尼
所
被
盗
持
仏
自
然
奉

値
語
」
］
を
批
評
す
る
の
に
「
美
し
い
生
ま
々
々
し
さ
」
と
云
ふ
言
葉
を
使

つ
た
。
美
し
い
か
美
し
く
な
い
か
は
暫
く
問
は
ず
、
こ
の
「
生
ま
々
々
し
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さ
」
は
『
今
昔
物
語
』
の
芸
術
的
生
命
で
あ
る
と
言
つ
て
も
差
し
支
へ
な

い
。

○
か
ふ
云
ふ
作
者
の
写
生
的
筆
致
は
当
時
の
人
々
の
精
神
的
争
闘
も
や
は
り

鮮
か
に
描
き
出
し
て
ゐ
る
。
彼
等
も
や
は
り
僕
等
の
や
う
に
娑
婆
苦
の
為

に
呻
吟
し
た
。
『
源
氏
物
語
』
は
最
も
優
美
に
彼
等
の
苦
し
み
を
写
し
て
ゐ

る
。
そ
れ
か
ら
『
大
鏡
』
は
最
も
簡
古
に
彼
等
の
苦
し
み
を
写
し
て
ゐ
る
。

最
後
に
『
今
昔
物
語
』
は
最
も
野
蛮
に
、
―
―
或
は
殆
ど
残
酷
に
彼
等
の

苦
し
み
を
写
し
て
ゐ
る
。
僕
等
は
光
源
氏
の
一
生
に
も
悲
し
み
を
生
じ
ず

に
は
ゐ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
ま
し
て
兼
通
卿
の
一
生
に
は
も
の
凄
さ
を

感
じ
る
の
に
違
ひ
な
い
。
が
、
『
今
昔
物
語
』
の
中
の
話
―
―
「
参
河
守
大

江
定
基
出
家
語
」
（
本
朝
の
部
巻
九
。
［
稿
者
注
―
―
巻
十
九
‐
第
二
］
）
に

は
何
か
も
つ
と
切
迫
し
た
息
苦
し
さ
に
迫
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

○
『
今
昔
物
語
』
は
前
に
も
書
い
た
や
う
に
野
生
の
美
し
さ
に
充
ち
満
ち
て

ゐ
る
。
（
…
中
略
…
）
僕
は
『
今
昔
物
語
』
を
ひ
ろ
げ
る
度
に
当
時
の
人
々

の
泣
き
声
や
笑
ひ
声
の
立
昇
る
の
を
感
じ
た
。
の
み
な
ら
ず
彼
等
の
軽
蔑

や
憎
悪
の
（
例
へ
ば
武
士
に
対
す
る
公
卿
の
軽
蔑
の
）
そ
れ
等
の
声
の
中

に
交
つ
て
ゐ
る
の
を
感
じ
た
。

「
娑
婆
苦
の
為
に
呻
吟
し
た
」
「
当
時
の
人
々
の
精
神
的
争
闘
」
を
「
最
も
野
蛮

に
、
―
―
或
は
殆
ど
残
酷
に
」
写
し
出
し
、
「
軽
蔑
」
や
「
憎
悪
」
も
入
り
交
じ

る
「
泣
き
声
や
笑
ひ
声
」
が
立
昇
る
世
界
を
描
き
出
し
て
い
る
と
す
る
『
今
昔
』

評
。
こ
の
「
今
昔
物
語
鑑
賞
」
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
そ
れ
こ
そ
芥
川
を
介

し
て
わ
れ
わ
れ
に
よ
く
浸
透
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、「
生
ま
々
々
し
さ
」（
＝
「
『
今

昔
物
語
』
の
芸
術
的
生
命
」
）
だ
ろ
う

。
*12

興
味
深
い
の
は
、
芥
川
の
こ
う
し
た
『
今
昔
』
へ
の
価
値
付
け
が
、
明
治
末

か
ら
提
出
さ
れ
て
き
た
童
話
の
有
害
性
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
議
論
の
ア
ベ
コ
ベ

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
彼
等
が
害
悪
と
み
な
し
排
除
し
よ
う
と
し
た
要
素
は
、

「
今
昔
物
語
鑑
賞
」
に
お
い
て
は
「
生
ま
々
々
し
さ
」
、
あ
る
い
は
「
野
生
の
美

し
さ
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
、
文
学
性
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
芥
川
の
童
話
（
観
）
の
、
大
正
期
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
考
え
さ

せ
る
。
た
し
か
に
芥
川
童
話
の
出
発
は
、
三
重
吉
の
依
頼
に
応
え
て
の
も
の
で
は

あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
童
話
の
害
悪
を
排
除
し
子
供
の
純
性
を
「
保
全
開
発
」
し
よ

う
と
い
う
意
識
は
、
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
当
時
価
値
を
発
見
さ

れ
て
い
っ
た
〈
説
話
〉
と
同
じ
位
相
の
も
の
と
し
て
―
―
残
酷
性
を
含
む
様
々
な

「
娑
婆
苦
」
を
「
生
ま
々
々
し
」
く
写
し
出
す
も
の
と
し
て
―
―
、
芥
川
に
と
っ

て
の
童
話
（
観
）
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、
芥
川
の
〈
説
話
〉
（
こ
こ
で
は
『
今
昔
』
）
観
が
た
だ
ち
に
芥
川

