
　
　
　
　
（
１
）
は
じ
め
に

　

鈴
木
三
重
吉
「
千
鳥
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
明
治
39
・
５
）
を
論
じ
る
に
先
立
ち
、
ま
ず
「
断
り
書
き
」
を
記
し
て
お
く
。
従
来
「
千
鳥
」

論
の
多
く
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
き
た
夏
目
漱
石
書
簡
（
明
治
39
年
10
月
26
日
付
鈴
木
三
重
吉
宛
書
簡
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
に
お

い
て
漱
石
は
、
年
若
き
三
重
吉
に
対
し
て
、
文
学
は
詩
的
な
世
界
の
み
を
志
向
す
る
だ
け
で
は
だ
め
で
あ
り
、
現
実
と
切
り
結
ば
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
温
か
く
教
え
諭
し
て
い
る
注
１
。
漱
石
曰
く
。

　

此
点
か
ら
い
ふ
と
単
に
美
的
な
文
字
は
昔
の
学
者
が
冷
評
し
た
閑
文
字
に
帰
着
す
る
。
俳
句
趣
味
は
此
閑
文
字
の
中
に
逍
遥
し
て
喜

ん
で
居
る
。
然
し
大
な
る
世
の
中
は
か
ゝ
る
小
天
地
に
寐
こ
ろ
ん
で
居
る
様
で
は
到
底
動
か
せ
な
い
。
然
も
大
に
動
か
さ
ゞ
る
べ
か
ら

ざ
る
敵
が
前
後
左
右
に
あ
る
。
苟
も
文
学
を
以
て
生
命
と
す
る
も
の
な
ら
ば
単
に
美
と
い
ふ
丈
で
は
満
足
が
出
来
な
い
。

　

君
の
趣
味
か
ら
云
ふ
と
オ
イ
ラ
ン
憂
ひ
式
つ
ま
り
。
自
分
の
ウ
ツ
ク
シ
イ
と
思
ふ
事
ば
か
り
か
い
て
、
そ
れ
で
文
学
者
だ
と
澄
ま
し

て
居
る
様
に
な
り
は
せ
ぬ
か
と
思
ふ
。
現
実
世
界
は
無
論
さ
う
は
ゆ
か
ぬ
。
文
学
世
界
も
亦
さ
う
許
か
り
で
は
ゆ
く
ま
い
。

確
認
し
て
お
く
な
ら
、
こ
の
時
点
で
三
重
吉
は
「
千
鳥
」
を
発
表
し
第
二
作
「
山
彦
」
を
構
想
中
の
段
階
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
漱
石
の

は
じ
ま
り
と
し
て
の
「
切
断
」　
　
―
鈴
木
三
重
吉
「
千
鳥
」
論武

田

信

明
一

は
じ
ま
り
と
し
て
の
「
切
断
」　
　

―
鈴
木
三
重
吉
「
千
鳥
」
論



三
重
吉
評
は
「
千
鳥
」
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。
漱
石
は
、
三
重
吉
の
強
い
美
的
志
向
性
を
〈
オ
イ
ラ
ン
憂
ひ
式
〉
と
称
し
、
そ
れ
が
現

実
世
界
か
ら
か
け
離
れ
た
内
向
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
漱
石
の
指
摘
通
り
、
三
重
吉
は
そ
の
後
、

作
品
に
ど
の
よ
う
に
「
現
実
的
要
素
」
を
取
り
込
む
の
か
に
つ
い
て
苦
闘
を
続
け
る
こ
と
と
な
り
、
最
終
的
に
は
小
説
執
筆
そ
の
も
の
か

ら
離
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
漱
石
の
指
摘
は
正
鵠
を
得
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
漱
石
書
簡

を
引
用
す
る
多
く
の
論
者
た
ち
が
、
漱
石
の
指
摘
を
そ
の
ま
ま
作
品
評
価
の
基
軸
に
採
用
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
は
問
題
で
あ
る
。「
文

学
史
的
事
実
」
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
、
発
言
者
が
他
な
ら
ぬ
漱
石
と
い
う
偉
大
な
固
有
名
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
右
の
三
重
吉
評
は
否
定
し
が
た
い
絶
対
的
価
値
基
準
と
な
る
。
つ
ま
り
「
千
鳥
」
論
は
、
思
考
に
先
立
っ
て
あ
ら
か
じ
め
結
論
が
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
千
鳥
」
は
優
れ
て
美
的
な
作
品
で
あ
る
も
の
の
、
現
実
的
要
素
に
乏
し
い
内
向
的
な
作
品
で
あ

