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描
か
れ
た
三
つ
の
符
号
を
目
に
し
た
際
の
散
策
子
に
よ
る
符
号
の
順
序
の
認
識

が
、
連
続
し
た
「
△
□
〇
」
か
ら
「
〇
□
△
」
へ
と
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
点
に

も
注
目
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
西
村
里
恵（　
3
）

が
「
み
を
」
と
「
客
人
」
の
「
一
瞬
の
永
遠
」
と
い
う
恋
の
反
近
代
性
を
、
作

品
の
書
か
れ
た
当
時
の
実
際
の
婚
姻
制
度
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
説
明
し
、
恋
の

成
就
の
場
が
彼
岸
で
あ
る
所
以
を
そ
れ
ら
に
見
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論

は
、
い
ず
れ
も
示
唆
に
富
ん
だ
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
物
語

の
中
心
と
な
っ
て
い
る
「
み
を
」
と
「
客
人
」
と
い
う
二
人
の
男
女
の
恋
と
、

そ
の
間
に
あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
分
析
し
、
考
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、『
春
昼
』『
春
昼
後
刻
』
に
お
い
て
、
視
点
人
物
で
あ
る
散
策
子
の
存

在
も
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
と
散
策
子
の
関
係
性
や
、
そ
の
語
り

の
特
殊
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
例
と
し
て
は
、
松

浦
祥
子（　
4
）
が
一
人
称
の
使
わ
れ
方
や
語
り
手
の
散
策
子
に
対
す
る
呼
び
方
を

ま
と
め
、
文
中
か
ら
読
み
取
れ
る
時
系
列
や
物
語
の
語
り
の
構
造
を
分
析
し
て

い
る
論
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
物
語
全
体
を
見
届
け
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
「
散
策
子
」
と

し
て
の
み
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
や
、
彼
の
持
つ
眼
や
耳
と
言
っ
た
感
覚
器
官
を

語
り
手
が
共
有
す
る
意
義
、
そ
も
そ
も
「
散
策
子
」
と
い
う
実
体
を
持
つ
視
点

人
物
が
登
場
す
る
必
要
性
と
い
っ
た
も
の
に
対
す
る
言
及
は
十
分
に
な
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
「
視
点
人
物
」
と
称
し
て
い
る
が
、
先
に
挙
げ
た

文
献
の
な
か
で
も
、
散
策
子
の
存
在
は
〈
主
人
公
〉
で
あ
る
と
は
位
置
づ
け
ら

れ
て
お
ら
ず
、「
み
を
」
や
「
客
人
」
が
そ
う
呼
ば
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で

あ
る
。
散
策
子
と
い
う
視
点
人
物
は
、
主
人
公
に
は
不
適
格
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
論
で
は
、
上
記
の
問
題
を
検
討
し
、
視
点
人
物
と
い
う
重
要
で
あ
る
は
ず

の
地
位
に
い
な
が
ら
も
、
そ
の
存
在
自
体
は
注
目
を
集
め
る
こ
と
の
な
い
散
策

序
論

　
『
春
昼
』『
春
昼
後
刻
』
は
、
明
治
三
十
九
年
十
一
月
と
同
年
十
二
月
に
「
新

小
説
」
に
発
表
さ
れ
た
、
泉
鏡
花
の
連
作
小
説
で
あ
る
。
逗
子
周
辺
、
久
能
谷

を
舞
台
に
、「
停
車
場
の
落
成
式
」
の
喧
騒
を
避
け
て
「
ぶ
ら
〳
〵
歩あ
る
き行
」
を

す
る
散
策
子
が
、
立
ち
寄
っ
た
岩
殿
寺
の
住
職
か
ら
一
年
前
に
こ
の
寺
の
仮
庵

室
に
逗
留
し
て
お
り
、「
こ
が
れ
死じ
に
」
を
し
た
「
客
人
」
に
つ
い
て
の
話
を
聞

く
ま
で
が
『
春
昼
』
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。『
春
昼
後
刻
』
で
は
、
寺
を
後
に

し
た
散
策
子
が
今
度
は
そ
の
「
客
人
」
の
恋
の
相
手
、「
玉
脇
み
を
」
と
出
会

い
、
彼
女
の
想
い
の
丈
を
聞
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
結
末
に
「
み
を
」

は
、
偶
然
や
っ
て
来
て
言
葉
を
交
わ
し
、「
こ
と
づ
け
」
を
託
し
た
角
兵
衛
獅

子
の
子
と
と
も
に
、
岬
の
岩
の
上
に
打
ち
上
が
っ
て
死
ん
で
い
る
姿
が
発
見
さ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
散
策
子
は
そ
れ
を
受
け
て
、
霊
魂
の
行
く
末
を
わ
か
り
か

ね
て
い
た
「
み
を
」
が
、
そ
の
行
方
を
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
、
物
語

は
終
結
す
る
。

　

本
作
品
は
こ
れ
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
な

か
で
も
作
品
を
読
む
過
程
で
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、「
客
人
」
の
話
と

「
み
を
」
の
手
帳
と
の
両
者
に
現
れ
る
「
〇
□
△
」
と
い
う
意
味
あ
り
げ
な
符

号
に
関
し
て
は
多
く
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
塩
崎
文
雄（　
1
）

は
、
作
者
で
あ
る
鏡
花
自
身
に
手
掛
か
り
を
求
め
、
亡
母
の
遺
し
た
、
能
楽
に

お
け
る
太
鼓
の
稽
古
用
の
「
付
帳
」
に
三
つ
の
符
号
の
源
泉
が
あ
る
と
し
て
記

号
の
意
味
づ
け
を
試
み
る
と
と
も
に
、
作
中
に
度
々
登
場
す
る
「
囃
子
」
な
ど

の
太
鼓
の
音
と
も
結
び
つ
け
て
関
連
性
を
強
め
て
い
る
。
安
藤
香
苗（　
2
）
は
三

つ
の
符
号
が
そ
れ
ぞ
れ
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
を
詳
細
に
分
析
す
る
の
み
な
ら

ず
、「
客
人
」
が
見
た
怪
異
の
場
面
と
、「
み
を
」
が
開
い
た
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
に
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こ
こ
で
は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
と
言
う
よ
り
も
語
り
手
が
ほ
と
ん
ど
春

昼
を
歩
む
散
策
子
に
同
化
し
て
い
る
わ
け
で
、
語
り
手
独
自
の
認
識
が
示

さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
む
し
ろ
語
り
手
は
過
去
の
出
来
事
を
散
策
子

の
眼
を
通
し
て
追
体
験
し
、
そ
の
こ
と
で
意
味
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る

と
み
た
方
が
よ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
は
、
散
策
子
の
目
や
耳
と
い
っ
た
感
覚
器
官
を
借

り
、
同
じ
も
の
を
見
聞
き
し
な
が
ら
物
語
を
進
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
時
折
散
策
子
の
身
体
か
ら
は
抜
け
出
し
、
そ
の
都
度
地
の
文
と
し
て
散
策

子
の
様
子
を
読
者
へ
と
伝
え
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
地
の
文

の
解
釈
や
注
釈
は
、
散
策
子
と
語
り
手
が
同
化
し
た
心
内
文
で
あ
る
か
、
語
り

手
が
散
策
子
か
ら
離
れ
た
立
場
で
行
っ
て
い
る
も
の
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
地
の
文
が
ど
ち
ら
の
立
場
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
か
は
、
山
田（　
6
）
が
「
そ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
品
の
構
造
と
し

て
明
確
に
な
っ
て
い原
文
マ
マず、（
中
略
）
き
わ
め
て
わ
か
り
に
く
い
」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
明
確
な
区
別
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
だ
が
、
語
り
手
は
散

策
子
の
持
つ
視
覚
や
聴
覚
情
報
以
上
に
は
物
語
の
展
開
を
認
知
し
て
い
な
い
た

め
、
や
は
り
、
基
本
的
に
は
散
策
子
と
解
釈
を
共
に
し
て
い
る
も
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
、
語
り
手
が
散
策
子
を
そ
の
呼
び
名
の
通
り

「
散
策
子
」
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い

る
点
で
あ
る
。

　

ま
た
、
散
策
子
の
思
考
は
他
者
と
会
話
す
る
場
面
の
み
な
ら
ず
、
一
人
で
歩

み
を
進
め
る
場
面
に
お
い
て
も
発
話
と
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
部

分
で
は
語
り
手
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
く
。

　

以
下
、
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
散
策
子
の
発
話
部
分

子
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
彼
の
発
話
部
分
の
主
張
が
、
物
語
全

体
、
殊
に
『
春
昼
後
刻
』
の
結
末
部
分
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で

あ
る
の
か
を
分
析
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
語
り
手
が
散
策
子
に
焦
点
を
当

て
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
見
え
て
く
る
作
品
世
界
の
捉
え
方
が
明
ら
か
と
な

り
、
名
も
な
い
視
点
人
物
と
彼
が
集
め
る
作
中
事
実
と
い
う
情
報
の
重
要
性
や

必
然
性
と
い
っ
た
も
の
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

第
一
章　

特
異
で
没
個
性
的
な
視
点
人
物

一　

視
点
人
物
と
語
り
手
の
関
係
性

　

前
提
と
し
て
、
物
語
に
お
け
る
視
点
人
物
で
あ
る
散
策
子
と
、
地
の
文
の
語

り
手
と
の
関
係
性
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
冒
頭
、
散
策
子
が
村
の
「
親
仁
」

に
声
を
か
け
、
返
事
が
返
っ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
驚
く
場
面
で
は
、
地
の
文

で
「
此
方
も
此
方
で
、
恁
く
立
處
に
返
答
さ
れ
る
と
思
っ
た
ら
、
声
を
懸
け
る

の
ぢ
ゃ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
散
策
子
が

語
り
手
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
以
降
の
文
で
は
散
策
子
は
「
此
の

散
策
子
」
や
「
我
が
散
策
子
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
本
作
品

に
お
け
る
地
の
文
の
語
り
手
は
、
所
謂
〈
神
の
視
点
〉
と
い
わ
れ
る
、
自
由
な

視
点
を
持
ち
、
物
語
を
俯
瞰
す
る
全
知
の
立
場
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で

は
な
い
。
こ
の
語
り
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
既
に
山
田
有
策（　
5
）
に
よ
っ
て
以

下
の
よ
う
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

本
来
的
に
は
語
り
手
は
過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て
散
策
子
よ
り
は
深
い
認

識
力
を
有
し
、
全
て
を
知
り
ぬ
い
て
い
る
立
場
に
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
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な
い
こ
と
が
、
笠
原
伸
夫（　
7
）
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

散
策
子
は
何
か
格
別
の
目
的
が
あ
っ
て
歩
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た

だ
そ
の
日
、
停
車
場
の
改
築
落
成
式
の
た
め
駅
付
近
は
大
変
な
賑
わ
い

で
、
舞
台
が
掛
り
、
東
京
か
ら
芸
人
が
来
た
り
、
村
の
者
の
茶
番
が
あ
っ

た
り
、
餅
を
撒
い
た
り
で
、
人
の
流
れ
が
駅
の
方
へ
集
中
す
る
も
の
だ
か

ら
、
か
れ
の
散
策
の
順
路
が
そ
れ
を
避
け
る
べ
く
運
ば
れ
た
だ
け
な
の
で

あ
る
。
行
先
は
六
代
御
前
の
塚
で
も
よ
か
っ
た
し
、
波
切
不
動
尊
に
参
詣

し
て
も
よ
か
っ
た
。
散
策
子
の
語
る
と
こ
ろ
に
拠
れ
ば
、
か
れ
は
駅
に
近

い
処
に
先
々
月
あ
た
り
か
ら
一
室
を
借
り
て
自
炊
し
て
い
る
身
だ
と
い
う

か
ら
、
散
策
の
方
向
は
い
く
ら
で
も
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

　

ま
た
、
の
ち
に
言
及
す
る
よ
う
に
、
散
策
子
が
自
身
の
仏
教
観
を
熱
心
に
語

る
人
物
で
あ
り
な
が
ら
も
、
宗
旨
も
事
前
に
知
る
こ
と
な
く
訪
れ
た
寺
が
唯
一

の
目
的
だ
と
記
す
こ
と
で
、
か
え
っ
て
彼
の
歩
み
が
当
て
の
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
偶
然
に
身
を
任
せ
る
散
策
子
の
歩
み
に
添
っ
て
、
読
者
も
物

語
を
眺
め
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
散
策
子
の
眼
を
通
し
て
描
写
さ
れ
る
情
景

が
、
特
徴
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
「
お
爺
さ
ん
、
お
爺
さ
ん
。
」

　
「
は
あ
、
私
け
え
。
」

と
、
一
言
で
直
ぐ
應
じ
た
の
も
、
四あ
た
り邊
が
靜
か
で
他
に
は
誰
も
居
な
か
っ

た
所
爲
で
あ
ろ
う
。
然
う
で
な
い
と
、
其
の
皺
だ
ら
け
な
額
に
、
顱は
ち
ま
き卷
を

緩
く
し
た
の
に
、
ほ
か
〳
〵
と
春
の
日
が
さ
し
て
、
と
ろ
り
と
醉
っ
た
や

を
除
き
限
り
な
く
散
策
子
と
同
一
の
立
場
に
あ
る
地
の
文
の
語
り
に
注
目
す

る
。
散
策
子
の
眼
を
通
し
て
情
景
を
描
写
す
る
、
地
の
文
と
し
て
の
語
り
手
に

み
ら
れ
る
特
徴
を
分
析
し
、
散
策
子
の
人
物
像
や
彼
を
取
り
巻
く
環
境
が
ど
の

よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二　

偶
然
を
放
浪
す
る
散
策
子
の
視
点

　

散
策
子
は
、
文
字
通
り
、「
ぶ
ら
〳
〵
歩
行
」
を
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

明
確
な
目
的
意
識
は
な
く
、
偶
然
に
身
を
任
せ
て
歩
い
て
い
る
こ
と
は
、「
近

頃
買
求
め
た
安
直
な
杖
ス
テ
ッ
キを
、
眞
直
に
路
に
立
て
て
、
鎌
倉
の
方
へ
倒
れ
た
ら

爺
を
呼
ぼ
う
、
逗
子
の
方
へ
寢
た
ら
默
っ
て
置
か
う
」
と
い
う
一
節
に
も
表
れ

て
い
る
。
角
の
二
階
家
へ
青
大
将
が
這
入
っ
て
行
く
の
を
目
撃
し
、「
默
だ
ま
り
切き
りも

些
と
氣
に
な
っ
た
處
」
で
あ
る
か
ら
、
念
の
た
め
声
を
掛
け
た
の
で
あ
っ
て
、

決
し
て
積
極
的
に
村
の
人
間
と
交
流
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
で
は
な
い
。
基
本
的

に
こ
う
し
た
態
度
を
崩
さ
な
い
ま
ま
で
、
彼
は
「
散
策
」
を
続
け
て
い
く
。
岩

殿
寺
で
「
客
人
」
の
話
を
聞
く
こ
と
に
な
る
の
も
、『
春
昼
後
刻
』
で
「
み
を
」

に
出
会
っ
て
会
話
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
も
、「
み
を
」
と
同
じ
場
に
い
る
時

