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を
分
岐
点
と
し
、
自
ら
の
選
択
の
結
果
苦
し
め
ら
れ
る
姿
を
描
い
た
物
語
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
K
A
D
O
K
A
W
A
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ
ト
の
作
品
紹

介
に
は

　

私
は
冴
え
な
い
大
学
3
回
生
。
バ
ラ
色
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
を
想
像

し
て
い
た
の
に
、
現
実
は
ほ
ど
遠
い
。
で
き
れ
ば
1
回
生
に
戻
っ
て
や
り

直
し
た
い
！　

4
つ
の
並
行
世
界
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、
お
か
し
く
も
ほ

ろ
苦
い
青
春
ス
ト
ー
リ
ー
。（

0
）

と
表
現
さ
れ
て
お
り
、「
私
」
の
大
学
一
回
生
の
頃
を
並
行
世
界
の
分
岐
点
と

見
做
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
解
釈
に
は
釈
然
と
し
な

い
点
が
複
数
存
在
す
る
。

第
一
話
「
四
畳
半
恋
ノ
邪
魔
者
」
は

　

時
計
台
の
周
辺
は
湧
き
上
が
る
希
望
に
頬
を
染
め
た
新
入
生
た
ち
と
、

そ
れ
を
餌
食
に
し
よ
う
と
手
ぐ
す
ね
ひ
い
て
い
る
サ
ー
ク
ル
の
勧
誘
員
た

ち
で
賑
わ
っ
て
い
た
。
幻
の
至
宝
と
言
わ
れ
る
「
薔
薇
色
の
キ
ャ
ン
パ
ス

ラ
イ
フ
」
へ
の
入
り
口
が
、
今
こ
こ
に
無
数
に
開
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
、
私
は
半
ば
朦
朧
と
し
な
が
ら
歩
い
て
い
た
。（

1
）

と
い
う
、
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
文
章
は

第
一
話
か
ら
第
四
話
ま
で
、
全
て
の
物
語
の
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
反
復
は
物
語
が
並
行
世
界
と
し
て
認
識
さ
れ
る
為
の
ギ
ミ
ッ
ク
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
著
者
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
て
こ
う
明
言
し

序
論

　

森
見
登
美
彦
は
一
九
七
九
年
奈
良
県
生
駒
市
で
生
ま
れ
た
日
本
の
小
説
家
で

あ
る
。
京
都
大
学
農
学
部
を
卒
業
し
、
同
大
学
院
修
士
課
程
を
修
了
し
て
お

り
、
多
く
の
作
品
が
京
都
を
舞
台
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
京
都
に
対
す
る
愛
着

が
強
い
こ
と
が
窺
え
る
。
彼
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
『
太
陽
の
塔
』
は
京
都
大

学
の
五
回
生
で
あ
る
「
私
」
を
主
人
公
と
す
る
、
所
謂
「
ダ
メ
な
大
学
生
」
を

主
人
公
と
す
る
作
品
シ
リ
ー
ズ
の
記
念
す
べ
き
初
作
品
と
も
言
え
る
。
そ
の

「
京
都
を
舞
台
に
し
た
」「
男
子
学
生
を
主
人
公
に
す
る
」「
怠
け
者
の
話
」
と

い
う
三
つ
の
共
通
点
を
持
つ
森
見
作
品
は
本
稿
で
主
に
扱
う 

『
四
畳
半
神
話
大

系
』
を
始
め
に
、『
夜
は
短
し
歩
け
よ
乙
女
』、『
四
畳
半
王
国
見
聞
録
』
等
々
、

数
多
く
執
筆
さ
れ
て
い
る
。『
四
畳
半
神
話
大
系
』
や
『
夜
は
短
し
歩
け
よ
乙

女
』
な
ど
の
作
品
は
湯
浅
政
明
監
督
に
よ
り
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ
る
な

ど
、
所
謂
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
文
化
へ
の
親
和
性
も
高
い
。

　

本
稿
は
そ
の
中
で
も
『
四
畳
半
神
話
大
系
』
に
焦
点
を
当
て
、
物
語
の
構
造

を
紐
解
き
、
作
中
で
登
場
す
る
モ
チ
ー
フ
を
分
析
し
物
語
の
時
間
軸
を
立
体
的

に
捉
え
る
こ
と
で
当
作
が
内
包
す
る
宗
教
性
を
見
出
し
、
新
し
い
解
釈
を
提
示

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
『
四
畳
半
神
話
大
系
』（
以
下
『
四
畳
半
』）
は
、
薔
薇
色
の
大
学
生
活
を
夢

見
て
い
た
京
都
大
学
四
回
生
で
あ
る
「
私
」
の
夢
と
現
実
の
乖
離
を
メ
イ
ン

テ
ー
マ
と
す
る
小
説
で
あ
る
。「
私
」
は
作
中
で
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
へ
の
憧

れ
や
、
そ
の
憧
れ
を
邪
魔
す
る
存
在
と
し
て
登
場
す
る
「
小
津
」
に
対
す
る
嫌

悪
感
を
表
す
な
ど
、
様
々
な
葛
藤
を
抱
い
て
い
る
。

　
『
四
畳
半
』
は
作
家
本
人
・
森
見
氏
を
含
め
多
く
の
人
に
よ
り
「
並
行
世
界

も
の
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
が
新
入
生
歓
迎
会
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不
明
点
１

　

一
つ
目
の
不
明
点
は
、
並
行
世
界
の
ギ
ミ
ッ
ク
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
文
章

の
中
で
見
ら
れ
る
相
違
点
で
あ
る
。
サ
ー
ク
ル
選
び
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
「
過

去
の
私
」
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
、
第
一
話
で
は

　

映
画
サ
ー
ク
ル
「
み
そ
ぎ
」、「
弟
子
求
ム
」
と
い
う
奇
想
天
外
な
ビ

ラ
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
サ
ー
ク
ル
「
ほ
ん
わ
か
」、
そ
し
て
秘
密
機
関
〈
福

猫
飯
店
〉
で
あ
る
。
各
々
胡
散
臭
さ
に
は
濃
淡
が
あ
る
も
の
の
、
ど
れ
も

が
道
の
大
学
生
活
へ
の
扉
で
あ
り
、
私
は
な
け
な
し
の
好
奇
心
で
い
っ
ぱ

い
に
な
っ
た
。（

4
）

と
記
さ
れ
て
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
話
以
降
の
文
章
で
は
「
な
け
な
し
の
」
が

削
除
さ
れ
て
い
る
。
サ
ー
ク
ル
選
び
が
分
岐
点
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
分
岐
以

前
の
出
来
事
に
対
す
る
描
写
に
相
違
が
あ
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
不
明
点
1
か
ら
本
作
が
新
入
生
歓
迎
会
を
分
岐
点
と
す
る
並
行
世
界
で
は

な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
た
め
、
本
作
を
い
わ
ゆ
る
ル
ー
プ
も
の
と
し
て
解

釈
す
る
べ
き
で
あ
る
と
仮
説
を
立
て
る
こ
と
と
す
る
。

　
不
明
点
２

　

二
つ
目
の
不
明
点
と
し
て
は
「
占
い
師
の
老
婆
の
登
場
シ
ー
ン
」
で
見
ら
れ

る
相
違
で
あ
る
。
第
一
話
と
第
三
話
、
第
四
話
で
は

　

こ
の
世
に
生
ま
れ
て
四
半
世
紀
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で

謙
虚
に
他
人
の
意
見
に
耳
を
貸
し
た
こ
と
な
ど
、
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
。

て
い
る
。

　

並
行
世
界
ネ
タ
と
く
っ
つ
け
て
、
四
畳
半
を
ず
っ
と
彷
徨
う
話
を
オ
チ

に
す
れ
ば
、
な
ん
と
か
な
り
そ
う
だ
な
、
と
。（

2
）

　

つ
ま
り
、
当
作
は
全
く
同
じ
生
い
立
ち
を
経
て
大
学
に
入
学
し
た
「
私
」
が

新
入
生
歓
迎
会
の
時
期
に
し
た
選
択
が
分
岐
点
と
な
る
並
行
世
界
の
小
説
と
し

て
、
著
者
に
は
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

て
著
者
は
ま
た

　

担
当
編
集
の
方
か
ら
「
も
う
ち
ょ
っ
と
書
か
な
い
と
、
誰
も
気
づ
か
な

い
よ
」
っ
て
話
を
さ
れ
て
。
そ
れ
で
、
も
う
少
し
続
け
て
み
よ
う
と
思
っ

た
と
き
に
、『
太
陽
の
塔
』
と
は
違
う
、
何
か
別
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る

も
の
を
入
れ
な
く
ち
ゃ
な
、
と
思
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。（

3
）

　

と
並
行
世
界
を
取
り
入
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
執
筆
途
中
で
並

行
世
界
の
概
念
を
取
り
入
れ
て
完
成
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
て
、
最
初
か
ら
並
行

世
界
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
は
い
。
並
行
世
界
を
取
り
入
れ
た

第
四
話
以
前
の
、
第
一
話
か
ら
第
三
話
ま
で
の
物
語
は
並
行
世
界
で
な
い
と
解

釈
し
て
差
し
支
え
な
い
は
ず
だ
。
ま
た
、
そ
の
結
果
と
し
て
第
四
話
に
て
登
場

す
る
並
行
世
界
の
概
念
だ
け
で
本
作
を
並
行
世
界
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
は
多

少
乱
暴
な
解
釈
で
あ
る
は
ず
だ
。
実
際
、
並
行
世
界
と
し
て
解
釈
す
る
に
は
釈

然
と
し
な
い
点
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
そ
の
不
明
点
の
中
で
取
り
上
げ
た
い

不
明
点
四
つ
を
以
下
で
解
説
す
る
。
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で
見
た
写
真
の
中
に
コ
ロ
ッ
セ
オ
が
映
っ
て
い
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
第
四

話
で
は
無
限
に
続
く
四
畳
半
で
彷
徨
っ
て
い
た
「
私
」
が
親
知
ら
ず
の
虫
歯
を

見
て
コ
ロ
ッ
セ
オ
に
似
て
い
る
と
考
え
る
シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
老
婆
の
助
言
に
は
少
し
奇
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
全
話
に
共
通
し

て
記
述
さ
れ
て
い
る

　
「
も
し
そ
の
好
機
を
逃
し
た
と
し
ま
し
て
も
ね
、
心
配
な
さ
る
必
要
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
よ
。
あ
な
た
は
立
派
な
方
だ
か
ら
、
き
っ
と
い
ず
れ
は
好

機
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
私
に
は
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
よ
。

焦
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
よ
。
」（

5
）

の
件
で
あ
る
。
こ
の
文
章
で
指
す
次
の
好
機
と
い
う
の
は
各
話
で
は
明
か
さ
れ

て
い
な
い
。
毎
話
が
独
立
し
た
並
行
世
界
で
あ
れ
ば
、
毎
話
で
次
の
好
機
が
示

さ
れ
て
い
な
い
と
辻
褄
が
合
わ
な
い
。
こ
の
四
つ
の
話
を
独
立
し
た
世
界
で
は

な
く
、
作
中
で
描
写
さ
れ
て
い
な
い
何
か
の
き
っ
か
け
に
よ
り
巻
き
戻
さ
れ
て

作
ら
れ
た
一
つ
の
長
い
物
語
と
し
て
解
釈
す
る
べ
き
だ
。
そ
の
解
釈
を
裏
付
け

す
る
記
述
を
4
つ
目
の
不
明
点
と
し
て
提
示
し
た
い
。

不
明
点
４

　

第
三
話
に
下
記
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
だ
っ
て
寂
し
い
ん
だ
も
の
。
そ
れ
に
夜
風
が
冷
た
い
の
」

「
こ
の
、
さ
び
し
が
り
や
さ
ん
」

「
き
ゃ
」

暇
つ
ぶ
し
に
、
猫
ラ
ー
メ
ン
の
屋
台
で
意
味
不
明
の
睦
言
を
交
わ
す
男
女

と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
第
二
話
の
描
写
で
は

　

こ
の
世
に
生
ま
れ
て
四
半
世
紀
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で

謙
虚
に
他
人
の
意
見
に
耳
を
貸
し
た
こ
と
な
ど
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
。