の
童
話
観
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
蜘
蛛
の
糸
」
（
一
九
一
八
）

～
「
ア
グ
ニ
の
神
」
（
一
九
二
一
）
の
発
表
さ
れ
た
の
は
ほ
か
で
も
な
く
『
赤
い

鳥
』
に
お
い
て
の
こ
と
で
、
芥
川
が
三
重
吉
の
言
説
に
少
し
も
影
響
さ
れ
な
か
っ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
芥
川
の
童
話

は
倫
理
的
・
道
徳
的
な
請
求
を
ベ
タ
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
彼
は
い
つ
も

そ
こ
か
ら
身
を
翻
そ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
猿
蟹
合
戦
」
（
『
婦
人
公
論
』
一

九
二
三
・
三
・
一
）
や
「
桃
太
郎
」（
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
、
一
九
二
四
・
七
・
一
）

な
ど
は
、
ま
さ
に
〈
説
話
〉
を
話
材
と
し
な
が
ら
そ
れ
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
、
桃
太

郎
一
味
の
蛮
行
や
蟹
一
家
の
悲
惨
な
顛
末
を
「
生
ま
々
々
し
」
く
写
し
出
し
て
い

る
。
そ
れ
ら
を
勘
案
す
れ
ば
、
芥
川
の
童
話
観
が
、
残
酷
性
を
含
む
様
々
な
「
娑

婆
苦
」
を
「
生
ま
々
々
し
」
く
写
し
出
す
も
の
と
い
う
前
提
を
持
っ
て
い
た
と
し

て
も
、
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。

芥
川
の
童
話
は
、
三
重
吉
が
主
導
し
た
児
童
の
純
性
を
「
保
全
開
発
」
し
よ

う
と
す
る
運
動
の
磁
場
に
あ
り
な
が
ら
、
〈
説
話
〉
へ
の
関
心
の
高
ま
り
（
「
発

見
・
発
掘
」
）
に
導
か
れ
た
童
話
観
に
も
引
き
ず
ら
れ
て
、
な
ん
と
か
身
を
翻
そ
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う
―
―
「
娑
婆
苦
」
を
「
生
ま
々
々
し
」
く
写
し
出
そ
う
―
―
と
す
る
中
で
生
成

さ
れ
て
い
っ
た
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六

芥
川
と
「
野
性
」

そ
れ
に
つ
け
て
も
、
芥
川
が
『
今
昔
』
の
芸
術
的
生
命
を
、「
生
ま
々
々
し
さ
」

ば
か
り
で
な
く
「
野
性
」
に
も
見
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
気
が
か
り
だ
。
本
稿
の

論
旨
か
ら
は
逸
れ
る
が
、
お
わ
り
に
、
い
ま
す
こ
し
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。

○
こ
の
生
ま
々
々
し
さ
は
、
本
朝
の
部
に
は
一
層
野
蛮
に
輝
い
て
ゐ
る
。
一
層

野
蛮
に
？
―
―
僕
は
や
っ
と
『
今
昔
物
語
』
の
本
来
の
面
目
を
発
見
し
た
。

『
今
昔
物
語
』
の
芸
術
的
生
命
は
生
ま
々
々
し
さ
だ
け
に
は
終
つ
て
ゐ
な
い
。

そ
れ
は
紅
毛
人
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、brutality

（
野
性
）
の
美
し
さ
で
あ

る
。
或
は
優
美
と
か
華
奢
と
か
に
は
最
も
縁
の
遠
い
美
し
さ
で
あ
る
。

右
は
、
「
三
獣
行
菩
薩
道
兎
焼
身
語
」
（
巻
五
‐
第
十
三
）
中
の
、
「
兎
は
励
の
心

を
発
し
て
…
…
耳
は
高
く
𤹪
せ
に
し
て
目
は
大
き
に
前
の
足
短
か
く
尻
の
穴
は
大

き
に
開
い
て
東
西
南
北
求
め
行
け
ど
も
更
に
求
め
得
た
る
物
无
し
。
」
と
い
う
一

節
を
引
き
な
が
ら
、
「
か
う
云
ふ
生
ま
々
々
し
さ
は
一
に
作
者
の
写
生
的
手
腕
に

負
う
て
ゐ
る
と
思
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
遠
い
昔
の
天
竺
の
兎
は
こ
の
生
ま
々
々

し
さ
の
あ
る
為
に
如
何
に
あ
り
あ
り
と
感
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
」
と
評
し
た
直
後

の
こ
と
ば
で
あ
る
。
老
人
（
帝
釈
天
）
を
救
う
べ
く
、
自
ら
火
に
焼
か
れ
身
を
差

し
だ
し
た
兎
の
話
題
を
引
い
た
の
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
「brutality

（
野
性
）
の

美
し
さ
」
―
―
。
「
今
昔
物
語
鑑
賞
」
が
芥
川
自
死
の
お
よ
そ
三
ヶ
月
前
に
書
か

れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
言
葉
は
、
自
ら
の
死
を
「
芸
術
」
的
な