に
角
兵
衛
獅
子
の
兄
弟
が
や
っ
て
来
た
こ
と
も
、
当
然
散
策
子
の
意
図
す
る
と

こ
ろ
で
は
な
く
、
偶
然
の
産
物
な
の
で
あ
る
。
散
策
子
の
足
取
り
は
、
言
わ
ば

す
べ
て
成
り
行
き
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
も
そ
も
、
語
り
手
に
よ
っ
て
彼

が
「
散
策
子
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
よ
う
な
性
質
か
ら
逃

れ
ら
れ
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
岩
殿
寺
を
訪
問
す
る
際
に
「
我
が
散
策
子
は
、
其
處
を
志
し
て
來

た
」
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
、
こ
れ
が
散
策
子
の
唯
一
の
目

的
の
よ
う
に
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
に
も
明
瞭
な
目
的
意
識
が
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な
い
、
あ
る
い
は
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
物
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
散
策
子
は
視
界
に
入
る
す
べ
て
を
同
じ
視
界
の
画
面
に
収
め
、

そ
の
ま
ま
情
報
と
し
て
受
け
取
っ
て
し
ま
う
た
め
、
一
目
で
特
定
の
事
物
に
焦

点
を
当
て
る
こ
と
を
、
自
然
な
作
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
こ

の
特
徴
は
端
的
に
言
う
と
、
散
策
子
が
風
景
を
〈
接
続
〉
し
て
い
る
の
だ
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
例
外
的
に
、
散
策
子
が
焦
点
を
定
め
る
場
合
に
は
、
出
家
や

「
み
を
」
な
ど
、
他
者
と
の
会
話
、
交
流
を
す
る
際
の
集
中
、
も
し
く
は
動
く

物
が
視
界
に
入
っ
た
際
の
物
理
的
な
視
野
の
遮
断
が
あ
る
。
後
者
の
例
と
し

て
、
山
棟
蛇
が
横
切
っ
た
場
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

う
っ
と
り
す
る
ま
で
、
眼
前
眞
黄
色
な
中
に
、
機
織
の
姿
の
美
し
く
宿

っ
た
時
、
若
い
婦
女
の
衝
と
投
げ
た
梭を
さ
の
尖
か
ら
、
ひ
ら
り
と
燃
え
て
、

い
ま
一
人
の
足
下
を
閃
い
て
、
輪
に
な
っ
て
一
ツ
刎
ね
た
、
朱
に
金
色
を

帶
び
た
一
條
の
線
が
あ
っ
て
、
赫
燿
と
し
て
眼
を
射
て
、
流
れ
の
ふ
ち
な

る
草
に
飛
ん
だ
が
、
火
の
消
ゆ
る
が
如
く
や
が
て
う
せ
た
。	

（
三
）

　

目
的
を
定
め
な
い
ま
ま
に
村
を
歩
く
散
策
子
は
、
目
指
す
方
向
が
明
確
で
な

い
の
と
同
様
に
、
そ
の
視
点
も
定
ま
ら
ず
、
視
界
に
入
っ
た
も
の
を
総
当
た
り

の
よ
う
な
形
で
読
み
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
特
異
な
眼
を
持

つ
散
策
子
と
視
界
を
共
有
す
る
語
り
手
は
、
そ
れ
が
さ
も
当
然
か
の
よ
う
に
、

彼
の
視
界
を
訂
正
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
語
り
を
進
め
て
い
く
。

　

以
下
、
散
策
子
の
見
る
景
色
に
は
、
こ
の
よ
う
な
性
質
が
あ
る
こ
と
を
念
頭

に
置
い
て
読
み
解
い
て
い
く
。

う
な
顔
色
で
、
長
閑
か
に
鍬
を
使
ふ
様
子
が

―
あ
の
又
其
の
下
の
柔
な

土
に
、
し
っ
と
り
と
汗
ば
み
そ
う
な
、
散
り
こ
ぼ
れ
た
ら
紅
の
夕
陽
の
中

に
、
ひ
ら
〳
〵
と
入
っ
て
行
き
さ
う
な

―
暖
い
桃
の
花
を
、
燃
え
立
つ

ば
か
り
揺
ぶ
っ
て
頻
に
囀
っ
て
居
る
鳥
の
音
こ
そ
、
何
か
話
を
す
る
や
う

に
聞
か
う
け
れ
ど
も
、
人
の
聲
を
耳
に
し
て
、
そ
れ
が
自
分
を
呼
ぶ
の
だ

と
は
、
急
に
心
付
き
さ
う
も
な
い
、
恍う
っ
と
り惚
と
し
た
形
で
あ
っ
た
。	

（
一
）

こ
の
冒
頭
の
書
き
出
し
部
分
に
、
既
に
語
り
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
。
話
し
掛

け
た
「
親
仁
」
が
立
ち
ど
こ
ろ
に
返
事
を
し
た
こ
と
に
対
し
て
驚
く
理
由
と
し

て
周
囲
の
長
閑
さ
を
説
明
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、「
親
仁
」
の
風
貌
と
、
春
の

陽
光
と
、
地
面
の
土
や
花
、
鳥
の
声
と
を
ひ
と
続
き
で
描
写
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
人
間
で
あ
る
「
親
仁
」
と
、
そ
の
他
自
然
や
空
間
と
い
っ
た
も

の
を
同
列
に
見
て
い
る
の
だ
。
こ
の
散
策
子
の
眼
か
ら
見
る
と
、「
親
仁
」
は

風
景
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
散
策
子
に
と
っ
て
は
人
間
か
否

か
に
か
か
わ
ら
ず
、
視
界
に
入
る
す
べ
て
に
意
味
を
持
た
せ
る
余
地
が
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
、「
親
仁
」
か
ら
し
て
み
る
と
、
風
景
の
中
に
現
れ
た

自
分
以
外
の
唯
一
の
人
間
が
、
視
界
に
入
っ
た
時
点
で
何
ら
か
の
意
識
が
な
さ

れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
わ
ず
か
に
で
も
注
意
を
向
け
て
い
た
者
か
ら
声
を
掛

け
ら
れ
た
な
ら
ば
、
返
事
を
す
る
こ
と
が
ご
く
自
然
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

高
桑
法
子（　
8
）
は
、
こ
の
よ
う
な
描
写
を
、「
散
策
子
の
感
覚
装
置
に
お
こ

っ
て
い
る
異
常
性
を
空
間
化
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
、「
そ
の
よ
う
な
風
景

の
前
で
は
、
人
は
存
在
が
希
薄
」
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
原

因
を
散
策
子
の
置
か
れ
た
場
に
お
け
る
「
地
妖
」
に
求
め
て
い
る
の
だ
が
、

「
地
妖
」
が
散
策
子
に
影
響
し
て
い
る
以
外
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
散
策
子
が
元
来
人
間
と
風
景
と
を
区
別
し
て
と
ら
え
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そ
の
思
考
も
凡
人
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
要
で
あ
る
は

ず
の
存
在
は
薄
め
ら
れ
、
個
性
や
特
異
性
は
語
り
手
に
よ
っ
て
巧
妙
に
埋
没
さ

せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
語
り
手
が
基
本
的
に
、
散
策
子
と

視
界
を
共
有
す
る
語
り
の
手
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
散
策
子
へ
の

注
目
が
阻
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
、
語
り
手
が
彼
を
「
散
策
子
」
と
し
て
の
み
扱
う
こ
と
に
よ
り
、

物
語
を
意
図
的
に
動
か
す
立
場
か
ら
退
か
せ
る
意
識
が
働
い
て
い
る
と
い
え
な

い
だ
ろ
う
か
。
物
事
を
区
別
で
き
な
い
視
点
を
持
つ
散
策
子
の
視
界
情
報
を
整

理
し
な
い
ま
ま
語
り
、
ほ
と
ん
ど
散
策
子
と
同
化
し
た
存
在
で
あ
り
な
が
ら

も
、
時
折
散
策
子
か
ら
離
れ
、
散
策
子
自
身
に
は
確
立
し
得
な
い
、
没
個
性
的

な
散
策
子
像
を
提
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
情
報
を
取
捨
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、〈
接
続
〉
し
て
し
ま
う

散
策
子
は
、
自
ら
の
得
た
膨
大
な
視
界
情
報
を
語
り
手
に
語
ら
せ
る
こ
と
で
、

本
来
主
観
的
に
は
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
自
身
の
存
在
を
も
、
そ
の

風
景
の
な
か
に
埋
没
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

四　

上
書
き
さ
れ
る
認
識

　

一
方
的
な
視
界
情
報
で
は
、
基
本
的
に
焦
点
を
定
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
散

策
子
で
あ
る
が
、
会
話
と
い
う
他
者
と
の
交
流
か
ら
与
え
ら
れ
た
情
報
に
つ
い

て
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
取
り
込
ん
で
い
る
か
。
単
刀
直
入
に
述
べ
る
と
、

聴
覚
で
得
た
情
報
の
処
理
も
、
彼
の
視
覚
情
報
の
処
理
の
仕
方
と
同
様
で
あ

る
。
与
え
ら
れ
た
全
容
を
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
取
り
込
ん
で
い
る
の
だ
。
耳
で

認
識
し
た
言
語
情
報
を
す
べ
て
取
り
込
み
、
そ
こ
に
自
ら
の
判
断
を
加
え
ず
に

理
解
す
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
自
身
の
感
覚
器
官
で
直
接
得
た
情
報
に
し
ろ
、

三　

固
有
性
の
剥
奪

　

で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
視
点
を
持
つ
散
策
子
は
、
唯
一
無
二
の
特
異
性

を
押
し
出
さ
れ
た
人
物
像
を
持
つ
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

語
り
や
他
者
か
ら
の
表
象
に
お
い
て
は
、
徹
底
的
に
固
有
性
を
排
除
さ
れ
た
人

物
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
動
向
に
沿
っ
て
物
語
の
進
行
が
な
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
冒
頭
か

ら
一
貫
し
て
、
彼
は
「
散
策
子
」
と
し
て
登
場
す
る
の
み
で
あ
り
、
固
有
名
は

明
か
さ
れ
ず
、
彼
が
他
者
と
の
交
流
の
中
で
名
乗
る
こ
と
も
な
い
。
外
見
上
の

描
写
と
し
て
わ
か
る
も
の
は
、「
杖
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
と
、「
鳥
打
」
を
被

っ
て
い
る
こ
と
以
外
に
は
特
筆
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、「
一
件
は
ソ
レ
龍
の

如
き
も
の
歟
、
凡
慮
の
及
ぶ
處
で
な
い
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
彼
の
思
考
は
平

凡
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、「
靑
年
の
、
し
か
も
書
生
」
で

あ
る
と
い
う
発
言
や
、
村
の
機
織
り
の
女
二
人
を
見
か
け
た
際
に
は
、
立
ち
止

ま
っ
て
眺
め
る
こ
と
を
止
し
、「
西
洋
館
さ
へ
、
靑
異
人
、
赤
異
人
と
呼
ん
で

色
を
鬼
の
や
う
に
稱と
な
ふ
る
く
ら
ゐ
、
こ
ん
な
風
の
男
は
髯ひ
げ
が
な
く
て
も
（
帽シ
ャ
ッ
ポ子

被
り
）
と
言
ふ
と
聞
く
。
」
と
い
う
語
り
か
ら
、
自
身
が
村
の
者
と
は
異
な

り
、
近
代
に
お
け
る
都
会
人
の
格
好
で
あ
る
「
帽
子
被
り
」
と
い
う
容
貌
を
し

て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
の
が
窺
え
る
。
近
代
的
風
景
の
な
か
で
は
典
型

的
な
姿
で
あ
る
散
策
子
だ
が
、
そ
れ
が
こ
の
物
語
の
舞
台
で
あ
る
「
久
能
谷
」

と
い
う
田
園
風
景
に
置
か
れ
た
途
端
、
異
質
な
存
在
と
な
る
こ
と
に
は
散
策
子

は
自
覚
的
で
あ
る
。

　

だ
が
、
繰
り
返
す
よ
う
に
、
作
中
の
視
点
人
物
の
呼
び
名
で
あ
る
「
散
策

子
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
た
だ
自
由
に
歩
く
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ

れ
て
い
る
。
作
中
で
は
名
前
も
与
え
ら
れ
ず
、
土
地
と
の
結
び
つ
き
も
な
く
、
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も
表
れ
て
い
る
。
冒
頭
で
声
を
掛
け
た
「
親
仁
」
が
二
階
家
の
住
人
で
な
い
こ

と
を
確
認
す
る
と
、
散
策
子
は
「
こ
れ
を
機
に
、
分
か
れ
よ
う
と
」
す
る
。
一

方
で
「
親
仁
」
は
「
其
の
手
拭
を
、
裾
と
一
緒
に
、
下
か
ら
つ
ま
み
上
げ
る
や

う
に
帶
へ
挾
ん
で
、
指
を
腰
の
兩
提
げ
に
突
込
」
ん
で
、
散
策
子
と
の
会
話
を

継
続
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
こ
れ
で
は
直
ぐ
に
も
通
れ

な
い
」
こ
と
を
悟
る
が
、
な
お
も
「
何
ね
、
詰
ら
ん
事
さ
。
」
と
切
り
上
げ
よ

う
と
す
る
。
結
局
、「
親
仁
」
に
促
さ
れ
、
二
階
家
に
蛇
が
這
入
っ
た
こ
と
を

告
げ
る
こ
と
に
は
な
る
の
だ
が
、
物
事
に
深
入
り
し
な
い
姿
勢
が
窺
え
よ
う
。

　

岩
殿
寺
の
出
家
か
ら
「
客
人
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
く
際
に
も
、
以
下
の
よ

う
な
、
鸚
鵡
返
し
の
相
槌
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
そ
れ
は
見
る
こ
と
は
誰
に
で
も
出
來
ま
す
。
美
し
い
と
申
し
て
、
龍
宮

や
天
上
界
へ
參
ら
ね
ば
見
ら
れ
な
い
の
で
は
ご
ざ
ら
ん
で
、
」

「
ぢ
ゃ
現
在
居
る
ん
で
す
ね
。
」

「
居
り
ま
す
と
も
。
土
地
の
人
で
す
。
」

「
此
の
土
地
の
で
す
か
い
。
」

「
然
も
此
の
久
能
谷
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」

「
久
能
谷
の
、
」

「
貴
下
、
何
ん
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
、
今
日
此
處
へ
お
出
で
な
さ
る
に
は
、