と
、「
、
」
が
一
つ
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
勿
論
、
誤
植
の
可
能

性
も
排
除
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
並
行
世
界
が
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
で
あ

る
と
す
る
な
ら
、
並
行
世
界
の
大
事
な
ギ
ミ
ッ
ク
と
し
て
機
能
す
る
こ
の
文
章

が
二
〇
〇
五
年
出
版
さ
れ
た
初
版
か
ら
二
〇
二
二
年
の
第
四
七
版
に
至
る
ま
で

修
正
さ
れ
て
い
な
い
点
に
は
違
和
感
を
感
じ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
不
明
点

1
と
同
様
、
並
行
世
界
で
は
な
い
と
い
う
説
で
解
決
で
き
る
た
め
、
本
作
を

ル
ー
プ
も
の
と
し
て
見
做
す
こ
と
と
す
る
。

　

不
明
点
３

　

三
つ
目
の
不
明
点
は
占
い
師
の
老
婆
の
セ
リ
フ
で
あ
る
。
占
い
師
の
老
婆
は

「
私
」
に
好
機
を
逃
す
べ
き
で
は
な
い
と
助
言
す
る
人
物
で
あ
り
、
作
中
で
繰

り
返
し
登
場
す
る
並
行
世
界
の
ギ
ミ
ッ
ク
で
あ
る
。「
私
」
に
好
機
の
印
が
コ

ロ
ッ
セ
オ
で
あ
る
と
伝
え
、
作
中
で
は
毎
話
コ
ロ
ッ
セ
オ
ま
た
は
そ
れ
を
思
わ

せ
る
物
が
登
場
す
る
。
コ
ロ
ッ
セ
オ
が
登
場
し
た
シ
ー
ン
で
「
私
」
が
い
つ
も

と
違
う
選
択
又
は
行
動
を
し
て
い
れ
ば
待
ち
望
ん
だ
薔
薇
色
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ

イ
フ
が
手
に
入
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

第
一
話
で
は
「
私
」
が
一
人
で
食
べ
て
い
た
カ
ス
テ
ラ
の
残
骸
が
カ
ス
テ
ラ

に
見
え
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
第
二
話
で
は
「
明
石
さ
ん
」
の
建
築
史
課
題

の
話
の
中
で
コ
ロ
ッ
セ
オ
が
登
場
す
る
。
第
三
話
で
は
「
羽
貫
さ
ん
」
の
自
宅
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第
一
章
　
物
語
の
構
造

　
「
図
1
」
は
内
村
和
至
氏
に
よ
る
「
空
間
的
比
喩
と
し
て
の
「
横
超
」」
の
図

式
で
あ
る
。『
四
畳
半
』
の
第
四
話
、「
八
十
日
間
四
畳
半
一
周
」
に
て
描
か
れ

た
「
無
限
に
続
く
四
畳
半
」
の
構
図
は
、
こ
の
図
で
解
説
さ
れ
て
い
る
横
超
と

類
似
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　

第
一
章
で
は
序
論
で
提
示
し
た
不
明
点
を
も
と
に
問
い
を
設
定
す
る
こ
と
を

目
標
と
す
る
。

を
模
倣
す
る
こ
と
に
も
、
や
が
て
虚
し
さ
を
感
じ
た
。
し
か
も
、
な
ん
だ

か
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
以
前
に
や
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
が
腹
立

た
し
い
。

「
お
い
、
俺
ら
、
前
に
も
こ
ん
な
こ
と
し
て
な
か
っ
た
か
」

「
し
て
る
わ
け
な
い
で
し
ょ
う
。
デ
ジ
ャ
ヴ
で
す
よ
デ
ジ
ャ
ヴ
」（

6
）

　

こ
の
記
述
の
中
で
不
明
な
点
は
、
詳
細
に
お
い
て
は
多
少
違
い
が
あ
る
も
の

の
、
小
津
の
言
葉
と
は
裏
腹
に
同
じ
件
が
作
中
で
数
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
件
を
「
私
」
が
「
前
に
も
こ
ん
な
こ
と
し
て
な
か
っ
た

か
」
と
薄
ら
と
記
憶
し
て
い
る
と
い
う
点
は
辻
褄
が
合
わ
な
い
。
独
立
し
て
い

る
並
行
世
界
に
て
起
き
た
事
件
を
、「
私
」
が
記
憶
し
て
い
る
訳
が
な
い
か
ら

で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
般
的
に
「
ル
ー
プ
も
の
」
と
称
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉

え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

上
記
の
四
つ
の
不
明
点
を
解
消
で
き
る
解
釈
と
し
て
、
本
校
で
は
『
四
畳

半
』
を
並
行
世
界
で
は
な
く
、「
ル
ー
プ
も
の
」
と
定
義
す
る
。
上
述
の
不
明

点
は
全
て
本
作
を
ル
ー
プ
も
の
と
見
做
す
こ
と
で
解
決
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
と
め
る
と
、『
四
畳
半
』
は
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
が
自
認
で
き
な
い
ル
ー

プ
を
幾
度
と
繰
り
返
し
、
第
四
話
に
て
ル
ー
プ
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
で
物
語
が

終
わ
る
典
型
的
な
「
ル
ー
プ
も
の
」
の
構
造
を
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

　

本
稿
で
は
こ
の
「
ル
ー
プ
も
の
と
し
て
の
『
四
畳
半
』」
を
他
の
ル
ー
プ
も

の
作
品
と
の
比
較
を
通
し
て
『
四
畳
半
』
が
持
つ
特
徴
を
見
出
す
こ
と
を
第
一

の
目
標
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
ル
ー
プ
か
ら
の
脱
却
が
意
味
す
る
も
の
を
仏
教

思
想
と
関
連
付
け
て
考
察
し
、
ル
ー
プ
も
の
と
輪
廻
、
そ
し
て
解
脱
に
関
す
る

物
語
と
し
て
の
『
四
畳
半
』
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
を
本
稿
の
最
終
目
標
と
す
る
。

図 1
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図
2
の
構
図
は
毎
話
が
独
立
し
た
世
界
と
し
て
存
在
す
る
と
仮
定
し
た
際
の

構
図
で
あ
る
。
新
歓
で
「
私
」
が
選
ぶ
サ
ー
ク
ル
に
よ
り
世
界
線
が
分
岐
し
、

そ
の
結
果
に
よ
り
異
な
る
結
末
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
著
者
本
人
が
言
及
し

た
「
並
行
世
界
」
は
恐
ら
く
図
2
の
構
図
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
構
図
で
は
序
論
に
て
提
示
し
た
不
明
点
が
解
消
さ
れ
な
い
。
従
っ

て
、
図
3
の
よ
う
な
「
ル
ー
プ
も
の
」
の
構
図
を
採
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
ル
ー
プ
の
構
造
を
図
1
の
よ
う
に
三
次
元
で
捉
え
て
み
た

い
。
六
道
輪
廻
を
生
死
の
大
海
で
は
な
く
四
畳
半
と
し
て
考
え
る
と
、
過
去
四

畳
半
か
ら
未
来
四
畳
半
は
作
中
で
描
写
さ
れ
る
「
四
畳
半
（
N
）」
を
意
味
す
る

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
話
で
の
「
私
」
は
元
々
い
た
四
畳
半
を
「
四

畳
半
（
0
）」
と
称
し
、
ド
ア
の
向
こ
う
に
あ
る
四
畳
半
を
「
四
畳
半
（
1
）」

と
、
窓
の
向
こ
う
の
四
畳
半
を
「
四
畳
半
（
-1
）」
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
四
畳

半
同
士
が
繋
が
っ
て
い
る
様
子
は
図
1
の
過
去
世
と
未
来
世
を
繋
ぐ
時
間
軸
の

上
に
立
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
四
畳
半
と
輪
廻
に
関
す
る
考

察
は
後
述
の
第
三
章
に
て
行
う
。

ル
ー
プ
も
の
作
品
と
の
比
較

　

前
述
の
通
り
『
四
畳
半
』
は
主
人
公
が
一
定
の
期
間
を
繰
り
返
し
経
験
す

る
、「
ル
ー
プ
も
の
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
べ
き
だ
。
し
か
し
、「
ル
ー
プ
も

の
」
に
も
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
存
在
す
る
。
ダ
グ
・
リ
ー
マ
ン
監
督
の
映

画
『
オ
ー
ル
・
ユ
ー
・
ニ
ー
ド
・
イ
ズ
・
キ
ル
（
二
〇
一
四
）』
の
様
に
一
定

の
ス
タ
ー
ト
地
点
に
何
回
も
戻
り
、
目
標
達
成
ま
で
に
そ
れ
を
繰
り
返
す
と
い

う
パ
タ
ー
ン
が
最
も
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
「
ル
ー
プ
も
の
」
で
あ
る
は
ず

だ
。
一
方
、
長
月
達
平
に
よ
る
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
『
R
e
：
ゼ
ロ
か
ら
始
ま
る
異

世
界
生
活
（
M
F
文
庫
、
二
〇
一
二
）』
の
様
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
に
次
々

並
行
世
界
な
の
か
、
ル
ー
プ
も
の
な
の
か

　

ま
ず
、
前
述
の
通
り
『
四
畳
半
』
は
「
並
行
世
界
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い

る
作
品
と
さ
れ
て
い
る
。
構
造
と
し
て
は
全
て
の
世
界
が
並
行
進
行
中
で
あ
る

も
の
と
著
者
も
明
言
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
本
稿
で
は
そ
の
解
釈
を
否
定
し
、
繰
り
返
さ
れ
る
「
私
」
の
大
学

生
活
を
「
輪
廻
」
と
し
て
捉
え
、
好
機
を
掴
む
こ
と
を
「
解
脱
」
と
捉
え
る
解

釈
を
提
示
し
た
い
。
つ
ま
り
、
主
人
公
の
「
私
」
は
何
回
も
同
じ
道
筋
を
辿
り

大
学
に
入
学
し
、
失
敗
し
、
ま
た
ス
タ
ー
ト
地
点
に
戻
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
図
式
で
表
す
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

図 2

図 3
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な
く
と
も
ル
ー
プ
し
た
者
当
事
者
以
外
の
登
場
人
物
は
気
づ
く
こ
と
が
出
来
な

い
構
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
義
す
る
。
そ
の
定
義
に
当
て
は
ま
る
作

品
と
の
比
較
を
通
じ
て
、『
四
畳
半
』
の
「
ル
ー
プ
も
の
」
の
中
で
の
立
ち
位

置
を
明
確
に
し
た
い
。

　

浅
羽
通
明
（
9
）
に
よ
る
と
、「
ル
ー
プ
も
の
」
は
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類

さ
れ
る
。「
主
人
公
が
ル
ー
プ
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
受
け
止
め
、
そ
の
苦
し
み
を

描
い
た
物
語
」、「
主
人
公
が
時
間
ル
ー
プ
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
受
け
止
め
、
そ
の

成
長
を
描
い
た
物
語
」、「
主
人
公
が
時
間
ル
ー
プ
を
特
定
の
問
題
、
シ
ン
グ

ル
・
イ
シ
ュ
ー
の
解
決
の
た
め
に
用
い
る
物
語
」、「
主
人
公
が
時
間
ル
ー
プ
を

の
も
の
を
楽
し
ん
で
肯
定
す
る
物
語
」
の
四
つ
の
類
型
で
あ
る
。

　
『
四
畳
半
』
は
一
つ
目
の
、「
主
人
公
が
時
間
ル
ー
プ
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
受
け

止
め
、
そ
の
苦
し
み
を
描
い
た
物
語
」、
若
し
く
は
三
つ
目
の
「
主
人
公
が

ル
ー
プ
を
特
定
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
用
い
る
物
語
」
に
分
類
さ
れ
る
は

ず
だ
。

　

ま
ず
「
私
」
が
ル
ー
プ
そ
の
も
の
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
て
い
る
点
は
確
か

で
あ
る
。「
私
」
は
無
限
に
続
く
四
畳
半
か
ら
脱
出
す
る
為
に
幾
度
と
挑
戦
す

る
が
失
敗
す
る
。
他
に
も
「
私
」
が
自
分
の
選
択
を
後
悔
し
新
入
生
歓
迎
会
で

違
う
選
択
を
し
て
い
れ
ば
薔
薇
色
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
を
謳
歌
で
き
た
か
も