も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
仕
向
け
る
「
イ
メ
ー
ジ
戦
略
」

の
一
環
と

*13

み
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
戦
略
云
々
で
な
く
、
晩
年
の
芥

川
が
「brutality

（
野
性
）
」
に
対
す
る
あ
る
種
の
憧
憬
を
抱
い
て
い
た
こ
と
も
、

事
実
で
あ
る
。

「
今
昔
物
語
鑑
賞
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
、
斎
藤
茂
吉
に
宛
て
ら
れ
た
書
簡
（
一
九

二
七
・
三
・
二
八
）
に
は
、
「
唯
今
の
小
生
に
欲
し
き
も
の
は
第
一
に
動
物
的
エ

ネ
ル
ギ
イ
、
第
二
に
動
物
的
エ
ネ
ル
ギ
イ
、
第
三
に
動
物
的
エ
ネ
ル
ギ
イ
の
み
」

と
あ
る
。
神
経
衰
弱
が
昂
じ
て
不
眠
症
に
陥
り
、
健
康
が
著
し
く
悪
化
す
る
な
か

で
執
筆
意
欲
も
減
退
、
く
わ
え
て
、
義
兄
・
西
川
豊
の
放
火
嫌
疑
、
鉄
道
自
殺
と

い
う
身
内
問
題
の
後
始
末
に
東
奔
西
走
す
る
と
い
う
事
態
に
も
見
舞
わ
れ
、
さ
ら

に
は
秀
し
げ
子
と
の
関
係

に
も
終
始
悩
ま
さ
れ
続
け
た
晩
年
の
芥
川
は
「
動
物

*14

的
エ
ネ
ル
ギ
イ
」
＝
「
生
活
力
」
を
失
っ
て
い
っ
た
（
「
所
謂
生
活
力
と
云
ふ
も

の
は
実
は
動
物
力
の
異
名
に
過
ぎ
な
い
。
僕
も
亦
人
間
獣
の
一
匹
で
あ
る
。
し
か

し
食
色
に
も
倦
い
た
所
を
見
る
と
、
次
第
に
動
物
力
を
失
つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
」

（
遺
稿
・
「
或
旧
友
へ
送
る
手
記
」
）
）
。
そ
の
よ
う
な
中
で
『
今
昔
』
に
見
出
さ

れ
て
い
っ
た
「brutality

（
野
性
）
」
は
、
こ
の
「
動
物
的
エ
ネ
ル
ギ
イ
」
と
無
縁

の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
つ
ま
り
、
晩
年
に
至
る
に
つ
れ
、
自
ら
に
失
わ
れ
つ
つ

あ
っ
た
「brutality

（
野
性
）
」
が
「
生
ま
々
々
し
」
く
写
し
出
さ
れ
て
い
る
の
を

『
今
昔
』
に
発
見
し
、
そ
の
世
界
を
「
美
し
い
」
も
の
と
し
て
憧
憬
し
て
い
た
の

だ
と
い
え
る
。

「
野
性
」
へ
の
憧
憬
は
、
遡
れ
ば
「
義
仲
論
」
（
府
立
三
中
『
学
友
会
雑
誌
』

（
一
五
）
、
一
九
一
〇
・
二
）
の
な
か
で
、
木
曽
義
仲
を
「
大
胆
」
「
性
急
」
で
、

「
曲
線
的
」
な
「
世
路
」
を
「
直
線
的
に
急
歩
」
し
た
「
野
性
の
児
」
と
評
価
し

て
い
る
こ
と
に
も
見
え
る
し
、
素
戔
嗚
尊
を
「
流
血
に
憧
れ
る
野
性
」
の
持
ち
主

と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
（
「
素
戔
嗚
尊
」
（
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
二
〇
・
三

・
三
〇
～
六
・
六
）
）
や
、
岩
見
重
太
郎
へ
の
評
（
「
歴
史
に
実
在
し
た
人
物
よ

り
も
よ
り
生
命
に
富
ん
だ
人
間
」
、
「
善
悪
の
観
念
を
却
下
に
蹂
躙
す
る
豪
傑
」
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な
ど
。
「
僻
見
」
・
「
二

岩
見
重
太
郎
」
（
『
女
性
改
造
』
一
九
二
四
・
四
）
）
か

ら
も
、
う
か
が
え
る
（
な
お
、
清
水
康
次
「
「
野
性
」
の
系
譜
―
芥
川
龍
之
介
一

面
―
」
（
『
国
語
国
文
』
一
九
八
九
・
二
）
参
照
）
。
ま
た
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
へ
の
言

及
（
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
言
ふ
奴
は
人
中
の
龍
か
何
か
兎
に
角
手
の
つ
け
ら
れ
ぬ
怪

物
だ
よ
。
」
一
九
二
五
・
五
・
一
、
南
部
修
太
郎
宛
書
簡
）
な
ど
も
そ
れ
に
数
え

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
「
野
性
」
へ
の
憧
憬
は
、
手
放
し
の
も
の
で
は
な
い
。
一

九
〇
三
年
刊
行
の
ア
メ
リ
カ
の
小
説
家
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ン
ド
ン
の
小
説
名
「T
he