其
の
家
の
前
を
、
御
通
行
に
な
り
ま
し
た
ら
う
で
、
」

「
其
の
美
人
の
住
居
の
前
を
で
す
か
。
」	

（
九
）

こ
の
後
、
出
家
に
よ
れ
ば
「
客
人
」
を
「
殺
し
た
」
と
い
う
「
み
を
」
の
家

が
、
行
き
に
見
た
二
階
家
で
あ
っ
た
の
を
知
り
散
策
子
は
「
慄
然
と
し
た
」
の

だ
が
、
そ
れ
も
声
に
は
出
さ
ず
、
出
家
は
「
何
ん
の
氣
も
つ
か
ず
に
」
話
を
続

他
者
の
思
考
を
通
し
て
提
供
さ
れ
た
情
報
に
し
ろ
、
時
間
を
か
け
て
思
考
し
、

判
断
を
下
さ
な
い
限
り
は
す
べ
て
同
列
に
処
理
さ
れ
、
常
に
新
た
な
情
報
で
思

考
を
上
書
き
す
る
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

『
春
昼
』
の
段
階
で
は
、
は
じ
め
、
柱
の
歌
の
詠
み
主
を
想
像
し
「
胸
は
そ
ゞ

ろ
に
時
め
い
た
」
散
策
子
が
、
出
家
の
語
り
に
導
か
れ
、「
み
を
」
を
恐
れ
る

こ
と
に
な
る
。「
丁と
ん
と
底
知
れ
ず
の
池
に
棲
む
、
ぬ
し
と
言
ふ
も
の
の
や
う
に
、

素
性
が
分
ら
ず
、
つ
ひ
ぞ
知
っ
た
も
の
も
な
い
様
子
。
」（
十
五
）
と
い
う
説

明
や
、「
牛
頭
馬
頭
で
逢
魔
時
の
浪
打
際
へ
引
立
て
て
で
も
行
く
や
う
に
思
は

れ
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
」（
十
六
）
と
い
う
文
句
は
、「
み
を
」
に
恋
を
し
て
い

た
「
客
人
」
が
溺
死
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
出
家
の
脚
色
が
明
ら
か
に
入
り
込

ん
で
い
る
描
写
で
あ
る
。『
春
昼
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
山
の
〈
怪
異
〉

ま
で
そ
の
脚
色
は
続
く
が
、
散
策
子
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
寺
を
去

る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
様
子
は
、『
春
昼
後
刻
』
冒
頭
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。

差
當
り
、
出
家
の
物
語
に
つ
い
て
、
何
ん
の
思
慮
も
な
く
、
批
評
も
出
來

ず
、
感
想
も
陳
べ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
言
は
れ
た
事
、
話
さ
れ
た
だ
け

を
、
不の
こ
ら
ず殘
鵜
呑
み
に
し
て
、
天あ
た
ま窓
か
ら
詰
込
ん
で
、
胸
が
膨
れ
る
ま
で
に

な
っ
た
か
ら
、
獨ひ
と
り
靜
に
歩
行
き
な
が
ら
、
消
化
し
て
胃
の
腑
に
落
ち
つ

け
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
。	

（
二
十
四
）

特
に
、「
客
人
」
の
死
に
関
し
て
は
、
散
策
子
は
出
家
に
与
え
ら
れ
る
情
報
以

外
は
知
り
得
な
い
。
こ
こ
で
は
一
旦
、
完
全
な
る
聞
き
手
、
物
語
の
枠
の
外
か

ら
の
傍
観
者
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
〈
傍
観
〉
す
る
行
為
に
関
連
し
て
、
第
二
節
で
、
散
策
子
が
他
者
と
積

極
的
な
交
流
を
図
ろ
う
と
し
て
い
な
い
旨
を
述
べ
た
が
、
そ
の
姿
勢
は
会
話
に
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の
展
開
と
も
い
え
る
。
語
り
手
に
よ
っ
て
散
策
子
は
、
偶
然
と
い
う
自
分
の
意

思
や
力
の
及
ば
な
い
も
の
に
身
を
任
せ
、
専
ら
語
り
手
や
読
者
に
対
し
て
限
り

な
く
元
の
形
を
保
っ
た
外
部
情
報
を
伝
え
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
視
点
人
物
の

立
場
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
章　

散
策
子
の
主
張

一　
「
名
」
へ
の
こ
だ
わ
り

　

第
一
章
で
は
主
に
、
散
策
子
の
物
事
を
区
別
で
き
ず
に
〈
接
続
〉
す
る
性
質

に
つ
い
て
分
析
し
、
視
点
人
物
で
あ
り
な
が
ら
も
主
体
性
が
欠
如
し
、
語
り
手

か
ら
は
固
有
性
の
剥
奪
さ
れ
た
〈
目
撃
者
〉
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
述
べ
た
。
散
策
子
の
性
質
を
以
て
物
語
展
開
を
受
け
入
れ
続
け
る
姿
勢
こ
そ

が
、
結
末
の
「
夢
の
契
」
を
成
就
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
鍵
と
な
っ
て
い
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
一
方
で
、
受
動
的
で
あ
り
続
け
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
こ

の
物
語
の
中
心
で
あ
る
、「
客
人
」
と
「
み
を
」
の
恋
の
因
果
に
巻
き
込
ま
れ

て
し
ま
う
危
険
性
も
孕
ん
で
い
る
の
だ
。

　

ま
た
、
語
り
手
と
同
化
し
、
意
見
を
表
出
し
な
い
よ
う
に
み
え
る
散
策
子
で

あ
れ
、
物
事
を
判
断
し
、
解
釈
す
る
人
間
と
し
て
の
意
見
も
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
。
語
り
手
と
解
釈
を
共
に
し
て
い
る
部
分
、
あ
る
い
は
語
り
手
独
自
の
解
釈

が
地
の
文
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
語
り
手
か
ら
離
れ
、
完
全
に
散
策
子
独
自
の
意

見
が
表
れ
て
い
る
の
が
発
話
部
分
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
章
で
は
、「
客
人
」
と
の
同
一
視
を
拒
み
、「
み
を
」
の
恋
の
当
事
者
に
な

ら
な
い
よ
う
、
散
策
子
の
意
思
が
作
用
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
散
策
子
自
身
の
信
条
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
発
話
部
分
に

け
る
。
仮
に
散
策
子
が
、
こ
こ
で
気
づ
か
れ
る
ほ
ど
の
驚
き
を
表
現
し
て
い
た

な
ら
ば
、
出
家
が
反
応
し
、
発
言
の
番
が
彼
に
回
っ
て
来
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ま

た
、
寺
を
去
る
時
に
は
、
出
家
は
「
客
人
」
が
死
の
直
前
に
い
た
と
さ
れ
る

「
蛇
の
矢
倉
」
を
案
内
し
よ
う
と
散
策
子
を
誘
う
の
で
あ
る
が
、
散
策
子
は

「
此
の
際
、
勸
音
の
御
堂
の
背
後
へ
通
り
越
す
心
持
は
し
な
か
っ
た
」
と
し
て

断
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
自
身
も
怪
談
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
を
回
避
す

る
た
め
に
と
っ
た
行
動
と
も
い
え
る
し
、
語
ら
れ
て
い
る
通
り
、「
獨
り
靜
に

歩
行
き
な
が
ら
、
消
化
し
て
胃
の
腑
に
落
ち
つ
け
よ
う
」
と
考
え
て
の
行
動
で

あ
る
と
も
い
え
、
膨
大
な
情
報
を
受
け
取
る
ば
か
り
の
散
策
子
は
、
そ
れ
ら
の

理
解
に
時
間
を
要
し
、
思
考
判
断
し
て
回
答
を
す
る
ま
で
に
遅
延
が
発
生
し
て

い
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
即
座
に
返
答
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
に
、
対
話
で
は
な
く
相
槌
を
打
つ
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、「
み
を
」
が
『
春
昼
後
刻
』
で
散
策
子
を
待
ち
受
け
る
き
っ
か
け

と
な
る
青
大
将
の
侵
入
も
、「
客
人
」
の
「
こ
が
れ
死
」
と
い
う
『
春
昼
』
の

核
と
な
る
部
分
も
、
散
策
子
が
た
だ
目
撃
者
、
聞
き
手
と
な
り
、
自
身
の
内
に

情
報
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
く
の
み
で
あ
り
、
散
策
子
は
受
動
的
に
物
語
の
展

開
を
傍
観
す
る
立
場
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
深
入
り
し
な
い
姿
勢
も
、
相

槌
を
打
ち
、
物
語
の
進
行
を
阻
害
し
な
い
態
度
も
、
視
点
人
物
で
あ
る
散
策
子

が
『
春
昼
後
刻
』
の
終
結
ま
で
を
見
届
け
る
〈
目
撃
者
〉
と
な
っ
て
解
釈
を
す

る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
展
開
は
、
散
策
子
が
怪
談
を

恐
れ
る
危
機
意
識
か
ら
の
み
成
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
物
語
の
中
心
と
な
る

話
と
し
て
、
散
策
子
の
知
り
得
な
い
情
報
が
外
部
か
ら
多
く
与
え
ら
れ
、
情
報

を
「
批
評
も
出
來
ず
、
感
想
も
陳
べ
ら
れ
」
な
い
ま
ま
、
彼
は
自
然
と
傍
観

し
、
聞
き
手
と
な
る
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
や
は
り
、

作
中
で
彼
の
役
割
が
単
な
る
「
散
策
子
」
と
し
て
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
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り
、
色
彩
を
裝
っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
言
ふ
ん
で
す
か
。
人
間
だ
っ

て
、
皮
、
血
、
肉
、
五
臟
、
六
腑
、
そ
ん
な
も
の
で
束
ね
あ
げ
て
、
是
に

衣
も
の
を
着
せ
る
ん
で
す
。
第
一
貴
下
、
美
人
だ
っ
て
、
た
か
が
そ
れ
ま

で
の
も
ん
だ
。

　

し
か
し
、
人
に
は
靈
魂
が
あ
る
、
偶
像
に
は
そ
れ
が
な
い
、
と
言
ふ
か

も
知
れ
ん
。
其
の
、
貴
下
、
其
の
貴
下
、
靈
魂
が
何
だ
か
分
ら
な
い
か

ら
、
迷
ひ
も
す
る
、
悟
り
も
す
る
、
危
み
も
す
る
、
安
心
も
す
る
、
拜
み

も
す
る
、
信
心
も
す
る
ん
で
す
も
の
。

　

的
が
な
く
っ
て
弓
の
修
業
が
出
來
ま
す
か
。
輕
業
、
手
品
だ
っ
て
學
ば

ね
ば
な
ら
ん
の
で
す
。

　

偶
像
は
要
ら
な
い
と
言
ふ
人
に
、
そ
ん
な
ら
、
戀
人
は
唯
だ
慕
ふ
、
愛

す
る
、
こ
が
る
ゝ
だ
け
で
、
一
緒
に
な
ら
ん
で
も
可
い
の
か
。
姿
を
見
ん

で
も
可
い
の
か
。
姿
を
見
た
ば
か
り
で
、
口
を
利
か
ず
と
も
、
口
を
利
い

た
ば
か
り
で
、
手
に
縋
ら
ず
と
も
、
手
に
縋
っ
た
だ
け
で
、
寢
な
い
で

も
、
可
い
の
か
、
と
聞
い
て
御
覽
な
さ
い
。

　

せ
め
て
夢
に
で
も
、
其
の
人
に
逢
ひ
た
い
の
が
實
情
で
す
。
そ
ら
、
幻

に
で
も
神
佛
を
み
た
い
で
せ
う
。

　

釋
迦
、
文
殊
、
普
賢
、
勢
至
、
勸
音
、
御
像
は
難あ
り
が
た有
い
譯
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
」	

（
八
）

　

こ
れ
は
、
出
家
が
「
近
頃
」
の
仏
教
の
立
ち
位
置
が
弱
ま
っ
て
い
る
こ
と
に

遠
慮
し
、
仏
像
な
ど
の
姿
が
偶
像
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
語
っ
た
こ
と
に
対
す
る

散
策
子
の
反
論
で
あ
る
。
名
を
以
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人
や
仏
を
区
別
す
る
こ
と

や
、
想
う
相
手
の
実
体
が
あ
り
、
明
確
に
そ
の
対
象
を
認
識
で
き
る
状
態
の
重

要
性
を
説
い
て
い
る
の
だ
。
一
見
す
る
と
こ
の
場
で
の
仏
教
問
答
と
し
て
も
完

も
注
目
し
、
語
り
手
や
外
部
に
よ
っ
て
印
象
付
け
ら
れ
た
〈
没
個
性
〉
や
「
客

人
」
と
の
混
同
に
抗
う
よ
う
に
し
て
自
己
を
主
張
す
る
、
地
の
文
か
ら
独
立
し

た
散
策
子
の
在
り
様
を
論
じ
て
い
く
。

　

ま
ず
、
岩
殿
寺
の
内
に
貼
ら
れ
た
巡
拝
札
を
見
渡
す
際
に
は
地
の
文
で
そ
の

眼
か
ら
見
え
る
情
景
と
、「
理
想
」
が
語
ら
れ
る
。

　

さ
れ
ば
是
な
る
彫
金
、
魚
政
は
じ
め
、
此
處
に
靈
魂
の
通
う
證し
ょ
う
こ據
に

は
、
い
づ
れ
も
巡
拝
の
札
を
見
た
だ
け
で
、
ど
れ
も
こ
れ
も
、
女
名
前
の

も
、
略
々
其
の
容
貌
と
、
風
采
と
、
從
っ
て
そ
の
擧
動
ま
で
が
、
朦
朧
と

し
て
影
の
如
く
目
に
浮
ぶ
で
は
な
い
か
。

　

彼
の
新
聞
で
披
露
す
る
、
諸
種
の
義
捐
金
や
、
建
札
の
表
に
揭
示
す
る

寄
付
金
の
署
名
が
寫
實
で
あ
る
時
に
、
こ
れ
は
理
想
で
あ
る
と
い
っ
て
も

可
か
ろ
う
。	

（
五
）

続
い
て
、
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
よ
う
に
し
て
、
散
策
子
は
出
家
に
対
し
、「
何
う

し
た
も
の
か
、
じ
り
〳
〵
と
膝
を
向
け
直
し
て
」
自
ら
の
意
見
を
熱
弁
す
る
の

で
あ
る
。
少
々
長
い
が
以
下
に
引
用
す
る
。

　
「
唯
、
人
と
言
え
ば
、
他
人
で
す
、
何
で
も
な
い
。
是
に
名
が
つ
き
ま

せ
う
。
名
が
つ
き
ま
す
と
、
父
と
な
り
ま
す
、
母
と
な
り
、
兄
と
な
り
、

姉
と
な
り
ま
す
。
其
處
で
、
其
の
人
た
ち
を
、
唯
、
人
に
し
て
扱
ひ
ま

す
か
。

　

偶
像
も
同
一
で
す
。
唯
偶
像
な
ら
何
で
も
な
い
、
此
の
御
堂
の
は
勸
世

音
で
す
、
信
仰
を
す
る
ん
で
せ
う
。

　

ぢ
ゃ
、
偶
像
は
、
木
、
金か
ね
、
乃
至
、
土
。
そ
れ
を
金
銀
、
珠
玉
で
飾
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こ
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
両
者
の
在
り
方
に
対
す
る
考
え
方
が
、
こ
の

場
面
だ
け
で
な
く
、『
春
昼
後
刻
』
に
お
け
る
「
み
を
」
と
の
会
話
や
、
結
末

の
「
み
を
」
の
死
と
い
う
物
語
全
体
の
解
釈
の
仕
方
に
も
繋
が
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。

二　

同
一
視
に
抗
う
散
策
子

　