る
、
と
い
う
結
論
で
あ
る
。
本
稿
は
、
新
た
な
観
点
か
ら
「
千
鳥
」
を
分
析
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
漱
石
の
三
重
吉
評
に
関
し
て
は
「
判エ

断ポ

停ケ

止ー

」
す
る
こ
と
と
し
、
い
っ
さ
い
言
及
し
な
い
。

　
　
　
　
（
２
）
冒
頭
第
一
文
の
意
義

　

写
生
文
は
、
眼
前
の
情
景
を
言
語
化
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
比
喩
的
に
言
う
な
ら
、
写
生
文
は
絵
画
で
あ
り
写
真
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
一
定
の
時
間
の
「
持
続
」
が
担
保
さ
れ
な
い
。
い
か
に
長
く
写
生
文
を
書
き
連
ね
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
分
量
的
に
「
長
い
」

散
文
で
あ
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
り
、
そ
の
長
さ
を
貫
い
て
持
続
す
る
「
時
間
」
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ

れ
は
「
小
説
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、「
小
説
」
の
時
間
的
持
続
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
、
事
件
の
発
生
や
展
開
、
そ
れ
に
付
随

す
る
作
中
人
物
の
内
面
描
写
な
ど
の
諸
要
素
は
、
写
生
文
で
記
述
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
で
は
、
あ
く
ま
で
「
写
生
文
」
を
主
眼
と

し
な
が
ら
、
一
定
の
持
続
と
長
さ
を
備
え
た
作
品
は
、
い
か
に
す
れ
ば
可
能
と
な
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
直
面
し
た
の
が
、
写
生
文
か
ら

出
発
し
た
夏
目
漱
石
で
あ
り
、
そ
し
て
も
う
一
人
、
初
め
て
の
創
作
に
立
ち
向
か
っ
て
い
た
青
年
鈴
木
三
重
吉
で
あ
る
。

　

漱
石
の
勧
め
に
よ
っ
て
初
め
て
創
作
に
向
か
っ
た
三
重
吉
が
、
ま
ず
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
が
右
の
問
題
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

二



は
様
々
な
構
想
を
経
て
、
作
品
空
間
は
、
三
重
吉
が
療
養
の
た
め
滞
在
し
て
い
た
瀬
戸
内
海
の
自
然
豊
か
な
小
島
を
選
び
取
る
。
そ
し
て

男
性
主
人
公
が
、
一
人
の
若
い
女
性
と
出
会
い
淡
い
交
流
を
す
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
の
骨
子
が
定
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
自
然
描
写
の
羅
列
が
作
中
に
「
時
間
」
を
産
む
わ
け
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
作
品
展
開
の
軸
た
る
べ
き
事
件
ら
し
い
事
件
が

あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
つ
ま
り
作
品
を
貫
く
「
統
辞
構
造
」
が
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
三
重
吉
が
選
び
取
っ
た
の
が
、
作
品
へ
の
「
過
去
」
と
い
う
時
間
の
導
入
で
あ
る
。
正
確
に
言
う
な
ら
、「
回
想
す
る

主
体
」
が
お
り
、
そ
の
回
想
行
為
の
対
象
と
し
て
「
過
去
」
が
屹
立
す
る
と
い
う
事
態
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
「
現
在
／
過
去
」
と

い
う
二
極
構
造
の
導
入
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
明
確
な
時
間
構
造
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
千
鳥
」

は
写
生
文
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
小
説
作
品
と
し
て
の
成
就
が
確
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
間
構
造
の
導
入
は
、
こ
れ
か
ら
論

じ
て
い
く
よ
う
に
、
作
品
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
ま
さ
に
本
作
の
核
心
に
位
置
す
る
と
言
え

る
。

　
「
千
鳥
」
の
冒
頭
は
、〈
千
鳥
の
話
は
馬ば
く

喰ら
う

の
娘
の
お
長
で
始
ま
る
。〉
と
い
う
一
文
で
始
ま
る
注
２
。
読
者
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ま

ず
「
千
鳥
」
と
い
う
作
品
名
を
読
み
、
い
ま
現
に
読
み
進
め
つ
つ
あ
る
の
が
「
千
鳥
」
と
題
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。