C
all

of
the

W
ild

」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」

三
十
「
野
性
の
呼
び
声
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

僕
は
前
に
光
風
会
に
出
た
ゴ
オ
ガ
ン
［
稿
者
注
―
―P
aul

G
auguin

（1848

～1903

）
。
フ
ラ
ン
ス
の
後
期
印
象
派
の
画
家
。
］
の
「
タ
イ
チ
の
女
」（
？
）

を
見
た
時
、
何
か
僕
を
反
発
す
る
も
の
を
感
じ
た
。
装
飾
的
な
背
景
の
前
に

ど
つ
し
り
と
立
つ
て
ゐ
る
橙
色
の
女
は
視
覚
的
に
野
蛮
人
の
皮
膚
の
匂
を
放

、

、

、

、

つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
だ
け
で
も
多
少
辟
易
し
た
上
、
装
飾
的
な
背
景
と
調
和
し

な
い
こ
と
に
も
不
快
を
感
じ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
美
術
院
の
展
覧
会

に
出
た
二
枚
の
ル
ノ
ア
ル
は
い
づ
れ
も
こ
の
ゴ
オ
ガ
ン
に
勝
つ
て
ゐ
る
。
殊

に
小
さ
い
裸
女
の
画
な
ど
は
ど
の
位
シ
ヤ
ル
マ
ン
［
稿
者
注
―
―

charm
ant

（
仏
）
。
魅
力
的
。
］
に
出
来
上
が
つ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
。
（
傍
点
マ
マ
）

一
八
九
一
年
に
南
太
平
洋
（
ポ
リ
ネ
シ
ア
）
の
仏
領
タ
ヒ
チ
で
描
か
れ
た
、
ポ
ー

ル
・
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
『
タ
ヒ
チ
の
女
』
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
「
橙
色
の
女
」
を
「
野

蛮
人
」
と
い
い
、
「
何
か
僕
を
反
発
す
る
も
の
」
や
「
不
快
」
を
感
じ
た
こ
と
が

表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
（P

ierre-A
uguste

R
enoir

（1841

～

1919

）
。
フ
ラ
ン
ス
（
後
期
）
印
象
派
の
画
家
。
）
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、

そ
れ
を
「
シ
ヤ
ル
マ
ン
」
（
魅
力
的
）
と
評
し
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
に
勝
る
も
の
と
し

て
位
置
づ
け
て
い
る
。
が
、
こ
の
「
野
蛮
」
と
「
シ
ヤ
ル
マ
ン
」
の
対
比
は
、
続

く
ル
ノ
ワ
ー
ル
と
ゴ
ッ
ホ
と
の
対
比
で
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
く
。

僕
は
僕
と
同
時
代
に
生
ま
れ
た
、
あ
ら
ゆ
る
造
形
美
術
の
愛
好
者
の
や
う
に

ま
づ
あ
の
沈
痛
な
力
に
満
ち
た
ゴ
オ
グ
［
稿
者
注
―
―V

incent
van

G
ogh

（1853

～

90

）
。
ゴ
ッ
ホ
。
］
に
傾
倒
し
た
一
人
だ
つ
た
。
が
、
い
つ
か
優

美
を
極
め
た
ル
ノ
ア
ル
に
興
味
を
感
じ
出
し
た
。
そ
れ
は
或
は
僕
の
中
に
あ

る
都
会
人
の
仕
業
だ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
同
時
に
又
ル
ノ
ア
ル
を
軽
蔑
す

る
当
時
の
愛
好
者
の
傾
向
に
つ
む
じ
を
曲
げ
た
こ
と
も
な
い
訣
で
は
な
か
つ

、

、

、

た
。
け
れ
ど
も
十
年
あ
ま
り
た
つ
て
見
る
と
、
―
―
立
派
に
完
成
し
た
ル
ノ

ア
ル
は
未
だ
に
僕
を
打
た
な
い
訣
で
は
な
い
。
し
か
し
ゴ
オ
グ
の
糸
杉
や
太

陽
は
も
う
一
度
僕
を
誘
惑
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
橙
色
の
女
の
誘
惑
と
は

或
は
異
な
つ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
何
か
切
迫
し
た
も
の
に
言
は
ば

芸
術
的
食
慾
を
刺
激
さ
れ
る
の
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
何
か
僕
等
の
魂
の
底

か
ら
必
死
に
表
現
を
求
め
て
ゐ
る
も
の
に
。
―
―
（
傍
点
マ
マ
）

「
今
昔
物
語
鑑
賞
」
に
お
い
て
、
「
野
性
の
美
し
さ
」
が
「
優
美
と
か
華
奢
と
か

に
は
最
も
縁
の
遠
い
美
し
さ
」
と
さ
れ
、
「
参
河
守
大
江
定
基
出
家
語
」
（
巻
十

九
‐
第
二
）
が
「
何
か
も
つ
と
切
迫
し
た
息
苦
し
さ
に
迫
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ

る
。
」
と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
れ
ば
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
何
か

切
迫
し
た
も
の
」
が
す
な
わ
ち
「
野
性
」
の
こ
と
を
指
す
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ル
ノ
ワ
ー
ル
を
高
く
評
価
し
て
い
た
芥
川
が
、
ふ
た
た
び
「
野
性
」
（
「
何
か
切