前
節
で
挙
げ
た
「
寫
實
」
と
「
靈
魂
」
の
一
体
化
し
た
「
理
想
」
は
、
主
に

物
語
の
解
釈
に
関
係
し
て
く
る
の
だ
が
、
散
策
子
が
熱
意
を
持
っ
て
「
名
」
と

い
う
客
観
的
〈
区
別
〉
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
単
に
散
策
子
自

身
の
自
己
主
張
と
も
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
第
一
章
に
て
説
明
し
た
よ
う
に
、
散

策
子
は
視
界
に
映
る
他
を
〈
接
続
〉
し
て
し
ま
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
自
身

は
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
執
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
散
策
子
は
固
有
性
の
与
え
ら
れ
て
い
な
い
人
物
で

あ
る
。
そ
し
て
、「
客
人
」
は
出
家
に
よ
っ
て
名
前
や
職
業
な
ど
、「
婦
人
と
の

模
様
」
以
外
の
す
べ
て
の
情
報
を
隠
さ
れ
た
ま
ま
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
様
子
を
伝
え
る
語
り
手
に
よ
っ
て
同
様
に
個
性
を
隠
さ
れ
た
二
者
は
度
々
混

同
さ
れ
、
同
一
視
さ
れ
て
し
ま
う
。
作
中
で
は
、
彼
が
関
わ
る
人
物
で
あ
る
出

家
と
「
み
を
」
の
両
者
か
ら
そ
の
印
象
付
け
が
な
さ
れ
る
が
、
散
策
子
は
殊
に

「
客
人
」
の
恋
の
相
手
で
あ
る
「
み
を
」
に
対
し
て
、
明
確
な
意
思
を
持
っ
て

否
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
「（
前
略
）
其
の
貴
下
、
う
た
ゝ
寐
の
歌
を
、
其
處
へ
書
き
ま
し
た
、
婦

人
の
た
め
に
…
…
ま
あ
、
言
っ
て
見
ま
す
れ
ば
戀
煩
ひ
、
い
や
、
こ
が
れ

死
を
な
す
っ
た
と
申
す
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
早
い
話
が
、
」

結
す
る
。
し
か
し
、
出
家
が
「
う
た
ゝ
寐
に
…
…
」
の
和
歌
に
つ
い
て
、「
戀

歌
を
書
き
散
ら
し
て
参
っ
た
。
怪
し
か
ら
ぬ
事
」
で
「
み
だ
ら
な
心
」
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
の
を
、
散
策
子
の
話
を
聞
い
て
「
勸
世
音
に
あ
こ
が
る
ゝ
心
」

で
あ
る
と
解
釈
を
組
み
替
え
た
の
と
反
対
に
、
散
策
子
の
、
直
接
的
に
は
仏
教

問
答
で
あ
る
こ
の
熱
弁
を
、
宗
教
だ
け
で
な
く
、
恋
や
人
生
そ
の
も
の
に
対
す

る
見
方
と
し
て
と
ら
え
直
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
こ
の
散

策
子
の
「
名
」
や
「
姿
」
と
い
っ
た
も
の
へ
の
こ
だ
わ
り
が
、
自
身
を
含
む
そ

れ
ぞ
れ
の
存
在
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
と
と
も
に
、『
春
昼
後
刻
』
の
結
末
部
分
の
解
釈
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
も
の

と
し
て
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
。
安
藤
香
苗（　
9
）
は
、
散
策
子
の
持

つ
信
条
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
。

散
策
子
も
し
く
は
地
の
文
が
「
名
」「
巡
拝
の
札
」「
偶
像
」
と
呼
ぶ
も
の

を
〈
か
た
ち
が
あ
り
、
目
に
見
え
る
も
の
〉
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
広
く
一
般
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
な
実
質
を
持
つ
〈
か
た
ち
〉
と

し
て
の
み
そ
れ
ら
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
れ
ら
は
散
策
子
が
述
べ
る
と
こ

ろ
の
「
寫
實
」
と
な
る
。
そ
こ
に
「
靈
魂
」
の
宿
り
を
信
じ
る
と
き
に
初

め
て
「
理
想
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
散
策
子
側
は
単
に
〈
か
た

ち
〉
よ
り
も
「
靈
魂
」
を
優
位
に
置
く
精
神
主
義
的
な
主
張
を
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
散
策
子
は
あ
く
ま
で
「
偶
像
」
の
必
要
性
を
説
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
散
策
子
の
理
想
で
は
「
名
」
な
ど
「
寫
實
」
的
な
物
質
を
残

し
、「
広
く
一
般
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
な
実
質
を
持
つ
」、
つ
ま
り
、
客
観
的

に
区
別
さ
れ
得
る
状
態
で
あ
る
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
と
、「
靈
魂
」
を
信
じ
る
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が
浮
上
し
、
物
語
展
開
の
当
事
者
へ
と
転
向
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る

と
、
既
に
死
亡
し
た
「
客
人
」
と
「
み
を
」
が
結
ば
れ
る
必
要
が
な
く
な
り
、

「
夢
の
契
」
が
成
立
す
る
こ
と
も
な
く
な
る
。「
客
人
」
は
た
だ
一
方
的
に
恋
を

し
、
怪
異
に
遭
遇
し
た
の
ち
に
悲
惨
な
死
を
遂
げ
た
人
物
と
し
て
、
作
中
に
登

場
す
る
者
と
し
て
は
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
散
策
子

も
「
客
人
」
と
同
様
の
道
を
辿
り
、
死
を
迎
え
る
展
開
も
予
想
で
き
な
い
だ
ろ

う
か
。
東
郷
克
美（　
10
）
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

み
を
は
客
人
に
つ
い
て
直
接
言
及
す
る
こ
と
は
一
切
な
い
が
、
こ
の
よ
う

な
語
り
の
混
乱
の
中
で
、
客
人
と
散
策
子
と
の
混
交
・
二
重
化
が
行
わ

れ
、
散
策
子
自
身
そ
れ
を
欲
望
す
る
か
の
よ
う
に
、
客
人
を
模
倣
し
、
客

人
と
み
を
と
の
間
に
あ
り
え
た
か
も
し
れ
ぬ
恋
の
感
応
を
代
行
す
る
二
重

身
的
な
気
分
を
誘
い
出
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
自
他
の
境
界
感
覚
を
し

だ
い
に
失
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
境
界
を
区
別
し
な
い
感
覚
器
官
を
も
つ
散
策
子

は
、「
み
を
」
の
言
葉
を
呑
み
込
み
、
東
郷
の
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
自
他
の

境
界
感
覚
」
を
も
失
い
つ
つ
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
先
述
の
よ
う

に
、
語
り
手
に
よ
っ
て
散
策
子
の
固
有
性
が
徹
底
的
に
ぼ
か
さ
れ
て
い
た
こ
と

で
、
こ
の
「
客
人
」
と
の
混
同
、
自
己
像
幻
視
の
展
開
に
誘
導
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
散
策
子
が
「
み
を
」
と
出
会
い
、
死
ん
だ
「
客
人
」
に
成
り
代
わ
っ
て

「
契
」
の
張
本
人
と
な
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
散
策

子
は
こ
の
場
面
で
、
自
己
の
存
在
を
「
客
人
」
と
区
別
さ
れ
る
べ
く
は
っ
き
り

と
線
引
き
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
「
客
人
」
と
〈
接
続
〉
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
自
己
の
存
在
を
区
別
す
る
、
あ
る
い
は
客
観
的
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
求
め

　
「
ま
あ
、
今
時
、
ど
ん
な
、
男
で
す
。
」

　
「
丁
ど
貴
下
の
よ
う
な
方
で
、
」

　

呀
？　

茶
釜
で
な
く
、
這こ

の般
文ぶ
ん
福ぶ
く
和お
し
ょ
う尚
、
澁
茶
に
あ
ら
ぬ
振
舞
の
三
十

棒
、
思
わ
ず
後し
り
へに
瞠
若
と
し
て
、
…
…
唯
苦
笑
す
る
而の

み已
…
…	

（
九
）

『
春
昼
』
で
出
家
か
ら
同
一
視
さ
れ
る
場
面
で
は
、
散
策
子
は
驚
く
ば
か
り
で

あ
る
が
、「
客
人
」
の
恋
の
顛
末
を
聞
い
た
後
の
出
来
事
で
あ
る
『
春
昼
後
刻
』

で
は
、
以
下
の
よ
う
に
頑
な
な
態
度
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
然
う
云
ふ
お
心
持
で
う
た
ゝ
寐
で
も
し
ま
し
た
ら
、
ど
ん
な
夢
を
見

る
で
せ
う
な
。
」

　
「
矢
張
、
貴
下
の
お
姿
を
見
ま
す
わ
。
」

　
「
え
ゝ
、
」

　
「
此
處
に
恁
う
や
っ
て
居
り
ま
す
よ
う
な
。
ほ
ゝ
ほ
ゝ
。
」

と
言
い
知
ら
ず
あ
で
や
か
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
い
や
、
串
戯
は
よ
し
て
、
そ
の
貴
女
、
恋
し
い
、
慕
は
し
い
、
而そ

し

て
ど
う
し
て
も
、
最
う
逢
へ
な
い
、
と
お
言
ひ
な
す
っ
た
、
そ
の
方
の
事

を
御
覽
に
な
さ
る
で
せ
う
ね
。
」

　
「
そ
の
貴
下
に
肖に

た
、
」

　
「
否い
ゝ
えさ
、
」	

（
三
十
）

「
み
を
」
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
、
そ
の
日
会
っ
た
ば
か
り
の
は
ず
で
あ
る
「
貴

下
の
お
姿
」
が
想
像
さ
れ
る
の
だ
と
告
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
散
策
子
に
「
み

を
」
を
意
識
さ
せ
る
意
図
が
み
え
る
が
、
仮
に
、
散
策
子
が
こ
の
「
客
人
」
と

の
同
一
視
を
受
け
入
れ
た
な
ら
ば
、
散
策
子
が
「
み
を
」
と
結
ば
れ
る
可
能
性
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た
御
新
姐
は
、
何
ん
と
な
く
物
寂
し
い
、
快
か
ら
ぬ
、
滅
入
っ
た
容
子
に

見
え
て
、
も
の
あ
は
れ
に
、
命
が
け
に
で
も
其
奴
等
の
中
か
ら
救
っ
て
遣

り
た
い
感
じ
が
起
っ
た
。（
後
略
）」	

（
十
五
）

　
「
客
人
」
は
「
み
を
」
と
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
も
な
い
ま
ま
に
恋
を
し
、
自

身
の
内
側
か
ら
生
ま
れ
た
、
執
着
と
も
い
え
る
よ
う
な
思
い
込
み
を
強
め
て
い

く
。
一
方
で
、
散
策
子
は
、
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
み
を
」
に
対
す
る
恐
れ

な
ど
の
先
入
観
を
、
交
流
し
、
話
を
聞
き
、
共
感
す
る
こ
と
で
取
り
払
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。「
客
人
」
は
「
み
を
」
が
電
話
を
す
る
声
を
聞
き
、
そ
の
内
容

を
自
身
へ
の
も
の
で
あ
る
と
思
い
込
ん
だ
の
か
、
そ
の
後
、
自
身
の
ド
ッ
ペ
ル

ゲ
ン
ガ
ー
と
「
み
を
」
の
姿
を
目
撃
す
る
こ
と
と
な
る
山
へ
向
か
っ
た
。
東

郷（　
11
）
が
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
妄
執
が
山
中
他
界
の
結
界
を
越
え
さ
せ
、

あ
の
自
己
像
幻
視
を
体
験
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
」
と
す
れ
ば
、「
客
人
」
と
の

同
一
視
を
拒
む
の
み
な
ら
ず
、「
み
を
」
へ
の
先
入
観
や
「
妄
執
」
を
撤
廃
し
、

彼
女
の
精
神
へ
の
共
感
を
す
る
こ
と
で
、
散
策
子
は
恋
の
当
事
者
と
な
る
こ

と
も
な
く
、
死
の
危
険
に
瀕
す
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
た
の
だ
と
い
え
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

ま
た
、
客
人
と
の
混
同
さ
れ
る
の
を
拒
ん
だ
散
策
子
が
「
客
人
」
や
「
こ
が

れ
死
」
自
体
を
否
定
的
に
み
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
出
家
や

「
み
を
」
と
い
う
、
出
家
か
ら
「
客
人
」
に
つ
い
て
聞
く
場
面
で
は
、「
あ
や
か

り
た
い
人
」
だ
と
し
て
彼
に
共
感
し
、
出
家
が
「
迷
ひ
ぢ
ゃ
ね
」、「
無
理
な
こ

と
」
な
ど
と
一
蹴
し
て
い
る
「
客
人
」
の
行
動
や
発
言
に
対
し
て
「
聊
か
論
ず

る
口く
ち
ぶ
り吻
」
に
ま
で
な
っ
て
肯
定
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
聞
い
た
情
報
を
鵜
呑
み
に
し
、
自
身
に
落
と
し
込
ん
で
し
ま
う
散

策
子
が
、
出
家
の
付
け
加
え
た
否
定
的
な
「
客
人
」
像
に
反
対
し
、「
客
人
」

る
こ
と
で
、
再
び
傍
観
す
る
立
場
へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
の
だ
。

　

前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
散
策
子
は
「
名
」
と
い
う
固
有
性
の
あ
る
も
の
に

固
執
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
面
で
も
、
自
他
の
区
別
や
固
有
性
を
強

調
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ
て
『
春

昼
』『
春
昼
後
刻
』
の
物
語
の
中
心
で
あ
る
恋
の
成
就
か
ら
は
外
れ
て
い
く
と

い
う
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
自
己
矛
盾
に
陥
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
だ
が
、
彼
が

そ
う
し
て
「
客
人
」
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
を
拒
み
続
け
る
こ
と
で
、『
春
昼
』

『
春
昼
後
刻
』
の
物
語
の
破
綻
は
防
が
れ
る
の
で
あ
る
。
散
策
子
の
眼
に
沿
っ

て
語
り
続
け
て
い
る
と
、
散
策
子
が
途
中
で
「
客
人
」
と
同
様
の
展
開
に
陥
る

こ
と
に
な
っ
た
は
ず
だ
が
、
自
身
の
特
質
に
抗
う
よ
う
に
区
別
、
す
な
わ
ち

〈
解
体
〉
を
志
向
す
る
こ
と
で
、
物
語
は
彼
を
巻
き
込
ま
な
い
ま
ま
、
さ
ら
な

る
展
開
を
迎
え
る
の
だ
。

三　
「
客
人
」
と
の
相
違
点
・
共
感

　
「
み
を
」
と
の
会
話
の
中
で
散
策
子
は
「
客
人
」
と
同
一
視
さ
れ
る
の
を
拒

ん
だ
こ
と
を
述
べ
た
が
、
実
際
、「
み
を
」
と
の
関
わ
り
の
持
ち
方
で
、
散
策

子
は
、「
客
人
」
と
は
異
な
る
経
緯
を
辿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
客
人
」
は
、