だ
が
作
品
言
説
は
、
冒
頭
の
一
文
で
こ
と
さ
ら
に
〈
千
鳥
の
話
〉
の
始
ま
り
を
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
作
品
が
最
初
に
提
示
す
る

の
は
、
以
下
の
叙
述
が
「
千
鳥
の
話
」
と
い
う
一
連
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
自
己
言
及
的
な
情
報
で
あ
り
、
わ
ず
か
一
文
に
よ
っ
て
作
品

を
「
物
語
化
」
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。

　
〈
千
鳥
の
話
は
～
で
始
ま
る
〉
と
い
う
表
現
の
中
に
は
、
暗
黙
裡
に
〈
千
鳥
の
話
は
～
で
終
わ
る
〉
と
い
う
物
語
の
「
終
わ
り
」
が
含

ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
物
語
の
「
は
じ
ま
り
」
の
明
記
は
、
単
に
「
は
じ
ま
り
」
を
知
ら
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
連
の
叙
述

が
「
は
じ
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
を
持
つ
「
物
語
」
で
あ
る
こ
と
を
も
告
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
作
品
は
終
盤
部
で
、「
千
鳥

の
話
」
の
終
結
を
以
下
の
よ
う
に
明
示
す
る
こ
と
と
な
る
。

千
鳥
の
話
と
は
、
唖
の
お
長
の
手
枕
に
始
ま
つ
て
、
絵
に
描
い
た
女
が
自
分
に
近
寄
つ
て
、
狐
が
鼬
ほ
ど
に
な
つ
て
、
更
紗
の
蒲
団
の

三

は
じ
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と
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花
が
淀
ん
で
、
鮒
が
沈
ん
で
針
が
埋う
づ

ま
つ
て
、
下
駄
の
緒
が
切
れ
て
女
郎
蜘
蛛
が
下
が
つ
て
、
そ
れ
か
ら
机
の
抽
斗
か
ら
片
袖
が
出

た
、
そ
の
二
日
の
記
憶
で
あ
る
。
自
分
は
袖
を
膝
の
上
に
載
せ
た
ま
ゝ
、
暗
く
な
る
ま
で
ぢ
つ
と
坐
つ
て
色
々
な
思
ひ
に
く
れ
た
末
、

一
番
し
ま
い
に
か
う
考
へ
た
。
話
は
只
こ
の
二
日
で
終
ら
な
け
れ
ば
面
白
く
な
い
。
跡
へ
尾
を
曳
い
て
は
も
う
拙
ら
な
い
と
考
へ
た
。

こ
こ
に
は
語
り
手
で
あ
る
〈
自
分
〉
が
「
千
鳥
の
話
」
の
終
わ
り
を
確
定
せ
ん
と
す
る
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。
実
は
そ
れ
は
冒
頭
部
も
同

様
な
の
だ
。
と
り
と
め
も
な
く
連
続
し
て
ゆ
く
日
常
の
時
間
を
意
図
的
に
切
断
し
、
は
じ
ま
り
と
終
わ
り
を
明
示
す
る
こ
と
で
、
切
り
取

ら
れ
た
線
分
を
〈
二
日
の
記
憶
〉
と
し
て
物
語
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
件
は
、
そ
の
物
語
化
の
作
業
自
体
が
作
中
に
あ
か
ら
さ
ま
に

記
述
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
う
一
つ
の
指
摘
を
し
て
お
こ
う
。
語
り
手
は
〈
二
日
の
記
憶
〉
を
〈
唖
の
お
長
の
手
枕
に
始

ま
つ
て
～
机
の
抽
斗
か
ら
片
袖
が
出
た
〉
と
具
体
的
な
事
が
ら
の
連
続
と
し
て
列
挙
し
て
み
せ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
列
挙
が
、
と
り
と

め
も
な
い
出
来
事
の
羅
列
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
に
気
づ
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
け
っ
し
て
物
語
を
構
成
す
る
こ
と
の
な
い
、

因
果
関
係
を
欠
く
出
来
事
の
連
な
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
切
断
作
業
に
よ
っ
て
〈
二
日
の
記
憶
〉
す
な
わ
ち
「
千
鳥
の
話
」
へ
と
変