迫
し
た
も
の
」
）
へ
の
憧
憬
（
「
誘
惑
」
）
を
感
じ
て
い
る
姿
を
確
か
め
ら
れ
る
わ

け
だ
が
、
続
く
三
十
一
「
西
洋
の
呼
び
声
」
を
あ
わ
せ
読
め
ば
、
そ
の
憧
憬
が
手

放
し
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
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ル
ド
ン
（O

dilon
R
edon

（1840

～

1916

）
。
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
。
）
の
『
若

き
仏
陀
』
に
「
西
洋
の
呼
び
声
」
を
感
じ
る
と
い
う
芥
川
は
、
「
こ
の
「
西
洋
」

の
底
に
根
を
張
つ
て
ゐ
る
も
の
は
い
つ
も
不
可
思
議
な
ギ
リ
シ
ア
で
あ
る
」
、
「
そ

れ
等
の
美
し
さ
は
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
の
美
し
さ
で
あ
る
。
或
は
飽
く
ま
で
も
官
能

的
な
、
―
―
言
は
ば
肉
感
的
な
美
し
さ
の
中
に
何
か
超
自
然
と
言
ふ
外
は
な
い
魅

力
を
含
ん
だ
美
し
さ
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
「
「
西
洋
」
の
底
に
根
を
張
つ

て
ゐ
る
」
ギ
リ
シ
ャ
の
「
不
可
思
議
な
」
「
官
能
的
な
」
「
肉
感
的
な
」
美
し
さ

＝
「
超
自
然
と
言
ふ
外
は
な
い
魅
力
」
と
は
、
「
今
昔
物
語
鑑
賞
」
で
く
り
か
え

し
「
超
自
然
的
存
在
」
に
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り
「
野
性
」
と
無
縁

の
も
の
で
は
な
い
。
芥
川
は
言
う
。

或
人
々
は
千
九
百
十
四
五
年
に
死
ん
だ
ド
イ
ツ
の
表
現
主
義
の
中
に
彼
等

の
西
洋
を
見
出
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
又
或
人
々
は
―
―
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
や

バ
ル
ザ
ツ
ク
の
中
に
彼
等
の
西
洋
を
見
出
し
て
ゐ
る
人
々
も
勿
論
多
い
こ
と

で
あ
ら
う
。
現
に
秦
豊
吉
氏
な
ど
は
ロ
コ
コ
時
代
の
芸
術
に
秦
氏
の
西
洋
を

見
出
し
て
ゐ
る
。
僕
は
か
う
云
ふ
種
々
の
西
洋
を
西
洋
で
は
な
い
と
言
ふ
の

で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
西
洋
の
か
げ
に
い
つ
も
目
を
醒
し
て
ゐ
る
一

羽
の
不
死
鳥
―
―
不
可
思
議
な
ギ
リ
シ
ア
を
恐
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
恐
れ

て
ゐ
る
？
―
―
或
は
恐
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も

妙
に
抵
抗
し
な
が
ら
、
や
は
り
じ
り
じ
り
と
引
き
寄
せ
ら
れ
る
動
物
的
磁
気

に
近
い
も
の
を
感
じ
な
い
訣
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
／
僕
は
若
し
目
を

つ
ぶ
れ
る
と
す
れ
ば
、
か
う
云
ふ
「
西
洋
の
呼
び
声
」
に
目
を
つ
ぶ
り
た
い

と
思
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
は
必
し
も
僕
の
自
由
に
は
な
ら

な
い
。
（
…
中
略
…
）
こ
の
「
西
洋
の
呼
び
声
」
も
や
は
り
「
野
性
の
呼
び

声
」
の
や
う
に
僕
を
ど
こ
か
へ
つ
れ
て
行
か
う
と
し
て
ゐ
る
。（
…
中
略
…
）

現
世
の
日
本
に
生
ま
れ
合
せ
た
僕
は
文
芸
的
に
も
僕
自
身
の
中
に
無
数
の
分

裂
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
も
或
は
僕
一
人
に
、
―
―
何
ご
と
に
も
影

響
を
受
け
易
い
僕
一
人
に
限
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
？

「
僕
を
ど
こ
か
へ
つ
れ
て
行
か
う
と
」
す
る
「
西
洋
の
呼
び
声
」
（
「
不
可
思
議

な
ギ
リ
シ
ア
」
）
を
恐
れ
て
い
る
の
か
恐
れ
て
い
な
い
の
か
、
自
分
で
も
分
か
ら

な
い
け
れ
ど
も
、
「
じ
り
じ
り
と
引
き
寄
せ
ら
れ
る
」
磁
気
を
感
じ
つ
つ
、
そ
れ

で
い
て
「
妙
に
抵
抗
」
す
る
芥
川
―
―
。
こ
こ
に
見
え
る
の
は
、
「
野
性
の
呼
び

声
」
や
「
西
洋
の
呼
び
声
」
に
魅
惑
さ
れ
つ
つ
、
そ
こ
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
こ