出
家
の
説
明
す
る
限
り
で
は
、
四
度
、「
み
を
」
を
見
か
け
た
り
、
す
れ
違
っ

た
り
し
た
の
み
で
あ
り
、
三
度
目
に
「
み
を
」
が
五
人
の
男
と
歩
い
て
い
る
の

を
見
て
、
以
下
の
様
子
だ
っ
た
と
い
う
。

　
「（
前
略
）
此
れ
が
、
不
思
議
に
客
人
の
氣
を
惡
く
し
て
、
入
相
の
浪
も

物
凄
く
な
り
か
け
た
折
か
ら
な
り
、
彼
の
、
赤
鬼
靑
鬼
な
る
も
の
が
、
か

よ
わ
い
人
を
冥
土
へ
引
立
て
て
行
く
や
う
で
、
思
ひ
な
し
か
、
引
挾
ま
れ
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四　
「
み
を
」
の
想
い
の
聞
き
手

　

前
節
で
言
及
し
た
散
策
子
の
「
み
を
」
へ
の
共
感
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
散

策
子
自
身
も
意
図
し
な
い
流
れ
で
成
立
す
る
。「
み
を
」
の
語
り
を
聞
く
う
ち

に
そ
の
感
性
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
彼
の
様
子
を
追
っ
て
い
く
。

　

散
策
子
が
情
報
を
鵜
呑
み
に
し
て
し
ま
う
性
質
を
持
つ
こ
と
は
先
に
述
べ
た

が
、
彼
が
「
み
を
」
と
出
会
う
場
面
で
は
、
出
家
か
ら
与
え
ら
れ
た
、
得
体
の

し
れ
な
い
恐
ろ
し
い
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
ず
っ
て
お
り
、
既
に
彼
の
行
動
の

判
断
材
料
と
な
る
力
を
持
っ
た
情
報
と
な
っ
て
い
る
。
土
の
上
に
脱
い
だ
「
み

を
」
の
雪
駄
を
「
鬼
の
脱
い
だ
其
の
沓
」
と
見
、「
我
知
ら
ず
肩
を
聳
や
か
」

し
、「
杖
を
ぐ
い
と
振
っ
て
、
九
字
を
切
り
か
け
て
」
通
り
か
か
ろ
う
と
す
る

の
だ
。
声
を
掛
け
ら
れ
た
際
に
は
、「
遁に

げ
路
を
見
て
置
く
」
状
態
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、「
み
を
」
を
恐
れ
、
距
離
を
置
こ
う
と
試
み
る
散
策
子
で

あ
る
が
、
そ
の
後
の
場
面
で
「
み
を
」
の
言
葉
を
や
は
り
文
字
通
り
に
受
け
取

る
情
報
処
理
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
彼
の
逃
げ
腰
は
打
ち
砕
か
れ
る
の
だ
。

　
「
否
、
寢
て
居
た
ん
ぢ
ゃ
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
貴
下
の
お
姿
を

拜
み
ま
す
と
、
急
に
心
持
が
惡
く
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
寢
た
ん
で
す
。
」

「
こ
れ
は
酷
い
、
酷
い
よ
、
貴
女
は
。
」	

（
二
十
七
）

散
策
子
の
姿
を
見
た
「
み
を
」
が
告
げ
た
「
心
持
が
惡
く
な
っ
た
」
と
い
う
言

葉
を
字
義
通
り
に
受
け
止
め
た
散
策
子
は
憤
り
な
が
ら
「
棄
て
身
に
衝
と
寄
り

進
ん
で
」、「
み
を
」
を
問
い
詰
め
る
。
こ
こ
で
会
話
の
主
導
権
を
握
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
散
策
子
だ
が
、
以
下
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
失
敗
に
終
わ
る
の
で

あ
る
。

に
共
感
す
る
こ
と
は
矛
盾
を
生
じ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
村
の
共
通
の
噂

を
元
手
に
「
み
を
」
の
こ
と
を
語
る
出
家
と
は
異
な
り
、
出
家
が
実
際
に
寺
に

「
客
人
」
を
泊
め
て
日
々
の
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
、
彼
の
当
時
の
発
言
を

引
用
す
る
形
で
語
っ
た
こ
と
が
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
出
家
が
「
客
人
」

と
の
や
り
と
り
や
彼
か
ら
聞
い
た
出
来
事
を
、「
客
人
」
の
言
葉
を
引
用
し
て

語
る
こ
と
で
、
松
浦
祥
子（　
12
）
の
述
べ
る
よ
う
に
「
ま
る
で
客
人
自
身
が
散
策

子
の
前
で
語
る
よ
う
に
住
職
に
よ
り
演
じ
ら
れ
」
て
い
る
の
で
あ
る
。
散
策
子

は
、
出
家
か
ら
聞
い
た
内
容
を
、
あ
た
か
も
「
客
人
」
か
ら
直
接
聞
い
た
も
の

で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
り
、「
客
人
」
に
同
調
し
た
の
だ
。

　

既
に
他
者
に
よ
る
描
写
で
の
み
そ
の
人
物
像
が
語
ら
れ
う
る
「
客
人
」
の
行

動
や
想
い
を
肯
定
し
、
共
感
す
る
こ
と
で
、「
夢
の
契
」
で
結
ば
れ
る
こ
と
と

な
る
二
人
の
男
女
の
、「
未
來
」
の
実
現
を
想
像
さ
せ
る
契
機
を
創
り
出
し
て

い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
散
策
子
に
よ
る
肯
定
は
、
既
に
「
客

人
」
の
死
後
で
あ
る
た
め
、
作
中
事
実
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
作
中
で
の

事
件
に
影
響
を
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
結
末
に
繋
が
る
解
釈
の

可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
に
は
な
る
の
で
あ
る
。

　

散
策
子
は
、
あ
ら
ゆ
る
外
部
情
報
を
取
り
込
ん
で
〈
接
続
〉
し
て
し
ま
う
性

質
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
抗
う
よ
う
に
し
て
区
別
す
る
、
区
別
さ
れ
る
こ

と
、
言
い
換
え
る
と
〈
解
体
〉
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
、
自
己
の
存
在
を
主
張

す
る
。
そ
う
し
て
い
く
う
ち
に
、「
客
人
」
と
の
差
異
が
生
ま
れ
な
が
ら
も
、

「
み
を
」
と
「
客
人
」
の
両
者
に
共
感
し
、
自
然
と
「
夢
の
契
」
の
存
在
を
肯

定
す
る
〈
目
撃
者
〉
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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「
貴
下
、
眞ほ
ん
個と
う
に
未
來
と
云
ふ
も
の
は
あ
り
ま
す
も
の
で
ご
ざ
い
ま
せ

う
か
知
ら
。
」

　
「
…
…
…
…
」

　
「
も
し
あ
る
も
の
と
極
り
ま
す
な
ら
、
地
獄
で
も
極
楽
で
も
構
ひ
ま
せ

ん
。
逢
ひ
た
い
人
が
其
處
に
居
る
ん
な
ら
。
さ
っ
さ
と
其
處
へ
行
け
ば
宜

し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
」

と
土
筆
の
た
け
の
指
白
う
、
又
う
つ
ゝ
な
げ
に
草
を
摘
み
、
摘
み
、

　
「
屹
と
然
う
と
極
り
ま
せ
ん
か
ら
、
も
し
か
、
死
ん
で
其
れ
っ
切
り
に

な
っ
て
は
情
な
い
ん
で
す
も
の
。
其
く
ら
ゐ
な
ら
、
生
き
て
居
て
思
ひ
惱

ん
で
、
煩
ら
っ
て
、
段
々
消
え
て
行
き
ま
す
方
が
、
幾
干
か
增
だ
と
思
ひ

ま
す
。
忘
れ
な
い
で
、
何
時
ま
で
も
、
何
時
ま
で
も
、
」	

（
三
十
二
）

　

こ
の
部
分
は
、『
春
昼
後
刻
』
の
結
末
に
お
い
て
こ
の
問
い
に
対
す
る
回
答

を
得
る
た
め
に
重
大
な
意
味
を
持
つ
。
前
提
と
し
て
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
物

語
は
散
策
子
が
見
聞
き
し
た
情
報
で
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
み
を
」
に
音

声
と
し
て
心
の
内
を
語
ら
せ
、
そ
れ
を
散
策
子
自
身
の
耳
で
聞
く
必
要
が
あ
っ

た
の
だ
。

　

外
部
か
ら
受
け
入
れ
た
情
報
に
よ
っ
て
「
み
を
」
を
恐
れ
、「
客
人
」
と
の

同
一
視
を
拒
否
し
、
今
度
は
「
み
を
」
の
語
る
「
厭
な
心
持
」
を
受
け
入
れ
て

共
感
す
る
。
こ
の
〈
接
続
〉
と
〈
解
体
〉
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
過
程
を
繰
り

返
す
こ
と
で
、
散
策
子
は
物
語
の
展
開
を
傍
観
し
、「
み
を
」
自
身
の
想
い
を

直
接
耳
に
す
る
聞
き
手
と
し
て
、
作
中
唯
一
の
人
物
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
散
策
子
は
「
名
」
へ
の
こ
だ
わ
り
を
主
張
し
、
絶
え
ず
自

他
の
境
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
語
り
手
に

よ
っ
て
固
有
性
が
剝
奪
さ
れ
、
語
り
の
内
で
は
自
ら
の
持
つ
、
膨
大
な
外
部
情

　

と
、
逆
寄
せ
の
決
心
で
、
然
う
言
っ
た
の
を
キ
ッ
カ
ケ
に
、
ど
か
と
土

手
の
草
へ
腰
を
か
け
た
つ
も
り
の
處
、
負
け
ま
い
氣
の
、
魔
も
の
の
顏
を

見
詰
め
て
居
た
の
で
、
横
ざ
ま
に
落
し
つ
け
る
筈
の
腰
が
据
ら
ず
、
床
几

を
辷
っ
て
、
ず
る
り
と
大
地
へ
。

「
あ
ら
、
御
危
い
。
」

と
云
ふ
が
早
い
か
、
眩
い
ば
か
り
目
の
前
へ
、
霞
を
拔
け
た
極
彩
色
。

（
中
略
）

南
無
勸
世
音
大
菩
薩
…
…
助
け
さ
せ
た
ま
へ
と
、
散
策
子
は
心
の
裏
、
陣

備
も
身
構
も
こ
れ
に
て
粉
に
な
る
。	

（
二
十
七
、二
十
八
）

　

転
ん
で
足
袋
も
汚
れ
、
杖
は
「
み
を
」
の
手
元
へ
渡
る
。
危
機
を
感
知
し
て

い
た
散
策
子
は
逃
げ
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
、
会
話
の
主
導
権
と
と
も
に
、

物
語
を
動
か
す
主
体
性
を
も
、
や
は
り
奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
言
葉

を
そ
の
ま
ま
受
け
取
り
、「
裏
」
を
察
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
散
策
子
は
、
そ

の
後
も
要
領
を
得
な
い
ま
ま
、「
み
を
」
に
「
お
聞
き
な
さ
い
ま
し
よ
、
ま
あ
」

と
心
の
内
を
語
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
以
降
、「
み
を
」
に
よ
る
長
文
の
語
り
が
続
き
、
散
策
子
は
再
び
、
相

槌
を
打
っ
て
話
を
聞
く
立
場
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
輪
郭
の
ぼ
か
さ
れ

て
い
た
「
み
を
」
の
「
心
持
」
が
詳
細
に
明
か
さ
れ
る
こ
と
で
、
散
策
子
も
彼

の
持
つ
、
す
べ
て
を
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
で
し
ま
う
性
質
か
ら
、
彼
女
の
語
り

に
圧
倒
さ
れ
、「
み
を
」
の
抱
え
る
「
厭
な
心
持
」
に
共
鳴
し
、「
何
ん
だ
か
、

私
も
變
な
心
持
に
な
り
ま
し
た
、
あ
ゝ
」、「
何
ん
だ
か
厭
な
心
持
の
處
で
す

ね
。
」
と
口
に
す
る
。
す
る
と
、「
み
を
」
は
「
身
を
震
は
し
て
、
何
故
か
嬉

し
そ
う
に
」
し
、
彼
女
の
行
く
末
を
思
わ
せ
る
発
言
を
す
る
の
で
あ
る
。
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第
三
章　

死
者
た
ち
を
救
う
眼

一　
「
夢
の
契
」

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
『
春
昼
』『
春
昼
後
刻
』
と
い
う
作

品
の
な
か
で
は
決
し
て
作
中
の
事
件
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
散
策

子
で
あ
る
が
、
彼
の
見
聞
き
し
た
情
報
と
彼
の
持
つ
信
条
は
、
こ
の
物
語
全

体
、
殊
に
本
文
の
「
三
十
五
」
と
い
う
結
末
部
分
に
お
い
て
解
釈
を
し
、
核
と

な
る
男
女
の
恋
の
行
方
を
読
者
に
提
示
す
る
た
め
に
重
大
な
役
割
を
果
た
す
の

で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
散
策
子
は
再
び
一
人
に
な
り
、
作
中
で
彼
が
歩

き
、
見
聞
き
し
た
情
報
を
思
考
し
、
解
釈
す
る
時
間
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の

だ
。
ま
た
、
語
り
手
は
散
策
子
と
ほ
ぼ
完
全
に
同
化
し
、
地
の
文
に
お
い
て
も

散
策
子
自
身
に
物
語
の
解
釈
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

　

本
章
で
は
、
語
り
手
が
散
策
子
を
〈
目
撃
者
〉
の
立
場
に
置
く
こ
と
で
得
ら

れ
た
情
報
と
、
散
策
子
の
「
客
人
」
と
「
み
を
」
に
対
す
る
共
感
、
そ
し
て
、

散
策
子
自
身
の
理
想
や
「
名
」
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と

で
浮
か
び
上
が
る
『
春
昼
後
刻
』
の
結
末
の
意
味
を
解
釈
し
、
考
察
す
る
。
加

え
て
、
作
品
全
体
の
根
底
に
あ
る
死
生
観
を
感
得
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

　

本
作
品
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
箇
所
と
な
る
の
は
、『
春
昼
』
で
の
「
客

人
」
が
打
ち
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
と
同
じ
「
鳴
鶴
ケ
岬
」
で
、『
春
昼
後
刻
』

の
最
後
に
「
み
を
」
が
死
ん
で
い
た
と
い
う
、
主
要
人
物
の
死
亡
で
あ
る
。

「
み
を
」
の
生
前
、
会
話
を
し
て
い
た
散
策
子
は
、「
み
を
」
の
手
帳
に
「
客

人
」
が
山
で
体
験
し
た
怪
異
に
登
場
し
た
の
と
同
じ
「
〇
□
△
」
の
記
号
を
発

見
し
驚
く
の
だ
が
、
散
策
子
は
こ
れ
を
「
深
く
考
ふ
る
ま
で
も
な
く
、
庵
の
客

と
玉
脇
の
妻
と
の
間
に
は
、
不
可
思
議
の
感
應
で
、
夢
の
契
が
あ
っ
た
ら
し

報
を
読
み
込
ん
で
〈
接
続
〉
し
て
し
ま
う
視
界
に
呑
ま
れ
存
在
が
希
薄
と
な

り
、
さ
ら
に
は
出
家
と
「
み
を
」
の
両
者
か
ら
「
客
人
」
と
同
一
視
さ
れ
る
。

散
策
子
の
存
在
感
が
外
部
の
力
、
主
に
語
り
手
に
よ
っ
て
薄
め
ら
れ
続
け
る
こ

と
で
、
散
策
子
自
体
は
あ
く
ま
で
「
散
策
子
」
と
い
う
視
点
人
物
に
留
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
う
し
た
彼
の
主
張
は
散
策
子
自
身
に
対
し
て