知
れ
な
い
と
後
悔
し
て
い
る
点
か
ら
も
「
私
」
の
ル
ー
プ
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
視
線
を
窺
え
る
。

　

一
方
、「
私
」
が
問
題
解
決
の
た
め
に
ル
ー
プ
を
意
図
的
に
用
い
て
い
る
の

か
に
関
し
て
は
多
少
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
作
中
で
は
ル
ー
プ
の
ス
タ
ー
ト
地

点
も
終
着
点
も
登
場
し
て
お
ら
ず
、「
私
」
が
自
ら
ル
ー
プ
を
選
択
し
て
い
る

と
は
断
言
出
来
な
い
為
で
あ
る
。「
私
」
が
後
悔
の
余
り
自
ら
ル
ー
プ
を
選
ん

だ
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
作
中
で
描
写
さ
れ
て
い
な
い
以
上
断
言

と
セ
ー
ブ
地
点
が
登
場
す
る
タ
イ
プ
な
ど
も
あ
る
為
、『
四
畳
半
』
を
他
の

ル
ー
プ
も
の
作
品
と
比
較
す
る
前
に
『
四
畳
半
』
の
パ
タ
ー
ン
を
分
類
し
、
同

じ
パ
タ
ー
ン
の
作
品
と
比
較
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

最
初
に
本
稿
で
の
「
ル
ー
プ
も
の
」
の
定
義
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。
前

島
賢
（
7
）
は
「
ル
ー
プ
も
の
と
は
、
時
間
S
F
の
一
種
で
、
登
場
人
物
が
何

ら
か
の
原
因
に
よ
っ
て
、
同
じ
1
時
間
や
あ
る
時
点
か
ら
自
分
が
死
ぬ
ま
で
の

間
な
ど
、
特
定
の
時
間
を
繰
り
返
す
も
の
を
い
う
。
」
と
定
義
し
て
い
る
。
タ

イ
ム
マ
シ
ン
な
ど
を
用
い
た
「
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
も
の
」
と
の
主
な
違
い
と
し

て
大
森
望
は
乾
く
る
み
の
小
説
『
リ
ピ
ー
ト
』
の
解
説
の
中
で
こ
う
説
明
し
て

い
る
。ふ

つ
う
の
旅
行
と
も
う
ひ
と
つ
違
う
の
は
、
帰
り
の
旅
程
が
な
い
こ
と
。

過
去
へ
の
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
な
ら
、
通
常
は
な
ん
ら
か
の
手
段
で
現
在
に

戻
っ
て
く
る
が
、”リ
ピ
ー
ト
“
の
場
合
は
行
っ
た
き
り
。
従
っ
て
、
意

識
が
過
去
へ
飛
ん
だ
あ
と
の
（
つ
ま
り
十
月
三
十
日
以
降
の
）
自
分
の
肉

体
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
意
識
を
持
た
な
い

抜
け
殻
に
な
っ
て
死
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
入
れ
替
わ
り
に
一
月

十
三
日
時
点
の
意
識
が
入
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
と
も
あ
れ
、
出

発
時
の
時
間
線
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
お
か
げ
で
、
ど
ん
な
に
過
去
を

変
え
て
も
（
少
な
く
と
も
リ
ピ
ー
タ
ー
視
点
で
は
）
タ
イ
ム
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
は
発
生
し
な
い
。（

8
）

　

結
論
と
し
て
、
本
稿
で
の
「
ル
ー
プ
も
の
」
の
定
義
は
「
意
識
だ
け
が
過
去

に
戻
る
タ
イ
プ
の
物
語
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
ル
ー
プ
し
た
事
実
に
対
し
て
少
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る
「
四
畳
半
（N

（N
<1

））」
の
存
在
な
ど
は
作
中
で
明
か
さ
れ
て
い
な
い
為
確
証

は
な
い
が
、
第
一
話
以
前
か
ら
「
私
」
の
ル
ー
プ
は
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
と
解

釈
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
パ
タ
ー
ン
の
作
品
の
中
で
も
本
稿
で
は
前
述
の
通
り 

「
エ
ン
ド
レ
ス
エ

イ
ト
」
と
比
較
す
る
こ
と
と
す
る
。
ル
ー
プ
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
な

い
主
人
公
、
ル
ー
プ
を
重
ね
る
度
に
少
し
ず
つ
変
化
す
る
描
写
、
そ
の
中
で
登

場
人
物
が
感
じ
る
デ
ジ
ャ
ヴ
な
ど
、
数
多
く
の
類
似
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
同
一

パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
。
相
違
点
は
ル
ー
プ
に
気
づ
く
登
場
人

物
、
そ
し
て
ル
ー
プ
の
主
人
公
が
「
私
」
本
人
で
あ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。『
四
畳
半
』
の
作
中
で
ル
ー
プ
に
気
付
い
た
人
物
は
明
確
に
は
描
写
さ
れ

て
い
な
い
。
第
四
話
で
「
私
」
が
無
限
に
続
い
て
い
る
四
畳
半
に
気
づ
き
な
が

ら
も
、
そ
れ
が
ル
ー
プ
で
あ
る
こ
と
は
自
認
出
来
な
か
っ
た
。
一
方
、「
エ
ン

ド
レ
ス
エ
イ
ト
」
の
中
で
は
長
門
有
希
は
勿
論
、
キ
ョ
ン
ら
登
場
人
物
た
ち
も

ル
ー
プ
に
気
付
き
そ
の
解
決
へ
と
進
も
う
と
す
る
。

　

ま
た
、「
エ
ン
ド
レ
ス
エ
イ
ト
」
と
『
四
畳
半
』
で
は
ル
ー
プ
を
引
き
起
こ

す
人
物
に
も
違
い
が
あ
る
。「
エ
ン
ド
レ
ス
エ
イ
ト
」
に
て
ル
ー
プ
を
繰
り
返

す
ト
リ
ガ
ー
と
な
る
人
物
は
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
本
人
で
あ
る
。
自
ら
が
考
え
る

理
想
的
な
夏
休
み
を
謳
歌
し
た
い
と
い
う
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
願
望
が
ル
ー
プ
を
起

こ
し
て
い
る
。
一
方
、『
四
畳
半
』
に
て
ル
ー
プ
を
引
き
起
こ
す
人
物
は
明
確

に
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
作
中
で
時
間
が
巻
き
戻
さ
れ
る
描
写
な
ど
も
無
く
、

正
確
な
終
始
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　

但
し
「
私
」
が
新
歓
期
に
し
た
選
択
を
後
悔
し
、
そ
の
と
き
違
う
選
択
を
し

て
い
れ
ば
薔
薇
色
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
を
手
に
入
れ
ら
れ
た
か
も
知
れ
な

い
、
と
嘆
い
て
い
る
点
か
ら
ル
ー
プ
の
主
人
公
は
「
私
」
本
人
で
あ
る
と
推
測

は
で
き
な
い
。
ル
ー
プ
自
体
は
解
消
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
「
私
」
自
身
の
目
的

達
成
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
も
言
い
難
い
。
ル
ー
プ
は
「
私
」
の
意
思
と
は
関

係
な
く
起
き
て
い
る
も
の
と
捉
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
理
由
か
ら
『
四
畳
半
』
は
一
つ
目
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。

　

そ
れ
で
は
、
同
じ
タ
イ
プ
に
分
類
さ
れ
る
作
品
と
の
比
較
を
通
し
て
『
四
畳

半
』
だ
け
が
持
つ
特
徴
を
考
察
す
る
。
本
稿
で
は
お
よ
そ
同
時
代
に
日
本
で
出

版
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
シ
リ
ー
ズ
』
の
う
ち
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の

暴
走
』
に
収
録
さ
れ
た
短
編
、
所
謂
「
エ
ン
ド
レ
ス
エ
イ
ト
」
と
の
比
較
を

行
う
。

　

ま
ず
、『
四
畳
半
』
の
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
は
恐
ら
く
ル
ー
プ
そ
の
も
の

に
は
気
づ
い
て
い
な
い
も
の
の
、
薄
ら
と
ル
ー
プ
前
の
記
憶
を
保
持
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
序
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
私
」
は
第
三
話
で
（
9
）「
お

い
、
俺
ら
、
前
に
も
こ
ん
な
こ
と
し
て
な
か
っ
た
か
」
と
発
言
し
て
い
る
。
そ

の
言
葉
に
対
し
て
小
津
が
「
し
て
る
わ
け
な
い
で
し
ょ
、
こ
ん
な
阿
呆
な

こ
と
。
デ
ジ
ャ
ヴ
で
す
よ
デ
ジ
ャ
ヴ
」
と
答
え
た
点
か
ら
見
る
と
、
作
中
で

ル
ー
プ
前
の
記
憶
を
保
持
し
て
い
る
者
は
「
私
」
の
み
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。

　

こ
の
会
話
は
ま
た
『
四
畳
半
』
第
三
話
の
中
で
も
登
場
す
る
。
第
二
話
の
世

界
を
「
四
畳
半
（
1
）」
と
称
し
、
第
三
話
を
「
四
畳
半
（
2
）」
と
す
る
と
、
そ

の
二
つ
の
世
界
に
は
前
後
関
係
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
だ
。「
四
畳
半
（
1
）」
と

「
四
畳
半
（
2
）」
の
う
ち
ど
ち
ら
が
先
な
の
か
、
ま
た
、
そ
の
両
者
に
先
行
す
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こ
と
は
示
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
あ
の
無
限
に
続
く
四
畳
半
世
界
を
八
十
日
間
歩
い
て
み

た
印
象
か
ら
推
察
す
る
に
、
私
は
い
ず
れ
の
道
を
選
ん
で
も
対
し
て
代
わ

り
映
え
の
な
い
二
年
間
を
送
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

何
よ
り
、
恐
る
べ
き
想
像
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
道
を
選
ん
で
い
て
も

小
津
と
は
出
会
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
小
津
の
言
う
通
り
、
我
々
は

運
命
の
黒
い
糸
で
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

従
っ
て
、
私
は
過
去
の
自
分
を
抱
き
し
め
は
し
な
い
し
、
過
去
の
あ
や

ま
ち
を
肯
定
し
た
り
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
と
り
あ
え
ず
大
目
に
見
て
や

る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。（

10
）

　

こ
の
文
章
の
中
で
、「
私
」
は
過
去
の
選
択
を
後
悔
す
る
こ
と
を
辞
め
た
こ

と
、
そ
し
て
薔
薇
色
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
に
対
す
る
欲
望
に
対
し
て
も
諦
め

が
付
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
無
限
に
続
く
四
畳
半
か
ら
脱
出

し
、
下
鴨
幽
水
荘
の
四
畳
半
か
ら
元
田
中
の
六
畳
部
屋
へ
と
引
っ
越
し
た
時
が

ル
ー
プ
が
終
結
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
無
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
第
一
話
か
ら
第
三
話
ま
で
の
中
で
は
時
間
の
巻
き
戻
し
が

起
き
る
描
写
は
ど
こ
に
も
な
い
。
第
一
話
か
ら
第
三
話
は
共
通
的
に

「
僕
な
り
の
愛
で
す
わ
い
」

「
そ
ん
な
汚
い
も
ん
、
い
ら
ん
わ
い
」（

11
）

と
言
う
く
だ
り
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
に
時
間
を
巻
き
戻
す
能
力
が
あ

る
と
は
到
底
思
え
な
い
。
従
っ
て
、
ル
ー
プ
の
ト
リ
ガ
ー
と
な
る
き
っ
か
け
や

で
き
る
。

　

他
に
も
「
エ
ン
ド
レ
ス
エ
イ
ト
」
と
『
四
畳
半
』
の
間
に
は
相
違
点
が
多
数

存
在
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
の
相
違
点
の
中
で
も
下
記
の
三
つ
の
点
に
着
目

し
て
考
察
を
進
め
て
い
く
。
一
つ
目
の
点
は
「
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
期
間
の
長

さ
」、
二
つ
目
は
「
ル
ー
プ
の
主
体
」、
三
つ
目
は
「
ル
ー
プ
か
ら
の
脱
出
方

法
」
で
あ
る
。

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
期
間
の
長
さ

　
「
エ
ン
ド
レ
ス
エ
イ
ト
」
で
は
八
月
十
七
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
の
、
約
二