と
を
た
め
ら
い
、
〈
わ
た
し
〉
の
居
場
所
を
見
い
だ
せ
な
い
ま
ま
〈
宙
吊
り
〉
の

位
置
を
さ
ま
よ
う
〝
主
体
〟
の
あ
り
様
で
あ
る
。
「
自
身
の
中
に
無
数
の
分
裂
を

感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
は
、
「
呼
び
声
」
の
内
面
化
と
外
部
化
の
狭
間
で
、
そ

の
両
極
か
ら
引
き
裂
か
れ
て
い
く
感
覚
を
述
べ
た
も
の
だ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て

は
、
芥
川
の
童
話
観
と
し
て
、
「
娑
婆
苦
」
を
「
生
ま
々
々
し
」
く
写
し
出
そ
う

と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
と
述
べ
た
が
、
こ
う
し
て
「
野
性
」
に
対
し
「
妙
に
抵
抗
」

す
る
様
子
を
確
か
め
れ
ば
、
ど
う
や
ら
そ
こ
に
も
、
〝
主
体
〟
の
ゆ
ら
ぎ
が
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

児
童
の
純
性
を
保
全
し
よ
う
と
い
う
「
呼
び
声
」
、
「
生
ま
々
々
し
」
い
現
実

を
写
し
出
そ
う
と
い
う
「
呼
び
声
」
、
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
同

時
代
の
様
々
な
「
呼
び
声
」
…
…
。
こ
の
「
呼
び
声
」
を
ひ
と
つ
の
言
説
と
見
れ

ば
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
目
を
つ
ぶ
っ
て
も
「
自
由
に
は
な
ら
な
い
」

さ
ま
ざ
ま
な
「
声
」
に
か
こ
ま
れ
、
引
き
裂
か
れ
、
〈
わ
た
し
〉
の
無
根
拠
性
を

つ
き
つ
け
ら
れ
な
が
ら
〈
宙
吊
り
〉
を
生
き
た
テ
ク
ス
ト
空
間
―
―
そ
れ
が
、
芥

川
に
と
っ
て
の
童
話
で
あ
っ
た
。

注
三
好
行
雄
「
芥
川
龍
之
介
〈
お
伽
噺
の
世
界
で
〉
」
（
『
鴎
外
と
漱
石
』
力
富
書
房
、
一
九

*1
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八
三
・
五
）

滑
川
道
夫
「
芥
川
龍
之
介
の
児
童
文
学
」
（
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
九
五
八
・
八
）

*2
恩
田
逸
夫
「
芥
川
龍
之
介
の
年
少
文
学
」
（
『
明
治
大
正
文
学
研
究
』(

)