の
内
向
き
の
も
の
で
は
な
く
、
物
語
世
界
を
意
味
づ
け
る
た
め
の
手
掛
か
り
へ

と
転
換
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
散
策
子
の
立
場
は
、〈
目
撃
者
〉
と
な
り
解
釈
す

る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
最
後
ま
で
見
届
け
る
者
と
し
て
確
立
さ
れ
る
の
だ
。

　

ま
た
、
散
策
子
の
固
有
性
を
奪
う
こ
と
に
な
る
、〈
接
続
〉
す
る
視
点
と
、

散
策
子
の
自
己
を
主
張
し
事
物
の
見
方
を
〈
解
体
〉
し
よ
う
と
試
み
る
発
言
は

互
い
に
拮
抗
し
、
反
発
し
合
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
結

局
、
ど
ち
ら
も
物
語
の
中
心
部
へ
と
介
入
せ
ず
に
見
届
け
る
視
点
人
物
と
い
う

立
場
に
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
散
策
子
の
持
つ
特
質
で
彼
の
個
性
は
埋
没
し

て
い
た
は
ず
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
み
を
」
と
の
恋
と
い
う
物
語
の
核
の
中
心
人

物
に
な
り
か
け
、
今
度
は
散
策
子
が
自
己
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
そ
の
核
か
ら

外
れ
て
い
く
の
だ
。
語
り
に
み
ら
れ
る
散
策
子
の
特
徴
と
彼
の
意
思
は
対
立
構

造
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
互
い
に
作
用
し
合
い
な
が
ら
、〈
夢
の
契
〉
と
い
う

物
語
展
開
を
生
み
出
す
べ
く
、
散
策
子
を
〈
目
撃
者
〉
の
立
場
に
置
く
の
で
あ

る
。
結
末
に
向
け
、
両
者
の
境
界
は
次
第
に
な
く
な
り
、
た
だ
散
策
子
の
見
た

世
界
を
整
理
し
、
物
語
の
核
と
な
る
二
人
の
男
女
の
「
夢
の
契
」
に
焦
点
が
当

て
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
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波
が
荒
れ
る
や
う
に
、
誰
で
も
一
寸
々
々
は
狂
氣
だ
け
れ
ど
、
直
ぐ
、
凪

ぎ
に
な
っ
て
、
の
た
り
〳
〵
か
な
で
濟
む
。
も
し
そ
れ
が
靜
ま
ら
な
い

と
、
浮
世
の
波
に
乘
っ
か
っ
て
る
我
々
、
ふ
ら
〳
〵
と
腦
が
搖
れ
る
、
木

靜
ま
ら
ん
と
欲
す
れ
ど
も
風
や
ま
ず
と
來
た
日
に
ゃ
、
船
に
醉
ふ
、
其
の

浮
世
の
波
に
浮
ん
だ
船
に
醉
ふ
の
が
、
立
處
に
狂
人
な
ん
だ
と
。

　

危け
ん
の
ん險
々
々
。

　

ト
來
た
日
に
ゃ
夢
も
又
同
一
だ
ら
う
。
目
が
覺
め
る
か
ら
、
夢
だ
け
れ

ど
、
い
つ
ま
で
も
覺
め
な
け
り
ゃ
、
夢
ぢ
ゃ
あ
る
ま
い
。

　

夢
に
な
ら
戀
人
に
逢
へ
る
と
極
れ
ば
、
こ
り
ゃ
一
層
夢
に
し
て
了
っ

て
、
世
間
で
、
誰
某
は
？　

と
尋
ね
た
時
、
は
い
、
と
か
何
ん
と
か
言
っ

て
、
蝶
々
二
つ
で
、
ひ
ら
〳
〵
な
ん
ぞ
は
悟
っ
た
も
の
だ
。

　

庵
室
の
客
人
な
ん
ざ
、
今
聞
い
た
や
う
だ
と
、
夢
て
ふ
も
の
を
賴
み
切

り
に
し
た
の
か
な
。
」	

（
二
十
四
）

こ
こ
で
「
夢
」
に
言
及
し
て
い
た
こ
と
を
受
け
る
と
、「
夢
の
契
」
の
実
体
が

想
起
さ
れ
る
。
夢
が
覚
め
な
け
れ
ば
〈
現
実
〉
と
な
る
の
だ
と
読
み
取
れ
、
作

品
世
界
の
裏
に
、
死
後
の
夢
の
世
界
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
世

界
は
現
実
世
界
と
ひ
と
続
き
に
あ
る
も
の
で
、「
死
」
と
い
う
出
来
事
よ
り
も

奥
行
き
の
あ
る
も
の
な
の
だ
。
こ
こ
で
も
散
策
子
が
「
氣
狂
」
や
「
迷
い
」
な

ど
と
蔑
ろ
に
せ
ず
、「
客
人
」
の
心
境
を
推
し
量
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、

「
夢
の
契
」
の
存
在
を
思
わ
せ
る
の
に
必
要
な
条
件
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
客
人
」
が
、
現
実
に
お
い
て
は
既
に
玉
脇
の
妻
で
あ
る
「
み
を
」

に
恋
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
出
家
の
語
り
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
束
の
間
の
夢
と
も
い
え
る
山
中
で
の
も
う
一
人
の
自
身
の
姿
と
「
み
を
」
の

交
流
は
、
現
実
に
お
け
る
社
会
的
、
倫
理
的
な
制
約
が
な
け
れ
ば
、「
客
人
」

い
」
と
断
定
し
て
い
る
。
こ
の
「
夢
の
契
」
は
、「
み
を
」
が
岩
に
打
ち
上
が

っ
た
と
こ
ろ
で
完
全
に
成
就
す
る
の
だ
。
正
確
に
は
、
散
策
子
及
び
語
り
手
が

そ
の
事
実
を
知
る
こ
と
で
成
立
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
「
み
を
」
が
心
の
内
を
吐
露
し
た
の
は
、
作
中
で
は
散
策
子
の
み
な
の
だ
が
、

彼
女
は
恋
の
相
手
が
「
客
人
」
で
あ
る
と
は
一
度
も
言
っ
て
い
な
い
。
出
家
か

ら
「
客
人
」
の
顛
末
を
聞
き
、「
客
人
」
が
山
中
で
「
み
を
」
と
自
身
の
邂
逅

と
い
う
幻
影
を
見
た
際
の
「
〇
□
△
」
と
い
う
共
通
の
記
号
の
存
在
を
知
っ
た

か
ら
こ
そ
、
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。〈
目
撃
者
〉
と
し
て
見

届
け
、
情
報
を
集
め
て
き
た
散
策
子
の
役
割
は
、
こ
こ
に
終
結
す
る
の
だ
。

　

し
か
し
、「
み
を
」
が
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
記
号
の
意
味
を
明
示
せ
ず
「
今
戸

焼
の
姉
様
」
だ
と
思
っ
て
も
「
戒
名
」
だ
と
見
て
も
よ
い
と
、
解
釈
の
幅
を
広

げ
て
い
る
よ
う
に
、「
客
人
」
と
の
明
確
な
結
び
つ
き
は
示
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、「
夢
の
契
」
の
要
素
は
「
〇
□
△
」
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
第
二
章

で
、
散
策
子
が
「
客
人
」
と
「
み
を
」
の
両
者
の
話
を
受
け
止
め
、
共
感
し
た

こ
と
を
説
明
し
た
が
、
男
女
両
方
の
命
の
終
わ
り
と
い
う
悲
劇
的
な
出
来
事
を

肯
定
的
に
と
ら
え
る
に
は
、
散
策
子
に
よ
る
共
感
と
、
彼
の
解
釈
が
必
須
な
の

だ
。
出
家
に
別
れ
を
告
げ
、
思
案
を
す
る
場
面
で
は
、
散
策
子
は
「
客
人
」
が

目
に
し
て
い
な
い
「
み
を
」
の
「
う
た
ゝ
寐
に
戀
し
き
人
を
見
て
し
よ
り
夢
て

ふ
も
の
は
賴
み
そ
め
て
き
」
と
い
う
歌
と
「
客
人
」
の
話
と
を
呼
応
さ
せ
て
、

以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
「
夢
と
言
へ
ば
、
こ
れ
、
自
分
も
何
ん
だ
か
夢
を
見
て
居
る
や
う
だ
。

や
が
て
目
が
覺
め
て
、
あ
ゝ
、
轉う
た
ゝ
ね寐
だ
っ
た
と
思
へ
ば
夢
だ
が
、
此

ま
ゝ
、
覺
め
な
け
れ
ば
夢
で
は
な
か
ら
う
。
何
時
か
聞
い
た
事
が
あ
る
、

狂
人
と
眞
人
間
は
、
唯
時
間
の
長
短
だ
け
の
も
の
で
、
風
が
立
つ
と
時
々
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ず
、
話
相
手
の
欲
し
か
っ
た
ら
し
い
美
女
に
辭じ

し
て
、
袂
を
分
っ
た
が
、

獅
子
の
飛
ぶ
の
に
足
の
續
く
わ
け
は
な
い
。	

（
三
十
五
）

こ
こ
で
散
策
子
は
再
び
深
入
り
す
る
の
を
や
め
、「
み
を
」
と
別
れ
る
が
、
そ

も
そ
も
獅
子
に
追
い
つ
こ
う
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い

る
。「
一
先
づ
歸
宅
し
て
寢
轉
ば
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
が
、
久
能
谷
を
離
れ

て
街
道
を
見
る
と
、
人
の
瀨
を
造
っ
て
、
停
車
場
へ
押
懸
け
る
夥
し
さ
。
」
と

い
う
よ
う
に
、
彼
は
一
度
「
寢
轉
」
ぶ
こ
と
を
思
い
つ
く
が
、
人
の
多
さ
に
よ

っ
て
阻
ま
れ
る
。
こ
の
「
一
度
」
帰
宅
す
る
と
い
う
の
は
、
計
画
さ
れ
た
目
的

で
は
な
い
。
散
策
子
は
再
び
そ
の
呼
び
名
の
通
り
「
散
策
」
す
る
役
に
引
き
戻

さ
れ
る
。
彼
自
身
も
そ
の
遂
行
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
再
び
田
圃
を
抜
け
、

浜
へ
出
る
の
だ
。
そ
し
て
、
し
ば
ら
く
「
み
を
」
に
つ
い
て
思
案
し
て
い
る
と

再
び
角
兵
衛
獅
子
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
偶
然
の
連
続
に
よ
っ
て
散
策
子

は
、
一
度
は
諦
め
た
「
こ
と
づ
け
」
の
行
方
を
実
際
に
見
届
け
る
こ
と
と
な

る
。
停
車
場
の
落
成
式
の
賑
わ
い
の
影
響
で
、
芸
を
し
て
駄
賃
を
貰
う
角
兵
衛

獅
子
に
は
誰
も
取
り
合
わ
な
い
た
め
、「
み
を
」
に
お
金
を
貰
う
と
い
う
思
わ

ぬ
収
入
に
対
す
る
喜
び
を
海
で
表
現
し
て
い
た
彼
等
で
あ
る
が
、「
こ
と
づ
け
」

を
持
っ
た
方
の
、
獅
子
の
弟
は
そ
の
ま
ま
溺
死
し
て
し
ま
う
。
誰
も
予
期
し
て

い
な
か
っ
た
こ
の
出
来
事
は
、
や
は
り
悲
劇
的
で
は
あ
る
の
だ
が
、「
こ
と
づ

け
」、
つ
ま
り
「
み
を
」
に
と
っ
て
の
「
的
」
が
海
へ
と
沈
ん
だ
こ
と
で
よ
う

や
く
、
後
の
「
み
を
」
の
溺
死
と
、「
客
人
」
の
溺
死
と
が
結
び
つ
き
、
彼
女

の
「
靈
魂
」
が
迷
わ
ず
「
逢
ひ
た
い
人
」
の
元
へ
た
ど
り
着
い
た
の
だ
と
納
得

で
き
る
の
で
あ
る
。

　
「
夢
の
契
」
の
真
相
は
誰
に
も
開
か
れ
て
い
な
い
が
、
作
中
で
唯
一
、
散
策

子
が
「
客
人
」
の
顛
末
と
、「
み
を
」
の
「
心
持
」
と
を
耳
に
し
、「
み
を
」
の

が
望
ん
で
い
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
実
か
ら
抜
け
出
し
、

「
夢
」
を
「
賴
み
切
り
」
に
し
た
の
だ
と
考
え
る
と
、「
客
人
」
の
死
は
恐
ろ
し

い
印
象
よ
り
も
、
制
約
の
な
い
夢
の
世
界
の
広
が
り
と
い
う
、「
客
人
」
に
と

っ
て
よ
り
幸
福
な
も
の
で
あ
る
印
象
が
強
ま
る
の
だ
。

二　
「
靈
魂
」
の
行
方

　
「
客
人
」
は
、
僅
か
な
時
間
に
見
た
夢
を
〈
現
実
〉
に
す
る
た
め
死
を
迎
え

た
と
納
得
で
き
た
が
、「
み
を
」
は
ど
う
で
あ
る
か
。
作
中
時
間
で
あ
る
「
客

人
」
の
死
後
も
生
き
た
ま
ま
悩
み
続
け
て
い
る
彼
女
は
「
未
來
」
と
い
う
も
の

の
有
無
や
死
後
の
行
き
先
を
計
り
か
ね
て
嘆
く
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
散
策
子

が
仏
教
観
を
熱
弁
し
た
な
か
で
語
っ
た
「
靈
魂
が
何
だ
か
分
ら
な
い
か
ら
、
迷

ひ
も
す
る
」
と
い
う
状
態
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、「
み
を
」
が
こ
の

「
迷
ひ
」
か
ら
解
き
放
た
れ
る
た
め
に
は
「
的
」、
広
く
い
え
ば
「
寫
實
」
的

な
、
目
に
見
え
る
も
の
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
あ
れ
ば
こ
そ
、

「
み
を
」
に
と
っ
て
の
「
夢
の
契
」
も
成
し
遂
げ
ら
れ
る
。

　
「
み
を
」
に
と
っ
て
の
「
的
」
と
な
っ
た
の
は
、
彼
女
が
「
〇
□
△
を
樂
書

の
餘
白
」
に
書
い
た
「
君
と
ま
た
み
る
め
お
ひ
せ
ば
四
方
の
海
の
水
の
底
を
も

か
つ
き
見
て
ま
し
」
と
い
う
「
こ
と
づ
け
」
で
あ
る
。
彼
女
は
こ
れ
を
、
た
ま

た
ま
や
っ
て
来
た
角
兵
衛
獅
子
の
兄
弟
に
「
唯
持
っ
て
行
っ
て
く
れ
れ
ば
可
い

の
」
と
託
す
。
散
策
子
は
兄
弟
が
去
っ
て
行
く
の
を
受
け
、「
み
を
」
と
別
れ

た
様
子
が
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

ど
れ
、
貴
女
の
た
め
に
（
こ
と
づ
け
）
の
行
方
を
見
届
け
ま
せ
う
。
連
獅

子
の
あ
と
を
追
っ
て
、
と
云
ふ
の
を
し
ほ
に
、
未
だ
我
儘
が
言
ひ
足
り
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現
れ
た
獅
子
の
子
が
「
み
を
」
と
と
も
に
死
な
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
宿
命
を
持