週
間
と
い
う
比
較
的
短
い
時
間
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
作
中
で
も
こ
の
ル
ー

プ
の
始
ま
り
と
終
わ
り
が
明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
ル
ー
プ
の
中
で
積
み

重
な
っ
た
既
視
感
が
ル
ー
プ
脱
出
で
肝
心
な
要
素
と
な
る
。
一
方
、『
四
畳
半
』

の
場
合
、
作
中
で
は
ル
ー
プ
の
ス
タ
ー
ト
地
点
も
終
点
も
明
記
さ
れ
て
い
な

い
。
新
歓
が
ス
タ
ー
ト
地
点
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
は
ず
だ
が
、
前
述

の
通
り
、
ル
ー
プ
の
ギ
ミ
ッ
ク
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
文
章
の
間
に
相
違

点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ス
タ
ー
ト
地
点
は
新
歓
以
前
で
あ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ

る
。
加
え
て
、
大
学
入
学
以
前
の
「
私
」
の
人
生
に
対
す
る
描
写
は
ほ
と
ん
ど

さ
れ
て
お
ら
ず
、
ス
タ
ー
ト
地
点
を
特
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
本
稿

で
は
そ
の
出
発
点
を
「
私
」
の
生
ま
れ
た
日
と
す
る
案
を
採
用
し
た
い
。

　

ル
ー
プ
の
終
わ
り
に
対
し
て
も
『
四
畳
半
』
は
不
分
明
な
点
が
多
い
。
毎
話

の
後
半
に
「
成
熟
し
た
恋
ほ
ど
語
る
に
値
し
な
い
も
の
は
な
い
」
と
い
う
文
章

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ル
ー
プ
は
作
中
で
は
終
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
が
読

み
取
れ
る
。
そ
れ
で
は
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
時
間
が
巻
き
戻
さ
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。

　

ま
ず
、
最
終
話
で
あ
る
第
四
話
で
「
私
」
が
ル
ー
プ
の
中
か
ら
脱
出
で
き
た
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イ
ト
」
の
方
が
異
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
浅
羽
（
12
）
に
よ
る
と
、

「
ル
ー
プ
も
の
」
は
基
本
的
に
主
人
公
が
ル
ー
プ
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
と
な
る

も
の
で
あ
る
。
ル
ー
プ
そ
の
も
の
に
対
し
て
気
付
い
て
い
な
い
ル
ー
プ
の
当
事

者
と
い
う
意
味
で
は
、
涼
宮
ハ
ル
ヒ
は
レ
ア
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
『
四
畳
半
』
は
他
の
ル
ー
プ
も
の
と
同
様
で
あ
り
、
特
筆
す

べ
き
特
徴
は
無
い
よ
う
に
見
え
る
。

ル
ー
プ
か
ら
の
脱
出
方
法

　

両
作
品
と
も
主
人
公
が
ル
ー
プ
か
ら
の
脱
出
に
成
功
す
る
こ
と
で
終
わ
り
を

迎
え
る
。「
エ
ン
ド
レ
ス
エ
イ
ト
」
は
S
O
S
団
全
員
で
夏
休
み
を
悔
い
の
な

い
よ
う
に
終
わ
ら
せ
た
い
と
い
う
願
望
か
ら
ル
ー
プ
が
生
ま
れ
た
た
め
、
ハ
ル

ヒ
の
願
望
を
叶
え
る
こ
と
が
ル
ー
プ
脱
出
の
鍵
と
な
っ
て
い
た
。
S
O
S
団

員
は
そ
の
た
め
に
盆
踊
り
や
天
体
観
測
、
肝
試
し
な
ど
様
々
な
計
画
を
模
索
す

る
。
そ
し
て
キ
ョ
ン
が
夏
休
み
の
宿
題
を
忘
れ
て
い
た
こ
と
に
気
付
き
、
一
緒

に
宿
題
を
す
る
こ
と
で
ル
ー
プ
か
ら
の
脱
出
に
成
功
す
る
。

　

一
方
、『
四
畳
半
』
の
ル
ー
プ
脱
出
法
は
少
し
難
し
い
。
無
限
に
続
く
四
畳

半
か
ら
脱
出
で
き
た
き
っ
か
け
は
「
コ
ロ
ッ
セ
オ
」
で
あ
っ
た
。
第
四
話
に
て

「
私
」
は
自
身
の
虫
歯
の
形
が
コ
ロ
ッ
セ
オ
に
似
て
い
る
と
考
え
、「
コ
ロ
ッ
セ
オ
」

と
呟
く
。
そ
の
瞬
間
四
畳
半
は
元
の
、
い
つ
も
通
り
の
世
界
に
戻
さ
れ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
凄
ま
じ
い
虫
歯
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
に
な
る
ま
で
我
慢

し
た
と
は
、
我
な
が
ら
呆
れ
た
も
の
だ
。
歯
の
上
部
が
ご
っ
そ
り
抉
ら
れ

た
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
内
部
断
面
が
見
え
る
の
は
科
学
模
型
の
よ
う
で

あ
る
。
じ
っ
く
り
と
見
て
い
る
と
、
も
は
や
そ
れ
は
親
不
知
に
す
ら
見
え

ず
、
あ
た
か
も
古
代
ロ
ー
マ
の
巨
大
建
築
の
ご
と
き
…
…
。

台
詞
な
ど
は
作
中
に
存
在
し
な
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
は
ず
だ
。
本
稿

で
は
そ
の
ル
ー
プ
の
終
着
点
を
「
私
」
の
最
期
で
あ
る
と
捉
え
た
い
。

　

結
論
と
し
て
、「
エ
ン
ド
レ
ス
エ
イ
ト
」
と
『
四
畳
半
』
は
繰
り
返
さ
れ
る

期
間
の
長
さ
に
大
き
く
相
違
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
エ
ン
ド
レ
ス
エ
イ

ト
」
は
あ
く
ま
で
も
十
五
日
間
の
夏
休
み
を
繰
り
返
し
て
い
る
反
面
、『
四
畳

半
』
は
「
私
」
の
人
生
そ
の
も
の
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
だ
。

ル
ー
プ
の
主
体

　
「
エ
ン
ド
レ
ス
エ
イ
ト
」
に
て
ル
ー
プ
を
生
み
出
し
て
い
る
存
在
は
明
確
に

示
さ
れ
て
い
る
。
涼
宮
ハ
ル
ヒ
に
よ
っ
て
、
自
ら
望
む
結
果
に
終
着
す
る
ま
で

に
、
何
回
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
主
人
公
で
あ
る
キ
ョ

ン
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
ル
ー
プ
に
巻
き
込
ま
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
結
果
的
に
は

キ
ョ
ン
の
行
動
に
よ
り
ル
ー
プ
が
終
結
す
る
こ
と
に
は
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
キ
ョ
ン
の
行
動
が
ル
ー
プ
を
止
め
る
き
っ
か
け
に
は
な
っ
た
も
の
の
、
直

接
的
に
ル
ー
プ
を
止
め
た
の
は
涼
宮
ハ
ル
ヒ
本
人
の
意
志
で
あ
る
。

　

一
方
、『
四
畳
半
』
に
て
ル
ー
プ
の
主
体
に
な
っ
て
い
る
人
物
は
「
私
」
以

外
に
は
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
前
述
の
通
り
時
間
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
事

実
に
気
付
け
た
人
物
は
「
私
」
一
人
で
あ
る
。
ま
た
、「
私
」
が
四
畳
半
か
ら

脱
出
す
る
こ
と
で
ル
ー
プ
が
止
ま
っ
た
と
言
う
点
も
考
慮
す
る
と
ル
ー
プ
の
主

体
は
「
私
」
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
。
ル
ー
プ
そ
の
も
の
の
全
貌
が
把
握
で
き

な
い
為
、
ル
ー
プ
を
引
き
起
こ
す
主
体
が
誰
な
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少

な
く
と
も
ル
ー
プ
は
「
私
」
を
中
心
に
起
き
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
は

ず
だ
。

　

こ
の
ル
ー
プ
の
主
体
と
な
る
人
物
に
関
し
て
は
、
恐
ら
く
「
エ
ン
ド
レ
ス
エ
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ン
は
『
四
畳
半
』
だ
け
が
持
つ
異
質
的
な
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
無
い
は

ず
だ
。
こ
の
特
徴
を
「
輪
廻
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
で
『
四
畳
半
』
を
新
し

く
読
み
解
く
こ
と
に
し
た
い
。「
輪
廻
」
と
解
脱
」
を
用
い
て
本
作
品
を
考
察

す
る
に
あ
た
り
、
次
章
で
は
末
法
思
想
や
親
鸞
の
横
超
概
念
を
用
い
る
こ
と
と

す
る
。

第
二
章
　
無
限
に
続
く
四
畳
半
と
末
法

　

四
畳
半
か
ら
の
脱
出
は
自
ら
の
行
動
や
意
思
と
は
関
係
な
く
起
き
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
現
象
は
作
中
で
描
写
さ
れ
て
い
な
い
第
三
者
の
力
に
よ
り
成
さ
れ

た
も
の
と
捉
え
る
必
要
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。『
四
畳
半
』
が
繰
り
返
さ
れ
て
い

る
「
私
」
の
人
生
を
題
材
と
す
る
作
品
だ
と
す
る
と
、
そ
の
輪
廻
か
ら
逃
れ
る

こ
と
は
解
脱
を
意
味
す
る
の
で
は
無
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
自
力
で
脱
出
す
る

た
め
に
様
々
な
手
段
を
用
い
た
も
の
の
、
そ
の
全
て
に
失
敗
し
、「
コ
ロ
ッ
セ

オ
」
と
唱
え
る
こ
と
で
脱
出
に
成
功
す
る
と
い
う
構
図
は
親
鸞
に
お
け
る
横
超

概
念
と
類
似
す
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
。「
私
」
は
四
畳
半
と
い
う
末
法
の

時
代
に
て
自
力
本
願
を
試
み
る
も
失
敗
し
、
コ
ロ
ッ
セ
オ
と
唱
え
る
こ
と
し
か

残
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
う
捉
え
る
と
、
無
限
に
続
く
四
畳
半
か

ら
脱
出
し
、
新
し
い
下
宿
へ
と
引
っ
越
し
た
こ
と
は
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
に
て

生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
で
「
私
」
は
ル
ー
プ
か
ら
脱
出
で
き
た
の
で
あ
る
だ
ろ

う
。
本
章
で
は
横
超
と
『
四
畳
半
』
の
関
連
性
を
も
と
に
、『
四
畳
半
』
を
仏

教
思
想
で
読
み
解
く
こ
と
を
目
指
す
。

　
「
樋
口
」
は
作
中
に
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
コ
ロ
ッ
セ
オ
」

私
は
呟
い
た
。

バ
ラ
バ
ラ
と
何
か
が
窓
へ
ぶ
つ
か
る
よ
う
な
音
が
し
た
。

次
の
瞬
間
、
半
開
き
に
な
っ
て
い
た
窓
の
隙
間
か
ら
、
も
ぞ
も
ぞ
と
蠢
く

黒
い
風
の
よ
う
な
も
の
が
、
こ
の
四
畳
半
へ
流
れ
込
ん
で
き
た
。（

13
）

　

こ
の
「
コ
ロ
ッ
セ
オ
」
は
作
中
で
毎
話
登
場
す
る
占
い
師
の
老
婆
か
ら
教

わ
っ
た
、
好
機
の
印
で
あ
る
。
好
機
が
到
来
し
た
と
き
、
そ
こ
に
は
コ
ロ
ッ
セ

オ
が
あ
る
筈
だ
と
「
私
」
は
教
わ
っ
た
。
し
か
し
、「
私
」
は
作
中
で
何
回
も

コ
ロ
ッ
セ
オ
を
目
撃
し
て
い
る
。
第
一
話
で
は
食
べ
か
け
の
カ
ス
テ
ラ
を
見
て

コ
ロ
ッ
セ
オ
を
連
想
し
、
コ
ロ
ッ
セ
オ
と
呟
い
て
い
る
。
第
二
話
で
は
明
石
さ

ん
の
レ
ポ
ー
ト
に
関
し
て
の
会
話
の
中
で
コ
ロ
ッ
セ
オ
が
登
場
す
る
。
第
三
話

で
は
羽
貫
さ
ん
の
自
宅
に
飾
っ
て
あ
っ
た
写
真
に
写
っ
た
コ
ロ
ッ
セ
オ
を
見
て

好
機
を
思
い
出
す
描
写
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、「
私
」
は
ル
ー
プ
か