、
一
九
五
四
・

*3

14

一
〇
）

関
口
安
義
『
芥
川
龍
之
介
と
児
童
文
学
』
（
久
山
社
、
二
〇
〇
〇
・
一
・
三
一
）

*4
武
藤
清
吾
『
芥
川
龍
之
介
の
童
話
』
（
翰
林
書
房
、
二
〇
一
四
・
二
・
二
〇
）

*5
滑
川
道
夫
／
編
『
現
代
児
童
文
学
事
典
』
（
至
文
堂
、
一
九
六
三
・
三
・
三
〇
）

*6
た
と
え
ば
、
巖
谷
小
波
／
編
『
学
校
家
庭

教
訓
お
伽
噺

西
洋
之
部
』
（
博
文
館
・
一
九

*7
一
一
・
一
二
・
三
一
）
に
は
、
付
録
と
し
て
「
お
伽
噺
に
関
す
る
諸
名
家
の
意
見
」
が

掲
載
さ
れ
て
お
り
、
前
者
の
タ
イ
プ
と
し
て
「
お
伽
噺
は
非
常
に
幼
少
な
る
児
ど
も
の

教
育
に
は
裨
益
が
あ
る
（
…
中
略
…
）
寧
ろ
む
つ
か
し
い
教
場
で
の
修
身
の
講
話
に
勝

る
程
の
裨
益
が
あ
ら
う
」
（
学
習
院
女
学
部
長

下
田
歌
子
）
、
「
損
得
に
拘
わ
ら
ず
、
為

す
べ
き
は
為
し
、
為
す
べ
か
ら
ざ
る
は
為
さ
ぬ
と
云
ふ
、
武
士
道
的
道
徳
を
鼓
吹
す
る

お
伽
文
学
が
最
も
必
要
で
あ
る
と
思
ふ
。
」
（
貴
族
院
議
員

三
好
退
蔵
）
な
ど
、
後
者

の
タ
イ
プ
と
し
て
、「
お
伽
噺
が
本
来
の
目
的
と
す
る
所
は
、
極
め
て
無
邪
気
な
趣
味
を
、

小
児
の
頭
に
入
れ
る
事
で
あ
つ
て
、
お
伽
噺
は
決
し
て
倫
理
教
育
の
手
段
と
し
て
利
用

せ
ら
る
ゝ
が
如
き
者
で
は
無
い
と
考
へ
ま
す
」
（
伯
爵

原
義
光
）
、
「
大
抵
の
児
童
は
お

伽
噺
を
好
ん
で
読
む
も
の
で
あ
る
、
是
は
畢
竟
す
る
に
、
お
伽
噺
が
、
児
童
の
美
感
に

適
合
し
て
居
る
か
ら
、
読
ん
で
大
い
に
愉
快
を
覚
ゆ
る
た
め
で
あ
る
、
此
の
児
童
に
快

感
を
起
こ
さ
し
む
る
こ
と
は
、
軈
て
児
童
の
美
的
感
情
を
養
成
す
る
こ
と
に
な
る
、
だ

か
ら
お
伽
噺
の
本
領
は
美
に
あ
り
と
い
つ
て
差
支
え
は
な
い
の
で
あ
る
」
（
東
京
市
教
育

課
長

戸
野
周
二
郞
）
な
ど
が
見
え
る
。

た
と
え
ば
、
蘆
谷
重
常
『
教
育
的
応
用
を
主
と
し
た
る
童
話
の
研
究
』
（
勧
業
書
院
、
一

*8
九
一
三
・
四
・
五
）
第
三
章
「
教
育
上
よ
り
見
た
る
童
話
」
に
は
、
「
其
童
話
の
中
に
盛

ら
れ
た
る
思
想
が
教
育
的
に
有
害
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
」
、
「
其
材
料
が
教
育
的
に
有
害

な
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
、
例
へ
ば
或
は
惨
酷
或
は
野
卑
、
或
は
粗
暴
、
或
は
利
己

と
い
つ
た
様
な
悪
徳
を
子
供
に
教
ふ
る
や
う
な
傾
向
の
あ
る
材
料
を
用
ひ
た
も
の
は
不

適
当
で
あ
る
」
「
其
中
に
現
れ
た
情
緒
及
気
分
が
透
徹
し
た
美
し
い
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。
ま
た
教
育
上
有
害
な
る
、
例
え
ば
非
常
に
陰
鬱
な
と
か
、
或
は
悲
哀
な
と
か
、

さ
う
い
ふ
極
端
な
情
緒
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
」
な
ど
と
見
え
る
。

高
木
敏
雄
『
童
話
の
研
究

そ
の
比
較
と
分
析
』
（
一
九
一
六
、
婦
人
文
庫
刊
行
会
）
な

*9
お
、
引
用
は
太
平
出
版
社
版
（
一
九
七
七
・
五
・
一
〇
）
に
よ
る
。

二
瓶
一
次
『
童
話
の
研
究
』
（
戸
取
書
店
、
一
九
一
七
・
二
・
一
六
）
に
は
、
「
外
国
の

*10
童
話
で
グ
リ
ー
ム
の
童
話
程
我
国
人
に
消
化
さ
れ
、
味
は
れ
、
歓
迎
せ
ら
れ
た
も
の
は

あ
る
ま
い
。
グ
リ
ー
ム
の
童
話
は
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
童
話
と
共
に
実
に
世
界
的
童
話

で
あ
つ
た
。
（
…
中
略
…
）
「
グ
リ
ー
ム
」
の
童
話
、
か
う
は
謂
ふ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は

グ
リ
ー
ム
の
創
作
童
話
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
て
、
グ
リ
ー
ム
が
集
め
て
編
纂
し
た
童

話
ど
い
ふ
意
で
あ
る
。
い
ま
グ
リ
ー
ム
の
童
話
の
一
編
を
と
つ
て
視
る
に
そ
こ
に
何
等

の
個
性
的
色
彩
に
満
て
る
中
心
思
想
と
い
ふ
も
の
が
な
い
。
／
グ
リ
ー
ム
の
童
話
は
、

も
と
独
逸
の
口
碑
で
あ
つ
た
。
」
と
み
え
る
。
ま
た
、
金
田
鬼
一
／
訳
『
世
界
童
話
大
系

独
逸
編
』
（
世
界
童
話
大
系
刊
行
会
、
一
九
二
四
・
八
・
一
五
）
「
グ
リ
ム
童
話
集
解

題
」
に
は
、
「
グ
リ
ム
が
民
間
の
口
碑
伝
説
を
集
録
し
て
「
お
は
な
し
」
の
本
を
こ
し
ら

へ
る
に
当
つ
て
は
、
叙
述
の
曖
昧
な
点
は
之
れ
を
明
快
な
描
写
と
な
し
、
資
料
が
断
片

的
な
場
合
は
外
の
不
完
全
な
も
の
を
巧
み
に
案
配
し
て
無
縫
の
天
衣
を
織
出
し
た
の
で

は
あ
る
が
、
総
じ
て
提
出
さ
れ
た
材
料
に
は
、
そ
れ
が
純
独
逸
の
も
の
で
あ
る
限
り
は
、

些
の
手
加
減
も
加
へ
な
い
の
を
原
則
と
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
、
グ
リ

ム
兄
弟
の
や
う
に
、
独
逸
古
代
学
に
精
通
し
た
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
素
朴
な
筆
致

を
備
へ
て
而
も
一
言
一
句
無
駄
な
借
辞
を
用
ひ
な
い
名
文
家
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
殆

ど
手
の
つ
け
ら
れ
な
い
仕
事
な
の
だ
が
、
グ
リ
ム
は
よ
く
此
の
事
業
に
成
功
し
て
、
出

来
上
が
つ
た
も
の
は
、
一
方
で
は
人
間
の
伴
侶
と
し
て
世
界
に
於
け
る
最
も
面
白
い
本

の
一
つ
と
な
り
、
ま
た
同
時
に
民
俗
学
の
先
駈
と
し
て
学
術
的
に
も
頗
る
重
要
な
文
献

と
な
つ
た
。
」
と
い
う
訳
者
の
解
説
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
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「
文
芸
雑
話