つ
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
ま
た
、
東
郷（　
14
）
は
、
作
品
世
界
を
流
れ
る

「
音
」
に
注
目
し
、「
客
人
」
が
死
の
間
際
、
山
中
で
聞
い
た
「
祭
囃
子
」
を
筆

頭
に
、
こ
の
小
説
で
は
人
物
を
「
異
界
」
へ
と
繋
ぐ
も
の
と
し
て
「
音
」
が
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
太
鼓
を

叩
き
な
が
ら
や
っ
て
来
る
角
兵
衛
獅
子
の
兄
弟
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
よ
う
に

言
及
し
て
い
る
。

二
人
が
〇
□
△
を
め
ぐ
る
話
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、「
テ
ン
テ
ン
カ
ラ
、

テ
ン
カ
ラ
」
と
い
う
角
兵
衛
獅
子
の
太
鼓
の
音
が
聞
こ
え
る
。
二
人
の
角

兵
衛
獅
子
の
少
年
は
、
停
車
場
の
落
成
式
会
場
か
ら
は
ぐ
れ
て
来
た
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
遠
く
冥
界
か
ら
の
よ
う
に
聞
え
て
い
た
笛
太
鼓
の
音
に

関
わ
る
存
在
が
、
み
を
の
さ
が
し
も
と
め
る
「
未
来
」
へ
の
「
こ
と
づ

け
」
の
運
搬
人
に
選
ば
れ
、
最
終
的
に
は
そ
こ
へ
の
同
行
者
、
案
内
人
に

な
る
の
も
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

い
ず
れ
も
示
唆
的
な
主
張
で
あ
る
が
、
こ
の
小
説
が
散
策
子
の
眼
を
通
し
た
物

語
で
あ
る
こ
と
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
小
獅
子
が
あ
く
ま
で
も
偶
然
の
末

に
命
を
落
と
し
た
と
い
う
、
散
策
子
の
目
撃
し
た
事
実
か
ら
は
、
獅
子
の
弟
の

存
在
は
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
「
こ
と
づ
け
」
だ
け
で
な
く
、
獅
子
の
子
が
「
み
を
」
と
一
緒
に
な
っ
て
打

ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
様
子
は
、
あ
た
か
も
〈
母
と
子
〉
の
姿
を
想
起
さ
せ
る
。

「
み
を
」
と
「
客
人
」
が
結
ば
れ
、
そ
の
間
に
子
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
家
族

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
名
が
付
き
「
母
」
と
な
り
、「
父
」
と
な
る
。
こ
れ
は
、

散
策
子
の
語
っ
た
理
想
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
、
獅
子
の
弟
が
溺
れ
る
直

「
こ
と
づ
け
」
の
行
方
を
す
べ
て
見
届
け
た
か
ら
こ
そ
「
玉
脇
の
妻
は
靈
魂
の

行
方
が
分
っ
た
の
で
あ
ら
う
」
と
断
定
で
き
る
の
だ
。

三　

死
と
誕
生

　

前
節
で
「
夢
の
契
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、「
こ
と
づ
け
」
の
行
方
を
目

撃
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
は
述
べ
た
が
、
そ
れ
を
持
つ
の
が
角
兵
衛
獅
子
と

い
う
子
供
で
あ
る
意
義
は
何
か
。
作
中
の
流
れ
で
は
、
通
り
が
か
り
の
偶
然
で

あ
る
と
い
う
よ
り
ほ
か
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
不
遇
な
だ
け
で
あ
る
。
眞
有

澄
香（　
13
）
は
、
角
兵
衛
獅
子
の
別
の
呼
び
方
で
あ
る
「
越
後
獅
子
」
と
い
う
題

の
、
夫
婦
の
絆
を
唄
っ
た
長
唄
の
「
一
番
の
唄
い
ど
こ
ろ
」
で
あ
る
「
浜
唄
」

の
歌
詞
に
着
目
し
、
以
下
の
よ
う
に
作
品
と
関
連
付
け
て
い
る
。

　

こ
の
歌
詞
は
、「
待
ち
人
は
来
る
か
と
浜
へ
出
て
み
た
が
浜
に
は
松
風

の
音
が
す
る
ば
か
り
」
と
い
う
も
の
で
、
妻
へ
の
恋
情
を
切
な
く
表
現
す

る
場
面
で
あ
る
。（
中
略
）

　

こ
の
「
角
兵
衛
獅
子
」
に
唄
わ
れ
た
よ
う
に
、
故
郷
を
離
れ
て
遊
行
す

る
「
角
兵
衛
獅
子
」
の
切
な
い
心
情
は
、
意
に
反
し
た
結
婚
を
さ
せ
ら
れ

た
み
を
の
心
情
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
そ
の
上
に
、
こ
の
歌
詞
か

ら
す
れ
ば
、「
角
兵
衛
獅
子
」
が
恋
人
と
海
を
結
ぶ
存
在
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
明
る
く
愛
ら
し
い
角
兵
衛
獅
子
た
ち
は
、
霊
力
の
発

露
と
信
心
さ
れ
る
獅
子
頭
を
被
る
こ
と
で
、
心
の
故
郷
を
呼
び
覚
ま
し
、

恋
し
い
人
と
の
絆
を
確
か
な
も
の
と
す
る
。

こ
の
説
は
、
実
際
の
角
兵
衛
獅
子
に
関
連
性
を
見
出
し
て
お
り
、
突
如
と
し
て
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る
皮
肉
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
も
読
め
、
読
み
手
に
登
場
人
物
た
ち
の
未
練
や

死
の
悲
惨
さ
を
残
さ
な
い
仕
組
み
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
落
成
式
の
賑
わ
い
に
人
手
や
話
題
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み

る
と
、
角
兵
衛
獅
子
と
い
う
孤
児
が
海
で
死
亡
し
た
こ
と
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る

可
能
性
は
ほ
ぼ
な
い
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
み
を
」
が
そ
の

事
実
を
知
っ
て
か
ら
同
じ
海
で
死
ん
だ
こ
と
の
蓋
然
性
は
低
い
。
そ
れ
で
も
彼

女
が
「
こ
と
づ
け
」
の
行
方
を
追
っ
た
の
だ
と
納
得
で
き
る
の
は
、
す
べ
て
を

目
撃
し
た
散
策
子
ゆ
え
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

四　

貝
と
骨

　
「
客
人
」、「
み
を
」、「
こ
と
づ
け
」
を
託
さ
れ
た
角
兵
衛
獅
子
と
い
う
三
人

の
主
要
人
物
が
死
を
迎
え
る
『
春
昼
後
刻
』
の
結
末
は
、
以
下
の
文
章
で
締
め

く
く
ら
れ
る
。

渚
の
砂
は
、
崩
し
て
も
、
積
る
、
く
ぼ
め
ば
、
た
ま
る
、
音
も
せ
ぬ
。

た
ゞ
美
し
い
骨
が
出
る
。
貝
の
色
は
、
日
の
紅
、
渚
の
雪
、
浪
の
綠
。
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砂
浜
に
て
「
骨
」
が
出
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
骨
は
、
次
に
並
べ
ら

れ
た
「
貝
」
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
中
身
の
な
い
貝
殻

と
、「
靈
魂
」
が
抜
け
た
骨
と
い
う
共
通
点
も
あ
る
。
骨
が
貝
に
喩
え
ら
れ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
も
う
一
箇
所
、
考
察
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
部
分
が
存
在

す
る
。

前
、
海
で
遊
ぶ
様
子
を
見
て
、
散
策
子
は
以
下
の
よ
う
な
想
像
を
す
る
。

―
雫
ば
か
り
の
音
も
せ
ず

―
獅
子
は
ひ
と
へ
に
嬰み
ど
り
ご兒
に
な
っ
た
、
白

光
は
頭
を
撫
で
、
綠
波
は
胸
を
抱
い
た
。
何
等
の
寵
兒
ぞ
、
天
地
の
大
き

な
盥
で
産
湯
を
浴
び
る
よ
。

　

散
策
子
は
む
く
と
起
き
て
、
ひ
そ
か
に
其
の
幸
福
を
祝
す
る
の
で
あ

っ
た
。	

（
三
十
五
）

死
が
訪
れ
る
直
前
の
場
面
で
壮
大
に
提
示
さ
れ
た
〈
誕
生
〉
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

新
た
に
夢
の
世
界
で
生
を
受
け
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
み
取
れ

る
。「
み
を
」
に
「
母
さ
ん
は
な
い
の
、
」
と
問
わ
れ
「
角
兵
衞
に
、
そ
ん
な

も
の
が
あ
る
も
ん
か
。
」
と
答
え
て
い
る
よ
う
に
、
彼
等
兄
弟
に
は
母
親
が
な

い
。
生
き
る
た
め
に
は
「
苦
し
い
思
ひ
を
し
て
引
く
り
か
へ
」
っ
て
芸
を
し
、

金
を
貰
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
が
溺
れ
た
際
に
「
ポ
ク
〳
〵
と

來
た
巡
査
」
の
「
い
づ
れ
も
高
聲
の
大
笑
ひ
」
で
「
馬
鹿
野
郎
。
」
と
罵
る
と

い
う
反
応
か
ら
し
て
も
、
角
兵
衛
獅
子
に
対
す
る
世
間
の
対
応
は
冷
酷
な
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
部
分
は
、
ま
だ
幼
い
角
兵
衛
獅
子
の
子
が
、

そ
う
し
た
現
実
世
界
で
の
不
遇
か
ら
解
き
放
た
れ
、
救
わ
れ
る
未
来
を
想
像
さ

せ
る
語
り
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
小
獅
子
は
、
濱
に
い
る
兄
が
芸
に
使
う
太
鼓
を
打
ち
、
そ
の
音
が
海

に
響
く
と
同
時
に
、「
一
曲
、
頭
を
倒
さ
か
さ
まに
」
し
た
こ
と
か
ら
溺
れ
て
し
ま
う
。

生
き
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
曲
芸
に
よ
っ
て
命
を
落
と
し
た
の
で
あ
る
。
前
述

の
よ
う
に
、
三
人
の
〈
死
〉
の
舞
台
で
あ
る
は
ず
の
海
が
、
夢
の
世
界
に
と
っ

て
は
〈
生
〉
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
、
表
裏
一
体
の
事
象
を
表
現
し
た
も
の
だ

と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
こ
こ
に
小
獅
子
が
生
き
る
現
実
世
界
に
対
す
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者
で
、
解
釈
を
提
供
す
る
存
在
に
留
ま
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
限
界
を
も
実
感

さ
せ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
部
分
か
ら
は
、「
客
人
」
あ
る
い
は
「
み
を
」
の

「
霊
魂
」
が
伴
わ
な
い
状
態
に
し
か
な
り
得
な
い
〈
現
実
〉
は
「
理
想
」
で
は

な
く
、
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
誰
が
拾
っ
て
も

同
じ
で
あ
る
と
い
う
状
態
も
、
客
観
的
区
別
を
求
め
る
散
策
子
か
ら
す
れ
ば
望

ま
し
く
な
い
。
恋
の
中
心
を
担
う
二
人
が
同
時
に
揃
う
こ
と
の
な
い
物
語
世
界

の
不
完
全
性
が
露
わ
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、「
う
つ
せ
貝
」
と
い
う
の
は
貝
殻
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
和

歌
で
は
枕
詞
と
し
て
、
中
身
が
な
い
こ
と
か
ら
「
実
な
し
」
転
じ
て
「
む
な

し
」
と
い
う
言
葉
を
言
い
起
こ
し
た
り
、
二
枚
貝
が
離
れ
離
れ
に
な
る
様
子
か

ら
「
あ
わ
ず
」
と
い
う
語
に
繋
が
っ
た
り
す
る
。
さ
ら
に
は
そ
の
音
か
ら
現
実

を
意
味
す
る
「
う
つ
つ
」
や
理
性
を
保
っ
た
正
気
を
意
味
す
る
「
う
つ
し
心
」

な
ど
も
呼
び
起
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
い
起
こ
さ
れ
る
語
も
含
め
、
す

べ
て
「
み
を
」
の
境
遇
を
表
し
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
恋
し
い
人
と

は
離
れ
離
れ
に
な
り
、「
靈
魂
の
行
末
」
が
「
有
耶
無
耶
で
あ
る
た
め
に
、
男

の
あ
と
を
追
ひ
も
な
ら
ず
、
生
長
ら
へ
る
效
も
な
い
」
と
い
う
虚
し
い
状
態
、

そ
し
て
彼
女
が
「
胸
中
の
鬱
悶
を
漏
ら
し
た
」
際
の
様
子
は
、
散
策
子
か
ら
見

て
も
「
心
が
亂み
だ
れ
て
い
る
」
と
思
い
や
ら
れ
た
ほ
ど
、
正
気
を
保
っ
た
ま
ま
で

は
語
り
得
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
節
は
、
未
だ
小
獅
子
も
「
み
を
」
も
死
を
迎
え
て
い
な
い
場
面
で
語

ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
の
だ
が
、「
み
を
」
が
救
わ
れ
る
道
が
「
夢
の
契
」
に

の
み
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
に
伝
え
、
結
末
を
予
想
さ
せ
る
含
み
を
多
分
に

持
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。

　

そ
う
し
て
再
び
、
こ
の
節
の
冒
頭
で
引
用
し
た
、『
春
昼
後
刻
』
の
末
尾
の

一
節
に
戻
る
が
、
こ
の
最
後
の
語
り
は
、
ど
の
人
物
に
も
焦
点
は
当
て
ら
れ
て

　

從
っ
て
砂
を
崩
せ
ば
、
從
っ
て
手
に
た
ま
っ
た
、
色
々
の
貝
殻
に
フ
ト

目
を
留
め
て
、

　

君
と
ま
た
み
る
目
お
ひ
せ
ば
四
方
の
海
の
…
…

と
我
に
も
あ
ら
ず
口
ず
さ
ん
だ
。

　

更
に
答
へ
ぬ
。

　

も
し
又
う
つ
せ
貝
が
、
大
い
な
る
水
の
心
を
語
り
得
る
な
ら
、
渚
に
敷

い
た
、
い
さ
ゝ
貝
の
花
吹
雪
は
、
い
つ
も
私さ
ゝ
や
き語
を
絶
え
せ
ぬ
だ
ら
う
に
。

さ
れ
ば
幼
兒
が
拾
っ
て
も
、
わ
れ
ら
が
砂
か
ら
掘
り
出
し
て
も
、
這こ

の個
も

の
い
は
ぬ
は
同
一
で
あ
る
。	

（
三
十
五
）

こ
れ
を
人
間
の
骨
に
読
み
替
え
た
な
ら
ば
、
大
方
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
だ