ら
の
脱
出
に
成
功
し
て
い
な
い
。
第
四
話
の
終
盤
に
登
場
す
る
「
コ
ロ
ッ
セ

オ
」
と
そ
れ
以
前
の
「
コ
ロ
ッ
セ
オ
」
の
間
に
は
確
実
な
相
違
点
は
存
在
し
な

い
。
好
機
を
掴
む
べ
く
起
こ
し
た
行
動
も
特
に
描
写
さ
れ
て
い
な
い
為
、
そ
の

条
件
は
恐
ら
く
「
私
」
自
身
の
意
思
や
行
動
で
は
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

「
エ
ン
ド
レ
ス
エ
イ
ト
」
と
は
違
い
、
特
定
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
で
脱
出
で

き
る
類
の
ル
ー
プ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
『
四
畳
半
』
の
最
大
の
特
徴
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

浅
羽
に
よ
る
「
主
人
公
が
時
間
ル
ー
プ
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
受
け
止
め
、
そ
の

苦
し
み
を
描
い
た
物
語
」
と
い
う
分
類
に
て
多
く
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
「
未

来
喪
失
」
に
苦
し
む
主
人
公
の
描
写
と
い
う
点
で
は
『
四
畳
半
』
も
同
じ
で
あ

る
。
し
か
し
、
主
人
公
の
行
動
と
ル
ー
プ
脱
出
の
間
に
関
係
性
が
な
い
パ
タ
ー
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る
、
と
す
る
歴
史
観
。
狭
く
は
、
末
法
の
時
代
が
近
づ
き
つ
つ
あ
る
と
い

う
危
機
感
、
あ
る
い
は
す
で
に
末
法
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
痛
切
な

意
識
を
指
す
。（

15
）

と
定
義
し
て
い
る
。
正
し
い
教
え
も
修
行
も
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
自
ら
の
力
で

は
悟
り
を
開
く
こ
と
の
で
き
な
い
状
況
の
こ
と
を
指
す
。
小
谷
（
16
）
は

　

日
本
に
お
け
る
末
法
思
想
研
究
の
先
駆
者
と
目
さ
れ
る
硲
慈
弘
氏
は
、

末
法
思
想
を
「
時
代
苦
悩
と
し
て
の
末
法
到
来
の
思
想
」「
深
刻
き
わ
ま

る
末
法
時
機
観
」
と
し
て
捉
え
、
鎌
倉
時
代
の
新
仏
教
に
共
通
の
思
想
的

背
景
と
し
て
末
法
思
想
が
あ
る
と
す
る
の
が
「
定
論
」
で
あ
る
と
い
う
。

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
旧
仏
教
・
新
仏
教
を
問
わ
ず
末
法
思
想
は
仏
教
思

想
の
一
部
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
、
旧
仏
教
と
新
仏
教
に
お
け

る
末
法
の
捉
え
方
に
は
多
少
違
い
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
法
然
・

親
鸞
で
代
表
さ
れ
る
新
仏
教
は
自
己
の
愚
か
さ
に
対
す
る
反
省
自
覚
か
ら
由
来

す
る
も
の
で
あ
り
、
本
願
を
通
じ
て
来
世
で
の
解
脱
を
目
標
と
す
る
一
方
、
旧

仏
教
で
は
後
世
に
期
待
す
る
の
で
は
な
く
現
世
に
て
自
力
で
解
脱
す
る
こ
と
を

目
標
と
す
る
と
い
う
違
い
が
存
在
す
る
。
そ
の
中
で
注
目
し
た
い
の
は
新
仏
教

で
の
末
法
思
想
で
あ
る
。

　
『
四
畳
半
』
の
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
は
自
力
で
四
畳
半
か
ら
脱
出
す
る
こ

と
を
試
み
る
が
、
壁
を
壊
し
続
け
て
も
脱
出
で
き
ず
失
敗
し
て
し
ま
う
。
自
力

で
は
脱
出
に
至
れ
な
か
っ
た
点
か
ら
考
え
る
に
、
自
力
本
願
で
の
解
脱
は
不
可

能
で
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
は
ず
だ
。
他
力
に
よ
る
往
生
を
目
指

す
と
い
う
点
で
は
浄
土
思
想
と
の
関
連
性
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　
「
我
々
の
大
方
の
苦
悩
は
、
あ
り
得
べ
き
別
の
人
生
を
夢
想
す
る
こ
と

か
ら
始
ま
る
。
自
分
の
可
能
性
と
い
う
当
て
に
な
ら
な
い
も
の
に
望
み
を

託
す
こ
と
が
諸
悪
の
根
元
だ
。
今
こ
こ
に
あ
る
き
み
以
外
、
他
の
何
者
に

も
慣
れ
な
い
自
分
を
認
め
な
く
て
は
い
け
な
い
。
君
が
い
わ
ゆ
る
薔
薇
色

の
学
生
生
活
を
満
喫
で
き
る
わ
け
が
な
い
。
私
が
保
証
す
る
か
ら
ど
っ
し

り
か
ま
え
て
お
れ
」（

14
）

　

こ
の
台
詞
か
ら
窺
え
る
も
の
は
、
つ
ま
り
「
私
」
は
自
力
で
は
薔
薇
色
の

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
を
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
非
力
な
存
在
で
あ
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
仏
教
思
想
で
解
釈
す
る
と
な
れ
ば
、
浄
土
思
想
で
の

末
法
概
念
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
四
畳
半
か
ら
の
脱
出
方
法

が
自
ら
の
行
動
で
は
な
く
「
コ
ロ
ッ
セ
オ
」
と
唱
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
点
か
ら

す
る
と
、『
四
畳
半
』
は
念
仏
を
唱
え
、
他
力
本
願
で
の
往
生
を
目
指
す
浄
土

思
想
を
元
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
仮
説
を
立
て
ら
れ
る
。
本
章
で
は

そ
の
中
で
も
親
鸞
の
浄
土
思
想
、
そ
し
て
横
超
概
念
と
『
四
畳
半
』
の
関
係
性

に
つ
い
て
考
察
す
る
。

末
法
思
想

　

岩
波
哲
学
思
想
辞
典
で
は
末
法
思
想
を

　

釈
尊
が
説
い
た
正
し
い
教
え
が
世
で
行
わ
れ
、
修
行
し
て
悟
る
人
が
い

る
正
法
の
時
代
が
過
ぎ
る
と
、
教
え
が
行
わ
れ
て
も
外
見
が
修
行
者
に
似

て
い
る
だ
け
で
悟
る
人
が
い
な
い
象
法
の
時
代
と
な
り
、
さ
ら
に
、
人
も

世
も
最
悪
と
な
っ
て
正
法
が
ま
っ
た
く
行
わ
れ
な
い
末
法
の
時
代
が
来
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の
深
心
の
関
係
と
し
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
罪
業
の
深
さ

が
人
間
に
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
時
、
個
人
の
努
力
（
自

力
）
に
よ
っ
て
は
、
罪
業
に
よ
る
苦
か
ら
の
解
脱
が
適
わ
な
い
こ
と
が
領

解
さ
れ
る
（
機
の
深
心
）。
け
れ
ど
も
、
自
力
の
向
こ
う
で
あ
る
こ
と
が

領
解
さ
れ
る
時
、
経
に
自
力
の
敵
わ
な
い
末
法
濁
世
の
衆
生
に
こ
そ
弥
陀

の
救
済
が
口
説
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
納
得
さ
れ
る
（
法
の
深
心
）。

そ
の
こ
と
が
納
得
さ
れ
て
初
め
て
、
人
は
「
末
法
濁
世
の
克
服
」
に
向

か
っ
て
一
歩
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
の
み
人
は
末
法
の
世

を
生
き
る
気
力
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
親
鸞
の
到
達
し
た

革
新
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
我
の
愚
か
さ
を
知
り
、
自
力
で
の
解
脱
を
諦
め
、
経
を
唱
え

る
こ
と
が
唯
一
の
脱
出
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
親
鸞
は
ま
た
深
心
を
重
ん

じ
る
思
想
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
松
本
（
19
）
は

　
（
中
略
）
し
か
し
そ
の
身
と
は
、
ま
っ
た
く
の
自
己
放
棄
で
あ
り
、
絶

対
の
他
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
い
え

ば
、
人
間
は
絶
対
に
他
力
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
述
べ
て
い
る
。
自
己
を
完
全
に
捨
て
る
こ
と
は
往
生
の
大
前
提
で
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。『
四
畳
半
』
で
「
私
」
が
四
畳
半
を
彷
徨
っ
た
挙
句
放
心
状
態
と

な
っ
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
四
畳
半
か
ら
の
脱
出
は
末
法
の
世
で
自
力
を
諦
め
、
完

全
な
る
他
力
に
縋
り
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
よ
る
解
脱
に
頼
る
こ
と
を
意
味
す

　

他
力
本
願
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
頼
る
こ
と
で
往
生
を
目
指
す
こ
と
を
い

う
。
親
鸞
は
「
正
信
念
仏
偈
」
に
て

彌
陀
佛
本
願
念
佛 

邪
見
憍
慢
惡
衆
生 

信
樂
受
持
甚
以
難 

難
中
之
難
無
過
斯

と
述
べ
て
い
る
。
邪
見
や
憍
慢
に
取
り
憑
か
れ
た
悪
衆
生
で
あ
る
人
間
は
本
願

に
頼
る
こ
と
が
で
き
ず
、
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
そ
の
為
、
個
人
で
の
修
行
で
悟
り
を
開
く
こ
と
で
は
な
く
阿
弥
陀
如
来

の
本
願
に
縋
り
他
力
に
よ
る
往
生
を
目
標
と
す
る
こ
と
が
親
鸞
の
浄
土
思
想
の

根
幹
に
あ
る
。

　
『
四
畳
半
』
に
置
き
換
え
て
考
え
る
と
「
私
」
が
四
畳
半
を
彷
徨
い
な
が
ら

薔
薇
色
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
へ
の
希
望
を
捨
て
た
こ
と
が
そ
れ
に
値
す
る
だ

ろ
う
。「
私
」
は
第
四
話
の
中
で

　

も
は
や
私
は
薔
薇
色
で
有
意
義
な
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
な
ど
と
い
う
、

正
倉
院
に
納
め
て
し
か
る
べ
き
究
極
の
至
宝
の
ご
と
き
も
の
を
必
要
と
し

て
は
い
な
い
。（

17
）

と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
目
指
し
て
い
た
薔
薇
色
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
に
対
す

る
欲
望
を
捨
て
、
無
心
状
態
で
「
コ
ロ
ッ
セ
オ
」
と
呟
く
こ
と
に
よ
り
脱
出
に

成
功
す
る
。
こ
の
「
コ
ロ
ッ
セ
オ
」
を
念
仏
と
し
て
捉
え
る
こ
と
と
す
る
。

　

小
谷
（
18
）
は

　

親
鸞
は
、
在
郷
の
深
さ
の
自
覚
と
弥
陀
の
救
済
と
を
、
機
の
深
心
と
法
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は
他
力
に
よ
る
往
生
を
目
指
し
な
が
ら
も
自
力
が
残
っ
て
い
る
状
態
を
意
味

し
、「
竪
出
」
は
自
力
に
よ
る
修
行
を
長
期
間
に
渡
り
遂
行
す
る
こ
と
で
悟
り

を
目
指
す
こ
と
を
意
味
す
る
。「
竪
超
」
は
真
言
や
禅
な
ど
の
、
自
力
に
よ
る

悟
り
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
速
や
か
に
解
脱
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
宗
派
を