饒
舌
」（
『
新
小
説
』
一
九
一
八
・
五
）
で
は
、『
聊
斎
志
異
』
と
『
今
昔
』

*11
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
「
聊
斎
は
た
し
か
乾
隆
の
中
葉
頃

に
出
来
た
も
の
だ
か
ら
、
今
昔
に
比
べ
る
と
余
程
新
し
い
。
所
が
今
昔
と
聊
斎
と
、
よ

く
似
た
話
が
両
方
に
出
て
ゐ
る
。
た
と
へ
ば
聊
斎
の
種
梨
の
話
は
大
体
の
段
ど
り
か
ら

云
つ
て
、
今
昔
の
本
朝
第
十
八
巻
に
あ
る
以
外
術
被
盗
食
瓜
語
と
云
ふ
話
と
更
に
変
り

が
な
い
。
梨
と
瓜
と
を
取
換
へ
れ
ば
、
殆
ど
全
く
同
じ
で
あ
る
。
か
う
云
ふ
の
は
日
本

の
話
が
支
那
へ
輸
入
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
／
が
、
こ
れ
な
ぞ
は
ど
う
も
話
の
質
が

支
那
じ
み
て
ゐ
る
。
す
る
と
こ
の
話
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
が
始
支
那
に
あ
つ
て
、
そ
れ
が

先
に
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
、
暇
が
あ
つ
た
ら
誰
か
考
証
し
て
見
る
の
も

面
白
か
ら
う
と
思
ふ
。
序
に
云
ふ
が
、
聊
斎
の
鳳
陽
士
人
と
云
ふ
話
も
、
今
昔
の
本
朝

第
二
十
一
巻
常
澄
安
永
於
不
破
関
夢
見
在
京
妻
語
と
云
ふ
話
と
よ
く
似
て
ゐ
る
。
」

た
だ
し
、
こ
う
し
た
晩
年
に
お
け
る
『
今
昔
』
へ
の
眼
差
し
は
、
初
期
の
そ
れ
と
は
異
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な
る
。
「
羅
生
門
」
や
「
鼻
」
と
い
っ
た
初
期
作
品
に
と
っ
て
の
『
今
昔
』
は
あ
く
ま
で

話
材
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
を
換
骨
奪
胎
す
る
か
た
ち
で
小
説
が
生
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
と
こ
ろ
が
晩
年
の
芥
川
は
、
『
今
昔
』
の
世
界
そ
れ
自

体
に
「
生
ま
々
々
し
さ
」
、
「bru

tality

（
野
性
）
」
と
い
っ
た
「
芸
術
的
生
命
」
を
認
め

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
芥
川
が
折
に
触
れ
て
『
今
昔
』
に
取
材
し
、
自
ら
と
の
つ
な

が
り
を
確
か
め
て
い
く
中
で
、
『
今
昔
』
観
が
刷
新
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

篠
崎
美
生
子
氏
は
、
自
殺
の
も
た
ら
す
効
果
に
つ
い
て
、
芥
川
が
「
或
る
程
度
戦
略
的
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で
あ
っ
た
」
と
し
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
は
、
「
恍
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
」
、
「
恍
惚
た

る
法
悦
の
輝
き
」
「
刹
那
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
複
数
の
小
説
に
連
鎖
さ
せ
、
芸
術

に
殉
じ
る
「
芥
川
」
を
演
出
し
よ
う
と
い
う
様
子
、
女
性
と
別
荘
で
縊
死
し
た
有
島
武

郎
の
存
在
を
ほ
の
め
か
し
て
自
分
の
死
を
よ
り
芸
術
的
・
形
而
上
学
的
に
受
け
取
ら
れ

る
よ
う
に
し
た
「
或
旧
友
へ
送
る
手
紙
」
、
脱
稿
日
が
平
松
麻
素
子
と
の
心
中
を
企
て
た

日
に
操
作
さ
れ
た
「
歯
車
」
等
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
（
「
「
芥
川
研
究
」
の
文

法
」
（
『
日
本
文
学
』49(11)

二
〇
〇
〇
・
一
一
）
）
。

小
穴
隆
一
に
宛
て
た
遺
書
の
書
き
出
し
に
は
、
「
僕
等
人
間
は
一
事
件
の
為
に
容
易
に
自
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殺
な
ど
す
る
も
の
で
は
な
い
。
僕
は
過
去
の
生
活
の
総
決
算
の
為
に
自
殺
す
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
中
で
も
大
事
件
だ
つ
た
の
は
僕
が
二
十
九
歳
の
時
に
秀
夫
人
と
罪
を

犯
し
た
こ
と
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
「
狂
人
の
娘
」
（
「
或
阿
呆
の
一
生
」
）
や
「
復

讐
の
神
」
（
「
歯
車
」
）
も
、
秀
し
げ
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

（
山
口
県
立
厚
狭
高
等
学
校
）
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