ろ
う
。
も
し
死
ん
だ
人
の
骨
が
、
生
き
て
い
た
頃
の
心
を
語
れ
る
な
ら
ば
、
渚

の
小
さ
な
そ
の
断
片
た
ち
は
、
い
つ
も
さ
さ
や
き
を
絶
や
さ
な
い
だ
ろ
う
が
、

そ
う
で
は
な
い
。

　

す
で
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
「
み
を
」
の
想
い
人
か
ら
は
、
渚
、
つ
ま
り
現
世

に
い
る
限
り
返
事
は
な
く
、
伏
せ
る
ほ
ど
の
苦
し
み
か
ら
救
う
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
埋
め
る
た
め
の
、「
客
人
」
の
代
わ
り
に
は

な
れ
な
い
と
い
う
、
散
策
子
に
よ
る
再
び
の
線
引
き
の
よ
う
に
も
み
え
て
く

る
。
さ
ら
に
、
散
策
子
が
か
つ
て
求
め
た
「
寫
實
」
が
、
客
観
的
に
他
者
か
ら

区
別
し
う
る
状
態
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
貝
殻
、
骨
は
誰
が
拾
っ
て
も
同
じ

で
あ
る
と
し
て
、
区
別
で
き
な
い
も
の
と
認
め
て
お
り
、
散
策
子
の
理
想
と
す

る
「
寫
實
」
と
「
霊
魂
」
が
一
体
化
し
た
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
散
策

子
は
、
発
話
部
分
に
お
い
て
〈
解
体
〉
を
希
求
し
て
お
き
な
が
ら
も
、
自
身
の

眼
は
す
べ
て
を
〈
接
続
〉
し
て
し
ま
い
、
区
別
す
る
能
力
を
持
た
な
い
こ
と
を

こ
の
結
末
部
分
で
露
呈
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
散
策
子
が
あ
く
ま
で
傍
観
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ま
ず
、
語
り
手
が
散
策
子
と
ほ
と
ん
ど
同
化
し
た
立
場
で
あ
り
な
が
ら
も
、

彼
の
名
や
肩
書
と
い
っ
た
固
有
性
を
読
者
に
提
示
す
る
こ
と
な
く
、
散
策
子
の

持
つ
、
す
べ
て
を
視
界
に
取
り
入
れ
る
眼
や
情
報
を
鵜
呑
み
に
し
て
し
ま
う
耳

の
特
異
性
に
も
触
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
散
策
子
の
存
在
自
体
で
は
な
く
、

彼
の
物
語
の
展
開
を
見
届
け
る
た
め
の
機
能
の
み
を
残
そ
う
と
す
る
力
が
働
い

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
語
り
手
が
散
策
子
の
固
有
性
を
剥

奪
し
、
作
中
事
実
を
伝
え
る
た
め
の
機
能
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と

で
、
か
え
っ
て
散
策
子
が
物
語
の
中
心
人
物
と
な
り
、「
客
人
」
と
同
様
に
死

を
迎
え
る
可
能
性
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
散
策
子
は
、
出
家
や
「
み

を
」
と
い
っ
た
登
場
人
物
に
よ
る
、
作
中
時
間
以
前
に
死
亡
し
た
「
客
人
」
と

似
た
人
物
と
い
う
表
象
に
抗
う
よ
う
に
し
て
自
身
と
「
客
人
」
と
を
区
別
す

る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
散
策
子
の
「
客
人
」
と
の
同
化
は
防
が
れ
る
が
、
結

局
物
語
の
核
と
な
る
「
み
を
」
の
恋
か
ら
は
離
れ
、
物
語
を
傍
観
し
見
届
け
る

立
場
へ
と
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。「
客
人
」
に
成
り
代
わ
っ
て
「
み
を
」
の
恋

の
当
事
者
と
な
る
こ
と
で
、
物
語
の
中
心
人
物
に
も
な
り
得
た
散
策
子
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
で
、
物
語
の
破
綻
が
防
が
れ
た
の
で
あ
る
。
物
事

を
す
べ
て
〈
接
続
〉
し
て
見
て
し
ま
う
散
策
子
の
眼
を
通
し
、
散
策
子
の
存
在

を
も
「
客
人
」
と
同
化
さ
せ
て
し
ま
う
語
り
と
、
散
策
子
の
自
他
を
区
別
し

〈
解
体
〉
す
る
こ
と
を
求
め
る
意
思
は
、
相
反
す
る
対
立
構
造
に
あ
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
相
互
に
補
い
合
い
な
が
ら
、
作
中
唯
一
の
〈
目
撃
者
〉
と
い
う
立

場
に
落
ち
着
く
の
だ
。

　

散
策
子
は
自
身
が
他
者
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
自
己
を
主
張
す
る

こ
と
を
希
求
し
て
い
た
も
の
の
、
自
身
は
そ
の
眼
を
通
し
て
見
る
世
界
を
〈
接

続
〉
し
て
し
ま
い
、
区
別
す
る
能
力
を
持
た
な
い
。
そ
の
一
見
否
定
的
に
も
と

ら
え
ら
れ
る
特
質
は
、
彼
が
物
語
を
見
届
け
る
の
み
の
立
場
と
な
る
こ
と
で
、

お
ら
ず
、
時
間
の
限
定
も
さ
れ
ず
、
た
だ
海
辺
の
砂
と
貝
が
延
々
と
広
が
る
よ

う
な
情
景
描
写
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
登
場
人
物
が
退
場
し
、
一
人

散
策
子
の
み
が
残
さ
れ
た
浜
辺
に
て
、
散
策
子
の
、
す
べ
て
を
画
面
に
収
め
る

眼
に
も
、
静
寂
と
景
色
だ
け
が
映
し
出
さ
れ
る
。
現
実
世
界
で
は
も
う
誰
も
、

作
中
で
語
ら
れ
た
事
実
以
上
の
こ
と
を
語
り
得
ず
、
散
策
子
に
も
新
た
な
情
報

は
与
え
ら
れ
な
い
。「
夢
の
契
」
を
見
届
け
、
成
就
さ
せ
た
こ
と
で
、
彼
の

「
散
策
子
」
と
し
て
の
役
目
も
終
わ
り
を
告
げ
る
。

　
「
ど
ん
な
に
潮
に
亂
れ
た
ら
う
。
」
と
「
み
を
」
が
入
水
し
て
か
ら
の
こ
と

が
想
像
さ
れ
る
が
、
彼
女
の
死
は
散
策
子
が
浜
に
居
た
翌
日
以
降
に
判
明
す
る

こ
と
な
の
で
あ
る
。
物
語
の
最
後
を
締
め
く
く
る
一
節
の
時
間
の
感
覚
が
明
か

さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
語
り
手
が
作
中
世
界
に
実
体
と
し
て
登
場
す
る
視
点
人

物
で
あ
る
「
散
策
子
」
の
眼
を
離
れ
て
風
景
を
見
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
が
散
策
子
の
視
点
を
通
し
て
見
る
べ
き
物
語
を
語
り

終
え
た
後
に
は
「
崩
し
て
も
、
積
」
り
、「
く
ぼ
め
ば
、
た
ま
る
」
と
い
う
繰

り
返
し
か
ら
現
世
の
変
わ
ら
ぬ
時
の
経
過
と
、「
み
を
」
た
ち
の
向
か
っ
た
夢

の
世
界
へ
と
続
く
海
の
情
景
が
窺
え
る
の
み
な
の
で
あ
る
。

結
論

　

本
論
文
で
は
、
泉
鏡
花
の
小
説
『
春
昼
』『
春
昼
後
刻
』
に
お
い
て
、
語
り

手
に
よ
っ
て
焦
点
を
当
て
ら
れ
、
語
り
手
と
視
覚
や
聴
覚
を
共
有
す
る
視
点
人

物
と
し
て
登
場
す
る
「
散
策
子
」
と
い
う
人
物
が
、
物
語
の
展
開
に
重
要
な
人

物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
固
有
名
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目

し
、
語
り
手
が
散
策
子
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
み
え
て
く
る
作
品
世
界
の
捉

え
方
を
提
示
し
た
。
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で
き
る
。
動
的
な
登
場
人
物
は
、
境
界
線
を
横
断
し
、
題
材
的
で
あ
る

が
、
不
動
的
な
人
物
は
あ
ら
か
じ
め
分
類
さ
れ
た
世
界
に
固
定
さ
れ
、
境

界
線
を
越
え
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
、
無
題
材
的
と
な
る
。

　

題
材
的
人
物
は
、
時
任
謙
作
の
よ
う
に
様
々
な
試
練
を
経
な
が
ら
人
格

を
変
え
て
い
く
よ
う
な
、
筋
を
構
成
す
る
主
人
公
に
な
り
う
る
。
し
か

し
、
無
題
材
的
人
物
は
、
三
四
郎
の
よ
う
に
、
自
分
の
周
囲
で
他
の
人
物

が
演
じ
る
事
件
を
傍
観
す
る
、
視
点
人
物
的
な
主
人
公
と
な
る
。

前
者
の
「
動
的
」
な
人
物
と
し
て
「
客
人
」
や
「
み
を
」
と
い
っ
た
物
語
の
核

を
担
う
登
場
人
物
が
当
て
は
ま
る
と
す
れ
ば
、
散
策
子
は
、
ま
さ
し
く
後
者
の

「
不
動
的
」
な
主
人
公
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
み
を
」
に
対
し
て
距
離
を

取
り
な
が
ら
も
同
調
し
、「
客
人
」
と
類
似
し
た
人
物
で
あ
り
な
が
ら
も
差
異

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
自
身
は
「
境
界
線
を
横
断
」
す
る
こ
と
は

な
い
が
、
そ
の
境
界
の
先
に
あ
る
世
界
に
対
し
救
い
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
し
、

理
解
す
る
。
本
作
品
に
お
い
て
散
策
子
は
、
事
件
へ
と
つ
な
が
る
異
界
へ
の
境

界
線
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
、「
動
的
」
な
人
物
二
人
に
主
人
公

と
い
う
認
識
が
向
き
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
自
身
は
死
と
い
う
事
件
の
可
能
性

を
回
避
し
、
境
界
線
を
跨
ぐ
こ
と
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
こ
の
小
説
の
筋
の
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
「
夢
の
契
」
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
散
策
子
は
、
物
語
の
事
件
の
中
心
に
据
え
ら
れ
な
か

っ
た
か
ら
こ
そ
〈
主
人
公
〉
に
な
り
得
た
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
当
然

の
よ
う
に
据
え
ら
れ
た
視
点
人
物
で
あ
る
主
人
公
の
姿
を
、
散
策
子
と
眼
を
共

有
し
た
語
り
手
を
通
じ
て
追
う
意
義
を
改
め
て
考
え
る
こ
と
で
、『
春
昼
』『
春

昼
後
刻
』
と
い
う
連
作
小
説
の
読
み
は
、
よ
り
豊
か
な
も
の
に
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

登
場
人
物
を
救
う
眼
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
作
中
で
唯
一
、「
客
人
」
の
恋

の
顛
末
と
「
み
を
」
の
心
情
、
そ
し
て
彼
女
の
死
の
間
際
の
「
こ
と
づ
け
」
の

行
方
の
す
べ
て
を
知
る
人
物
と
し
て
そ
れ
ら
を
結
び
付
け
、「
夢
の
契
」
を
成

就
さ
せ
る
と
と
も
に
、
作
中
の
〈
現
実
〉
に
お
い
て
不
遇
な
登
場
人
物
た
ち

の
、
死
後
の
世
界
で
の
救
い
を
も
想
起
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
彼
が
結

末
部
分
で
語
る
解
釈
は
、
そ
れ
ま
で
の
場
面
で
得
た
情
報
と
照
ら
し
合
わ
せ
る

こ
と
で
、
よ
り
一
層
深
く
意
味
を
帯
び
て
く
る
。
ま
た
、
散
策
子
が
「
散
策

子
」
と
し
て
の
み
存
在
す
る
た
め
、
彼
の
「
名
」
へ
の
こ
だ
わ
り
を
は
じ
め
と

し
た
信
条
や
主
張
は
彼
自
身
に
向
く
だ
け
で
な
く
、
読
み
手
に
「
み
を
」
と

「
客
人
」、
小
獅
子
の
死
後
の
救
済
を
も
想
起
さ
せ
る
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
「
客
人
」
と
似
た
人
物
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
み
を
」
に
心
の
内
を
吐
露
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、「
客
人
」
と
の
完
全
な
る
同
一
視

を
拒
む
こ
と
で
、
散
策
子
は
一
連
の
傍
観
者
の
立
ち
位
置
に
徹
す
る
こ
と
と
な

る
。
彼
が
「
散
策
」
し
、
彼
の
持
つ
眼
で
集
め
た
あ
ら
ゆ
る
情
報
と
、
彼
の
意

志
や
解
釈
を
繋
ぎ
合
わ
せ
な
が
ら
物
語
の
結
末
を
見
届
け
る
こ
と
で
、『
春
昼
』

で
語
ら
れ
た
「
客
人
」
の
恋
と
『
春
昼
後
刻
』
で
語
ら
れ
た
「
み
を
」
の
恋
は

「
夢
の
契
」
と
し
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
最
後
に
今
一
度
、
序
論
で
提
示
し
た

問
い
で
あ
る
、
散
策
子
は
主
人
公
と
呼
ぶ
に
値
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

考
察
し
た
い
。
本
論
で
は
、
散
策
子
を
、
作
中
で
の
事
件
と
い
う
物
語
の
中
心

か
ら
外
れ
た
傍
観
者
で
あ
る
こ
と
を
度
々
述
べ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
散
策
子
は

や
は
り
主
人
公
で
は
な
い
よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
小
森
陽
一（　
15
）

は
、
主
人
公
の
概
念
を
、
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

（
前
略
）
主
人
公
は
、
動
的
な
登
場
人
物
と
不
動
的
な
登
場
人
物
に
二
分



298299

む
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。
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的

体
験
」（『
広
島
女
子
大
国
文
』
二
十
巻
、
二
〇
〇
五
年
八
月
）

・	

安
藤
香
苗
「『
春
昼
』『
春
昼
後
刻
』
△
〇
□
考
」（『
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
』
四
十
巻
、

二
〇
〇
六
年
一
月
）

・	

西
尾
元
伸
「
泉
鏡
花
『
春
昼
』『
春
昼
後
刻
』
考	

― 

そ
の
〈
風
景
〉
と
「
霞
」
を
め

ぐ
っ
て
」（『
語
文
（
大
阪
大
学
）』
八
十
九
巻
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月
）

・	

眞
有
澄
香
「
泉
鏡
花
「
春
昼
」「
春
昼
後
刻
」
論	

―
「
地
妖
」
と
「
囃
子
」
と
「
角

兵
衛
獅
子
」
―
」（『
学
芸
国
語
国
文
学
』
四
十
巻
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）

・	

吉
田
遼
人
「
特
集　

読
書
の
海
の
航
海
術　

言
葉
に
、
つ
ま
ず
く	

― 

素
描
・
泉
鏡

花
「
春
昼
」
連
作
の
織
り
糸
」（『
文
芸
研
究
（
明
治
大
学
）』
百
十
七
巻
、
二
〇
一
二