意
味
す
る
。

　
「
横
超
」
と
い
う
言
葉
は
善
導
に
よ
り
生
ま
れ
、
親
鸞
思
想
の
中
で
大
き
な

意
味
を
持
つ
言
葉
と
な
っ
た
。
親
鸞
は
『
正
信
偈
』
の
中
で

獲
信
見
敬
大
慶
喜　

即
横
超
截
五
悪
趣

（
信
を
獲
て
見
て
敬
い
大
い
に
慶
喜
す
れ
ば　

即
ち
横
に
五
悪
趣
を
超
截

す
）（

20
）

と
記
述
し
て
い
る
。
親
鸞
思
想
で
最
も
良
し
と
さ
れ
る
悟
り
の
形
が
横
超
で

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
は
ず
だ
。

　

一
方
、「
横
超
」
と
い
う
単
語
の
生
み
の
親
で
あ
る
善
導
は
特
に
横
超
を
強

調
し
た
気
配
は
な
い
。
内
村
（
21
）
に
よ
る
と

　
「
横
超
」
は
元
来
、
善
導
（
六
一
三
−
六
八
一
）
の
『
観
無
量
寿
経
疏

（
観
経
疏
）』「
玄
義
分
」
巻
冒
頭
の
「
帰
三
宝
偈
」
に
由
来
す
る
。

と
い
う
。
善
導
の
「
横
超
断
四
流
」
か
ら
始
ま
っ
た
横
超
は
親
鸞
の
「
二
双
四

重
」
に
至
り
、
新
し
く
意
味
を
与
え
ら
れ
た
。
善
導
が
横
超
と
い
う
言
葉
を
使

用
し
た
の
は
「
帰
三
宝
偈
」
の
「
横
超
断
四
流
」
で
の
一
度
の
み
で
あ
る
（
22
）

る
と
推
測
で
き
る
。
作
中
で
登
場
す
る
占
い
師
の
老
婆
が
意
味
す
る
も
の
は
不

明
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
作
中
で
お
経
に
あ
た
る
「
コ
ロ
ッ
セ
オ
」
と
い
う
言
葉

を
教
え
た
点
、
そ
し
て
全
て
の
ル
ー
プ
の
中
で
登
場
し
正
い
道
を
示
す
点
か

ら
、
恐
ら
く
阿
弥
陀
如
来
の
権
化
で
あ
る
と
考
え
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

横
超
概
念
と
『
四
畳
半
』

　

前
述
の
通
り
、『
四
畳
半
』
は
仏
教
的
テ
キ
ス
ト
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
特
に
法
然
・
親
鸞
に
よ
る
浄
土
思
想
と
共
通
点
が
多
数
存
在
し
て
お

り
、『
四
畳
半
』
を
題
材
に
選
ん
だ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
図
1
の
図
式
も
親
鸞

の
横
超
概
念
の
空
間
的
比
喩
を
解
説
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
点
か
ら
、
親

鸞
に
お
け
る
横
超
概
念
と
『
四
畳
半
』
を
比
較
す
る
こ
と
で
新
し
い
解
釈
に
導

く
こ
と
が
出
来
る
は
ず
だ
。

　

親
鸞
に
お
け
る
横
超
は
従
来
の
言
葉
の
意
味
と
は
距
離
が
あ
る
。
親
鸞
（
又

は
浄
土
真
宗
）
に
お
い
て
横
超
は
思
想
の
根
幹
と
な
っ
て
い
る
。
竪
・
横
、
そ

し
て
出
・
超
の
四
つ
の
軸
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
二
双
四
重
の
う
ち
、
他
力
に
よ

り
速
や
か
に
悟
り
を
得
る
こ
と
を
横
超
と
指
す
。
二
双
四
重
は
親
鸞
の
教
相
判

釈
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
横
超
が
強
調
さ
れ
て
い
た
点
か
ら
、
親
鸞
思
想

に
お
い
て
横
超
概
念
は
肝
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
は
ず
だ
。

　

二
双
四
重
に
お
い
て
竪
は
聖
道
門
、
す
な
わ
ち
自
力
に
よ
り
悟
り
を
開
く
こ

と
を
意
味
す
る
。
横
は
前
述
の
通
り
他
力
に
よ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
浄
土
門
を

意
味
す
る
。
出
と
横
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
意
味
が
違
う
。
前
者
は
漸
教
、
長
時
間

の
修
行
を
通
し
て
悟
り
を
開
く
方
法
を
指
し
、
後
者
は
頓
教
、
つ
ま
り
速
や
か

に
悟
り
を
開
く
こ
と
を
い
う
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
「
横
超
」「
横
出
」

「
竪
超
」「
竪
出
」
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。「
横
出
」
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で
も
横
方
向
へ
の
脱
出
の
み
を
試
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
部
屋
の
扉
か
ら
出
よ

う
と
す
る
こ
と
や
窓
か
ら
飛
び
降
り
よ
う
と
す
る
こ
と
、
壁
に
穴
を
開
け
る
こ

と
な
ど
、「
私
」
は
ず
っ
と
横
に
出
る
こ
と
だ
け
を
繰
り
返
し
挑
戦
し
、
失
敗

し
て
き
た
。
こ
れ
は
二
双
四
重
で
い
う
横
出
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
自
力
に
よ
る
横
方
向
で
の
脱
出
に
失
敗
し
た
挙
句
、
そ
れ
を
諦
め

る
。
そ
し
て
放
心
状
態
で
「
コ
ロ
ッ
セ
オ
」
と
呟
き
、
四
畳
半
の
輪
廻
か
ら
脱

出
す
る
。

　

横
出
に
失
敗
し
て
い
る
点
は
簡
単
に
納
得
で
き
る
。
横
出
に
よ
る
往
生
を
作

中
で
表
現
す
る
と
な
る
と
、
大
雑
把
な
推
測
で
は
あ
る
が
、「
私
」
が
幾
度
と

繰
り
返
さ
れ
る
四
畳
半
を
全
て
通
過
し
、
最
後
の
四
畳
半
に
到
達
し
、
そ
こ
か

ら
脱
出
す
る
こ
と
で
物
語
の
幕
が
降
り
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
そ
の
た
め
、

『
四
畳
半
』
に
お
け
る
自
力
本
願
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
四
畳

半
と
い
う
末
法
の
世
で
自
力
で
の
解
脱
に
失
敗
し
、
唯
一
正
し
い
も
の
と
し
て

伝
わ
っ
て
い
る
「
コ
ロ
ッ
セ
オ
」
と
い
う
念
仏
だ
け
を
唱
え
、
他
力
に
よ
り
解

脱
に
到
達
す
る
と
い
う
の
は
親
鸞
思
想
・
浄
土
思
想
に
お
け
る
他
力
本
願
信
仰

と
同
様
で
あ
る
。

　

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、『
四
畳
半
』
の
物
語
構
造
は
浄
土
思
想
に
お
け
る
横

超
思
想
が
そ
の
根
幹
に
あ
る
と
主
張
す
る
。

第
三
章
　 

作
中
の
モ
チ
ー
フ
考
察

　
『
四
畳
半
』
の
作
中
に
は
前
述
の
モ
チ
ー
フ
以
外
に
も
宗
教
的
な
意
味
を
持

つ
モ
チ
ー
フ
が
多
数
登
場
す
る
。
本
章
で
は
仏
教
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
『
四
畳

に
も
関
わ
ら
ず
、
親
鸞
は
横
超
を
自
ら
の
思
想
に
取
り
入
れ
、
強
調
し
て
い

た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
横
超
と
い
う
単
語
か
ら
逆
算
し
二
双
四
重
を
作
り
上

げ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
親
鸞
は
横
超
と
い
う
言
葉
に
魅
了
さ
れ

て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
内
村
（
23
）
は
、
親
鸞
が
魅
了
さ
れ
た
点
は
善
導
の
思
想

で
は
な
く
「
横
超
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
中

国
浄
土
教
の
源
流
と
さ
れ
る
慧
遠
（
三
三
四

−

四
一
六
）
は
「
横
載
」
と
い
う

言
葉
を
「
横
超
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
が
、
親
鸞
が
「
横

載
」
で
は
な
く
「
横
超
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
こ
と
に
は
「
横
超
」
と
い
う

文
字
の
羅
列
そ
の
も
の
に
意
味
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

横
超
概
念
そ
の
も
の
に
対
す
る
具
体
的
な
考
察
は
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
こ
と

に
す
る
が
、
内
村
氏
の
空
間
的
比
喩
と
し
て
の
横
超
説
は
『
四
畳
半
』
の
物
語

の
構
造
と
か
な
り
類
似
し
て
い
る
。
輪
廻
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
中
で
、
一
人

称
の
視
点
か
ら
観
測
し
た
場
合
現
世
が
並
行
進
行
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と

い
う
点
は
『
四
畳
半
』
第
四
話
で
登
場
す
る
無
限
に
続
く
四
畳
半
と
同
じ
構
図

と
み
な
し
て
良
い
は
ず
だ
。「
図
1
」
の
下
段
に
示
さ
れ
て
い
る
、
上
か
ら
俯

瞰
し
た
時
の
輪
廻
の
平
面
図
は
「
図
3
」
で
提
示
し
た
『
四
畳
半
』
の
構
図
と

類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
の
輪
廻
か
ら
の
脱
出
方
法
も
類
似

す
る
。
垂
直
方
向
で
は
な
く
水
平
方
向
に
、
し
か
し
自
ら
の
力
で
出
る
の
で
は

な
く
、
他
力
に
頼
る
こ
と
で
超
え
る
と
い
う
点
で
、『
四
畳
半
』
の
「
私
」
が

迎
え
た
結
末
は
一
種
の
往
生
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

作
中
で
「
私
」
は
縦
方
向
へ
の
脱
出
を
試
み
た
こ
と
は
な
い
。
天
井
に
穴
を

開
け
よ
う
と
す
る
も
手
が
届
か
ず
失
敗
す
る
描
写
が
存
在
し
、
地
面
に
穴
を
掘

る
な
ど
の
行
動
を
し
た
記
録
が
な
い
点
か
ら
推
測
す
る
に
、「
私
」
は
あ
く
ま
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森
見
文
学
に
お
け
る
「
あ
の
世
」
の
女
は
美
し
く
、
男
子
に
対
し
て
非

常
に
理
不
尽
な
こ
と
を
す
る
女
神
で
す
。
彼
女
た
ち
は
「
乙
女
」
と
違
っ

て
、
は
っ
き
り
と
自
分
た
ち
の
パ
ワ
ー
を
自
覚
し
て
い
て
、
そ
れ
を
思
う

存
分
に
使
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
パ
ワ
ー
は
異
界
の
も
の
の
時
も
あ
れ
ば
、

た
だ
の
「
美
し
さ
」
の
時
も
あ
り
ま
す
。（

26
）

と
述
べ
て
お
り
、
森
見
作
品
の
女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
「
あ
の
世
」
と
「
こ
の

世
」、
そ
し
て
そ
の
狭
間
を
彷
徨
う
「
乙
女
」
と
し
て
分
類
す
る
方
法
を
提
示

し
て
い
る
。
本
項
で
は
『
四
畳
半
』
に
て
登
場
す
る
女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
そ

れ
ぞ
れ
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　

こ
の
説
を
取
り
入
れ
「
こ
の
世
」
を
俗
世
、「
あ
の
世
」
を
浄
土
と
し
て
捉

え
る
と
作
中
の
女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
担
う
役
割
が
分
か
り
や
す
く
な
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

上
述
の
山
崎
氏
の
分
類
を
借
用
す
る
と
「
明
石
さ
ん
」
は
「
乙
女
」
で
あ
る

は
ず
だ
。
し
か
し
、
輪
廻
か
ら
の
解
脱
に
成
功
し
た
「
私
」
が
結
ば
れ
る
相
手

が
「
乙
女
」
で
あ
る
点
に
は
多
少
違
和
感
が
あ
る
。「
乙
女
」
と
結
ば
れ
る
こ

と
で
「
私
」
も
共
に
「
あ
の
世
」
と
「
こ
の
世
」
の
狭
間
を
彷
徨
う
こ
と
に
な

る
か
ら
だ
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
示
す
も
の
を
「
私
の

立
ち
位
置
」
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

　
「
あ
の
世
」
を
雅
な
も
の
、「
こ
の
世
」
を
俗
な
も
の
と
し
て
捉
え
た
場
合
、

そ
の
狭
間
は
雅
で
も
俗
で
も
な
い
状
態
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
前
述
の
通

り
『
四
畳
半
』
が
浄
土
思
想
の
影
響
を
受
け
た
作
品
で
あ
る
と
解
釈
す
る
な

ら
、
こ
の
「
狭
間
」
が
意
味
す
る
も
の
は
「
在
家
」、
又
は
「
非
僧
非
俗
」
で

半
』
説
を
裏
付
け
る
た
め
、
作
中
の
モ
チ
ー
フ
が
そ
れ
ぞ
れ
何
を
意
味
す
る
の

か
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

　

始
め
に
『
四
畳
半
』
に
て
登
場
す
る
女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
三
人
、「
明
石
さ

ん
」、「
羽
貫
さ
ん
」、「
香
織
さ
ん
」
を
幾
つ
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
、
作
中

で
の
役
割
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
厳
密
に
は
も
う
一
人
、「
樋
口
景
子
」
と

い
う
人
物
も
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
小
津
が
「
私
」
を
揶
揄
う
た
め
に
作
り
上

げ
た
架
空
の
存
在
で
あ
る
た
め
本
考
察
で
は
扱
わ
な
い
。
女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
類
に
対
し
、
山
崎
ま
ど
か
（
25
）
氏
は

　

森
見
登
美
彦
は
そ
も
そ
も
、「
黒
髪
の
乙
女
」
を
こ
の
世
に
存
在
す
る

女
性
と
し
て
描
い
て
い
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。「
黒
髪
の
乙
女
」
は

追
い
か
け
る
ほ
ど
に
遠
ざ
か
る
、
逃
水
の
よ
う
な
存
在
で
す
。
ミ
ラ
ー

ジ
ュ
で
す
。（
中
略
）

　

男
子
の
妄
想
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
ワ
ー
ル
ド
の
中
で
、
無
意
識
過
剰
の
「
乙

女
」
は
あ
の
世
と
こ
の
世
を
つ
な
ぐ
媒
体
で
す
。

と
述
べ
て
い
る
。
氏
は
「
あ
の
世
」
の
女
性
と
「
こ
の
世
」
の
女
性
の
狭
間
に

位
置
す
る
も
の
が
「
乙
女
」
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
氏
は
同
著
に
て

　

そ
れ
で
は
恐
ら
く
、
彼
が
愛
す
る
「
乙
女
」
と
「
こ
の
世
」
の
女
子
は

セ
ッ
ト
だ
か
ら
で
す
。「
こ
の
世
」
の
女
子
は
「
乙
女
」
を
、
ひ
い
て
は

そ
れ
を
追
い
か
け
る
妄
想
男
子
を
か
ろ
う
じ
て
現
実
世
界
に
つ
な
ぎ
止
め

る
存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
す
。（
中
略
）
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以
上
の
考
察
か
ら
「
明
石
さ
ん
」
は
「
乙
女
」、「
香
織
さ
ん
」
は
「
あ
の

世
」
の
女
性
、「
羽
貫
さ
ん
」
は
「
こ
の
世
」
の
女
性
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。

薔
薇
色
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ

　

薔
薇
色
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
は
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
が
目
指
し
て
い
た

も
の
、
し
か
し
自
ら
の
手
で
は
手
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
理
想
的
な
大
学
生
活

を
意
味
し
て
い
る
。「
樋
口
」
に
よ
り
「
私
」
が
自
力
で
到
達
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
と
断
言
さ
れ
た
点
な
ど
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
薔
薇
色
の
キ
ャ
ン
パ
ス

ラ
イ
フ
は
本
作
に
て
「
浄
土
」
と
し
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。

　

そ
の
浄
土
に
本
当
に
「
私
」
が
到
達
で
き
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
無
限

に
続
く
四
畳
半
が
輪
廻
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
四
畳
半
か
ら
の

脱
出
は
解
脱
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
が
、
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
少
な
く
と
も
、
作
中
で
描
か
れ
て
い
な
い
次
の
ル
ー
プ
が
存
在
す
る
可
能

性
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、「
明
石
さ
ん
」
と
結
ば
れ
る
こ
と
が
「
薔
薇
色

の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
」
の
獲
得
条
件
で
あ
る
と
公
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
可
能
性
を
含
め
て
も
「
薔
薇
色
の
キ
ャ
ン
パ
ス

ラ
イ
フ
」
自
体
は
浄
土
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
も
間
違
い
は
な
い

は
ず
だ
。

蛾
　

作
中
で
蛾
は
毎
話
必
ず
登
場
す
る
。
大
量
の
蛾
の
群
れ
が
発
生
し
、
そ
の
出

所
が
「
私
」
の
住
む
四
畳
半
で
あ
る
と
い
う
点
、
そ
し
て
第
四
話
に
て
私
が

「
無
限
に
続
く
四
畳
半
」
か
ら
脱
出
し
た
瞬
間
、
大
量
の
蛾
の
群
れ
が
窓
の
外

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
な
る
と
「
私
」
が
「
明
石
さ
ん
」
を
選
び
、
結
ば
れ

た
と
い
う
こ
と
は
出
家
せ
ず
、
在
家
の
ま
ま
悟
り
を
開
く
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
香
織
さ
ん
」
を
人
物
と
し
て
捉
え
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
点
に
関
す
る

議
論
は
さ
て
お
き
、「
香
織
さ
ん
」
は
「
あ
の
世
」
の
女
子
と
し
て
解
釈
す
る

こ
と
に
は
問
題
が
な
い
は
ず
だ
。『
四
畳
半
』
第
三
話
「
四
畳
半
の
甘
い
生
活
」

の
中
で
登
場
す
る
「
香
織
さ
ん
」
は
「
私
」
の
生
活
を
大
き
く
狂
わ
せ
る
こ
と

と
な
る
。「
香
織
さ
ん
」
本
人
は
何
の
行
動
も
起
こ
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
存

在
に
よ
り
「
私
」
の
中
に
は
葛
藤
が
芽
生
え
る
。「
私
」
の
人
格
の
一
部
で
あ

る
「
ジ
ョ
ニ
ー
」
は
「
な
ら
ば
、
例
え
フ
ェ
イ
ク
で
も
、
さ
さ
や
か
な
幸
せ
を

香
織
さ
ん
か
ら
頂
こ
う
ぜ
」（

27
）
と
発
言
し
、「
私
」
は
「
香
織
さ
ん
」
を
犯

そ
う
と
す
る
。
美
し
さ
を
利
用
し
「
私
」
に
理
不
尽
を
共
用
す
る
存
在
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

一
方
、「
羽
貫
さ
ん
」
が
「
こ
の
世
」
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
議
論

の
余
地
が
な
い
は
ず
だ
。「
あ
の
世
」
の
女
性
で
あ
る
「
香
織
さ
ん
」
と
共
に

天
秤
に
か
け
ら
れ
た
点
か
ら
対
極
の
存
在
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
上
述
の
「
乙
女
」
と
の
セ
ッ
ト
と
し
て
の
機
能
も
果
た
し
て
い
る
。

第
三
話
に
て
酒
に
酔
い
「
私
」
に
く
っ
つ
き
、
顔
面
を
舐
め
回
そ
う
と
し
た
行

為
は
「
私
」
を
現
実
、
こ
の
世
に
満
足
さ
せ
、
往
生
を
諦
め
さ
せ
る
た
め
の
装

置
の
様
に
見
え
る
。
も
し
「
私
」
が
そ
の
時
現
世
に
安
堵
し
、
そ
れ
以
上
の
理

想
郷
・
浄
土
を
目
指
す
こ
と
を
諦
め
て
し
ま
え
ば
「
私
」
が
夢
見
て
い
た
薔
薇

色
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
に
は
到
達
で
き
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
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も
ち
ぐ
ま

　

先
述
の
通
り
、
本
稿
で
は
「
も
ち
ぐ
ま
」
を
ハ
レ
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
定

義
付
け
る
。
ス
ポ
ン
ジ
製
の
熊
の
ぬ
い
ぐ
る
み
で
あ
り
、「
明
石
さ
ん
」
は
色

違
い
の
五
色
を
集
め
「
ふ
わ
ふ
わ
戦
隊
モ
チ
グ
マ
ン
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

も
ち
ぐ
ま
に
お
い
て
注
目
し
た
い
点
は
主
に
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
目
の
着
目

点
は
「
時
空
を
超
え
て
い
る
」
と
い
う
点
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
点
は
「
明
石

さ
ん
」
の
中
で
「
蛾
」
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。

　

一
つ
目
の
「
も
ち
ぐ
ま
」
が
時
空
を
超
え
て
い
る
点
に
関
し
て
。
作
中
で

「
も
ち
ぐ
ま
」
の
初
登
場
は
第
一
話
で
小
津
が
鴨
川
に
落
ち
た
後
で
あ
る
。
鴨

川
に
浮
い
て
い
た
ら
し
き
熊
の
ぬ
い
ぐ
る
み
は
そ
の
後
数
多
く
の
世
界
を
旅
す

る
こ
と
と
な
る
。
第
一
話
で
は
「
明
石
さ
ん
」
が
古
本
市
で
紛
失
し
、
小
津
に

よ
り
鴨
川
で
発
見
さ
れ
る
。
第
二
話
で
は
「
樋
口
」
に
よ
り
開
催
さ
れ
た
闇
鍋

の
中
か
ら
登
場
し
、「
羽
貫
さ
ん
」
に
よ
り
御
蔭
橋
の
下
に
落
ち
て
し
ま
う
。

第
三
話
で
は
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
る
。
第
四
話
で
は
下
鴨

神
社
古
本
市
で
「
明
石
さ
ん
」
が
落
と
し
た
も
ち
ぐ
ま
を
「
私
」
が
拾
い
、
そ

の
後
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
で
ま
た
失
踪
す
る
。
こ
の
「
も
ち
ぐ
ま
」
が
意
味
す

る
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
も
次
回
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

二
つ
目
の
「
蛾
」
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
「
も
ち
ぐ
ま
」
説
は
先
述
の

ハ
レ
と
ケ
概
念
に
よ
り
証
明
さ
れ
る
。
第
一
話
で
大
量
の
蛾
に
襲
わ
れ
パ
ニ
ッ

ク
に
陥
っ
た
後
、
も
ち
ぐ
ま
を
揉
む
こ
と
で
正
気
を
戻
し
て
い
る
。

　

私
は
手
近
な
自
動
販
売
機
で
温
か
い
缶
珈
琲
を
買
っ
て
き
て
、
彼
女
と

へ
と
逃
げ
て
行
っ
た
と
い
う
描
写
か
ら
考
え
る
に
、
蛾
の
意
味
は
恐
ら
く
私
が

持
っ
て
い
た
煩
悩
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。「
コ
ロ
ッ
セ
オ
」
と
唱
え
る
こ
と
で
四

畳
半
か
ら
の
脱
出
に
成
功
し
、
そ
の
瞬
間
蛾
が
全
て
祓
わ
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
他
力
に
よ
り
煩
悩
が
全
て
消
し
去
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
は
ず
だ
。

　

蛾
が
意
味
す
る
も
の
が
煩
悩
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
蛾
が
飛
ん
で
い
る

「
私
」
の
四
畳
半
は
「
穢
土
」
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
蛾

は
煩
悩
の
象
徴
で
あ
る
と
同
時
に
ケ
ガ
レ
の
象
徴
で
も
あ
る
と
解
釈
で
き
る
は

ず
だ
。
そ
う
す
る
と
、
作
中
に
そ
の
「
蛾
」
に
対
す
る
ハ
レ
の
モ
チ
ー
フ
が
存

在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
そ
の
「
ハ
レ
」
の
モ
チ
ー
フ
を
後

ほ
ど
述
べ
る
「
も
ち
ぐ
ま
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
解
釈
に
も
少
し
不
完
全
な
点
は
あ
る
。
四
畳
半
を
彷
徨
い
、

解
脱
に
成
功
し
た
「
私
」
を
「
私
（
0
）」、
そ
し
て
彼
が
住
ん
で
い
た
世
界
を

「
四
畳
半
（
0
）」
と
仮
定
し
た
際
、
蛾
の
大
量
発
生
が
「
四
畳
半
（
0
）」
以
外

の
世
界
で
も
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
本
稿
で
の
輪
廻
説
の
み
で
は
解
釈
が
難
し

い
。
ケ
ガ
レ
が
祓
わ
れ
た
だ
け
な
ら
、
そ
の
蛾
の
大
群
が
「
四
畳
半
（
0
）」
以

外
の
世
界
で
発
生
す
る
必
然
性
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
次
回
機
会
が
あ

れ
ば
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

ジ
ョ
ニ
ー

　
「
私
」
の
性
欲
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
英
米
圏
で
男

性
器
の
隠
語
と
し
て
使
わ
れ
る
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
そ
の
語
源
で
あ
る
と
推
測
す

る
。「
ジ
ョ
ニ
ー
」
は
「
私
」
の
目
前
の
欲
望
だ
け
を
満
た
そ
う
と
し
、「
私
」

と
口
論
を
繰
り
広
げ
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
「
ジ
ョ
ニ
ー
」
も
ま
た
煩
悩
と
し

て
解
釈
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
は
ず
だ
。
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全
さ
が
あ
る
と
い
う
点
は
否
め
な
い
。『
四
畳
半
』
の
モ
チ
ー
フ
が
親
鸞
の
横

超
概
念
で
あ
っ
た
と
断
言
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
森
見
本
人
が
浄
土
思
想
に
対

す
る
理
解
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
有
意
味
な
情
報
は
入
手
で
き
な
か
っ
た
。

　

と
も
あ
れ
、
前
述
の
先
行
研
究
及
び
作
中
の
モ
チ
ー
フ
考
察
を
通
し
て
、

『
四
畳
半
』
が
仏
教
的
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
の
証
明
に
は
成
功
し
た
と
考
え

る
。「
私
」
が
大
学
生
活
を
幾
度
と
繰
り
返
し
な
が
ら
も
自
ら
が
望
ん
で
い
た

「
薔
薇
色
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
」
に
到
達
出
来
な
か
っ
た
事
実
は
自
力
本
願

で
の
往
生
が
不
可
能
に
な
っ
た
末
法
の
世
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
四
畳
半
か
ら
の
脱
出
方
法
が
「
コ
ロ
ッ
セ
オ
」
と
唱
え
る
こ
と
で

あ
っ
た
点
は
、
念
仏
を
強
調
し
た
親
鸞
の
説
法
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
無

論
、
森
見
本
人
が
仏
教
、
特
に
浄
土
思
想
を
ど
れ
ほ
ど
念
頭
に
お
い
て
執
筆
を

し
て
い
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
も
し
か
し
た
ら
森
見
本
人
は
浄
土
思
想
に
対

し
て
全
く
無
知
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
根
底
の
無
意
識
に

は
必
ず
日
本
語
話
者
が
無
意
識
レ
ベ
ル
で
共
有
す
る
文
化
的
宗
教
性
が
あ
っ
た

は
ず
だ
。

　

以
前
受
講
し
て
い
た
宗
教
学
の
講
義
で
強
く
印
象
に
残
っ
た
内
容
が
あ
る
。

樹
海
で
自
殺
し
た
人
々
の
多
く
は
日
当
た
り
が
よ
く
、
比
較
的
発
見
さ
れ
る
可

能
性
が
高
い
場
所
で
自
殺
を
す
る
と
い
う
。
ま
た
、
遺
体
近
辺
で
寿
司
桶
や
飯

盒
な
ど
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
ら
し
い
。
自
殺
を
選
ぶ
人
々

が
敢
え
て
飯
盒
と
米
、
寿
司
な
ど
を
持
ち
込
み
、
自
殺
直
前
に
食
事
を
す
る
と

い
う
行
為
は
来
世
が
今
世
よ
り
い
い
も
の
に
な
っ
て
欲
し
い
と
い
う
祈
り
を
込

め
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
教
授
は
語
っ
て
い
た
。
無
宗
教
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
日
本
人
で
は
あ
る
が
、
同
じ
言
葉
を
共
有
す
る
人
々
の
中
に
共

通
し
た
宗
教
性
は
必
ず
存
在
し
て
い
る
は
ず
だ
。

　

同
様
に
、
浄
土
思
想
も
ま
た
日
本
語
話
者
の
間
に
は
無
意
識
レ
ベ
ル
に
刷
り

一
緒
に
飲
ん
だ
。
だ
ん
だ
ん
彼
女
も
落
ち
着
い
て
き
た
。
彼
女
は
私
が
私

た
熊
の
ぬ
い
ぐ
る
み
を
ふ
に
ふ
に
と
押
し
潰
し
て
は
、
し
き
り
に
首
を
傾

げ
て
い
る
。（

28
）

　

こ
の
描
写
か
ら
「
も
ち
ぐ
ま
」
に
は
ケ
ガ
レ
を
祓
う
能
力
が
あ
る
と
い
う
こ

と
が
窺
え
る
。
結
論
と
し
て
、「
も
ち
ぐ
ま
」
は
そ
の
正
体
は
定
か
で
は
な
い

も
の
の
、
ケ
ガ
レ
を
祓
う
ハ
レ
の
象
徴
で
あ
り
、
穢
土
の
逆
で
あ
る
浄
土
の
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
モ
チ
ー
フ
考
察
に
よ
り
、『
四
畳
半
』
に
組
み
込
ま
れ
た
モ
チ
ー
フ

に
も
宗
教
的
・
仏
教
的
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
解
説
し
た
。
扱
う

こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
モ
チ
ー
フ
も
数
多
く
存
在
し
て
お
り
、
作
中
で
登
場
す

る
神
社
や
寺
、
僧
侶
の
名
前
な
ど
に
も
内
包
さ
れ
た
意
味
が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
不
完
全
な
部
分
も
多
く
あ
り
、
考
察
の
余
地
は
ま
だ
存
在
す
る
が
、
本
稿

の
目
標
で
あ
る
『
四
畳
半
』
の
仏
教
的
解
釈
を
誘
導
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

第
五
章
　
結
論

　
「
私
」
は
繰
り
返
さ
れ
る
四
畳
半
か
ら
の
脱
出
に
成
功
し
、「
明
石
さ
ん
」
と

結
ば
れ
る
、
所
謂
「
薔
薇
色
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
」
に
近
い
も
の
を
手
に
入

れ
る
。
し
か
し
、
上
述
の
考
察
か
ら
考
え
る
と
「
明
石
さ
ん
」
は
「
乙
女
」、

つ
ま
り
「
あ
の
世
」
と
「
こ
の
世
」
を
彷
徨
う
存
在
と
し
て
解
釈
で
き
る
。
そ

れ
を
「
在
家
」
又
は
「
非
僧
非
俗
」
な
ど
と
解
釈
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
不
完
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（
3
） 

森
見
登
美
彦
と
四
畳
半
神
話
研
究
会
『
四
畳
半
神
話
大
系
公
式
読
本
』
太
田
出

版　

二
〇
二
二
年　

69
頁

（
4
） 

森
見
登
美
彦
『
四
畳
半
神
話
大
系
』
角
川
文
庫
二
〇
〇
八
年
9
頁

（
5
） 

森
見
登
美
彦
『
四
畳
半
神
話
大
系
』
角
川
文
庫
二
〇
〇
八
年
49
頁

（
6
） 

森
見
登
美
彦
『
四
畳
半
神
話
大
系
』
角
川
文
庫
二
〇
〇
八
年
126
頁

（
7
） 

前
島
賢
『
セ
カ
イ
系
と
は
何
か　

ポ
ス
ト
・
エ
ヴ
ァ
の
オ
タ
ク
史
』
ソ
フ
ト
バ

ン
ク
新
書　

二
〇
一
〇　

151
頁

（
8
） 

大
森
望
「
解
説
」『
リ
ピ
ー
ト
』
乾
く
る
み　

文
春
文
庫
二
〇
〇
七　

509
頁

（
9
） （
6
）
に
同
じ 

（
10
） 

森
見
登
美
彦
『
四
畳
半
神
話
大
系
』
角
川
文
庫
二
〇
〇
八
年　

210
頁

（
11
） 

森
見
登
美
彦
『
四
畳
半
神
話
大
系
』
角
川
文
庫
二
〇
〇
八
年
394
頁

（
12
） 

森
見
登
美
彦
『
四
畳
半
神
話
大
系
』
角
川
文
庫
二
〇
〇
八
年
297
頁

（
13
） （
8
）
に
同
じ

（
14
） 

森
見
登
美
彦
『
四
畳
半
神
話
大
系
』
角
川
文
庫
二
〇
〇
八
年
378
頁

（
15
） 

森
見
登
美
彦
『
四
畳
半
神
話
大
系
』
角
川
文
庫
二
〇
〇
八
年
151
頁

（
16
） 『
岩
波　

哲
学
思
想
辞
典
』
一
九
九
八　

151
頁

（
17
） 

小
谷
信
千
代
『
法
然
・
親
鸞
に
い
た
る
浄
土
教
思
想
』
法
藏
館
二
〇
二
二　

40
頁

（
18
） 

森
見
登
美
彦
『
四
畳
半
神
話
大
系
』
角
川
文
庫
二
〇
〇
八
年
378
頁

（
19
） 

小
谷
信
千
代
『
法
然
・
親
鸞
に
い
た
る
浄
土
教
思
想
』
法
藏
館
二
〇
二
二　

309
頁

（
20
） 

松
本
史
朗
『
法
然
親
鸞
思
想
論
』
大
蔵
出
版　

二
〇
〇
一　

562
頁

（
21
） 

古
田
和
弘
『
正
信
傷
の
教
え
ー
み
ん
な
の
傷
』 

東
本
願
寺
し
ん
ら
ん
交
流
館

https://jodo-shinshu.info/category/shoshinge/shoshinge27.htm
l

（
参

照
2
0
2
3

−

11

−

29
）

（
22
） 
内
村
和
至
『
異
形
の
念
仏
業
者
』
青
土
社　

二
〇
一
六　

260
頁

（
23
） 
内
村
和
至
『
異
形
の
念
仏
業
者
』
青
土
社　

二
〇
一
六　

273
頁

（
24
） （
22
）
に
同
じ

（
25
） 

山
崎
ま
ど
か
「
乙
女
と
は
遠
く
に
あ
り
て
思
う
も
の
」『［
総
特
集
］
森
見
登
美
彦　

込
ま
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
本
来
の
意
味
と
は
違
え
ど
「
他
力
本
願
」
な
ど
浄
土

思
想
で
用
い
ら
れ
る
言
葉
は
未
だ
に
使
わ
れ
て
い
る
。
森
見
の
著
作
で
あ
る

『
夜
は
短
し
歩
け
よ
乙
女
』
で
は
登
場
人
物
で
あ
る
「
黒
髪
の
乙
女
」
が
合
掌

し
な
が
ら
「
な
む
な
む
」
と
念
仏
の
よ
う
な
も
の
を
唱
え
る
シ
ー
ン
が
数
回
登

場
す
る
。
そ
の
ル
ー
ト
は
紛
れ
も
な
く
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。

森
見
登
美
彦
の
無
意
識
に
は
必
ず
仏
教
思
想
が
眠
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
本
稿
は

そ
の
よ
う
に
日
本
人
の
無
意
識
に
存
在
す
る
仏
教
性
、
そ
の
中
で
も
浄
土
思
想

と
の
繋
が
り
を
森
見
登
美
彦
の
小
説
『
四
畳
半
神
話
大
系
』
を
題
材
に
し
読
み

取
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

森
見
登
美
彦
の
他
の
著
作
で
も
宗
教
性
は
見
受
け
ら
れ
る
。
上
述
の
よ
う
な

女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
役
割
分
担
は
勿
論
、『
四
畳
半
王
国
見
聞
録
』
の
様
に

構
図
そ
の
も
の
が
色
即
是
空
に
見
え
る
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
公
開
さ
れ
た

森
見
の
略
歴
か
ら
は
仏
教
と
の
関
わ
り
が
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
関
係
性
が

あ
る
こ
と
自
体
は
否
め
な
い
は
ず
だ
。

　

次
回
、
ま
た
論
文
を
書
く
機
会
が
あ
れ
ば
同
著
者
の
作
品
を
比
較
分
析
す
る

こ
と
で
森
見
登
美
彦
本
人
の
宗
教
性
を
も
っ
と
解
像
度
高
く
考
察
し
て
み
た
い
。

注図
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『
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仏
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278
頁
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K
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