貌
す
る
。
比
喩
的
に
言
う
な
ら
、
ば
ら
ば
ら
の
鉄
片
が
磁
力
の
作
用
に
よ
っ
て
直
線
的
に
結
合
し
て
ゆ
く
。
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
「
千
鳥
の
話
」
が
〈
二
日
の
記
憶
〉
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
は
、「
千
鳥
の
話
」
が
過
去
の
物
語
で
あ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。「
千
鳥
」

の
美
的
情
緒
が
、
過
去
回
想
形
式
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
多
く
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
本
間
久
雄
は
「
鈴
木
三
重

吉
論
」
の
な
か
で
、「
千
鳥
」
で
の
過
去
の
追
憶
を
「
憧
憬
の
享
楽
」
と
規
定
し
、〈
残
り
惜
し
く
分
れ
た
女
を
別
に
追
求
も
せ
ず
、
残
り

惜
し
さ
を
そ
の
ま
ゝ
芸
術
の
気
分
に
美
化
し
て
、
そ
の
美
化
さ
れ
た
芸
術
的
気
分
の
中
に
吾
れ
自
ら
を
融
合
し
つ
ゝ
、
そ
こ
に
い
つ
迄
も

回
想
の
快
さ
を
味
は
う
と
す
る
〉
と
論
じ
て
い
る
注
３
。
し
か
し
な
が
ら
、「
千
鳥
」
の
過
去
回
想
の
問
題
を
作
品
構
造
の
レ
ベ
ル
か
ら
論

究
し
た
の
は
、
半
田
淳
子
「「
千
鳥
」
の
寓
話
性
」
で
あ
る
。
半
田
は
作
品
冒
頭
の
一
文
の
重
要
性
を
指
摘
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
論

じ
て
い
る
注
４
。

四



　
「
千
鳥
」
は
「
千
鳥
の
話
は
馬
喰
の
お
長
で
始
ま
る
」
と
い
う
一
文
を
も
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
。〈
千
鳥
〉
で
は
な
い
、〈
千
鳥
の
話
〉

と
な
っ
て
い
る
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
青
木
は
は
っ
き
り
と
「
以
来
永
く
藤
さ
ん
の
事
は
少
し
も
思
は
な
い
。
よ
く
思
ふ
の
は
思
ふ

け
れ
ど
、
そ
れ
は
藤
さ
ん
を
思
ふ
の
で
は
な
い
。
千
鳥
の
話
の
中
の
藤
さ
ん
を
思
ふ
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
千
鳥
」
は
一
つ

の
完
結
し
た
話
と
し
て
、
一
人
称
回
想
形
式
で
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
主
人
公
で
あ
る
青
木
は
こ
の
話
の
語
り
手
で
あ

り
、
同
時
に
登
場
人
物
の
ひ
と
り
で
も
あ
る
。

半
田
の
指
摘
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
れ
を
敷
衍
し
て
み
よ
う
。
冒
頭
の
一
文
に
よ
っ
て
、
作
品
が
「
千
鳥
の
話
」
と
い
う
物
語
の
提
示
を

行
っ
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
語
る
べ
き
対
象
が
「
過
去
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
同
時
に
提
示
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
〈
自
分
〉
は
、〈
藤
さ
ん
〉
の
事
を
思
う
の
で
は
な
く
〈
千
鳥
の
話
の
中
の
藤
さ
ん
〉
を
思
う
の
で
あ
る

と
、
そ
の
差
異
を
強
弁
す
る
。
そ
れ
は
先
に
引
用
し
た
〈
話
は
只
こ
の
二
日
で
終
わ
ら
な
け
れ
ば
面
白
く
な
い
。
跡
へ
尾
を
曳
い
て
は
も

う
拙
ら
な
い
〉
と
い
う
発
言
と
同
義
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
千
鳥
の
話
」
の
圏
域
に
こ
だ
わ
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
第

一
に
、〈
自
分
〉
の
〈
藤
さ
ん
〉
へ
の
憧
憬
の
あ
り
方
、
ひ
い
て
は
〈
自
分
〉
の
女
性
思
慕
の
あ
り
方
に
関
与
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
は
第
二
に
、
過
去
の
特
殊
な
あ
り
方
に
も
関
与
す
る
の
で
あ
る
。「
千
鳥
の
話
」
と
い
う
過
去
は
、
現
在
と
連
続
す
る
相
対
的
な
過

去
な
ど
で
は
な
く
、
現
在
と
は
き
っ
ぱ
り
切
断
さ
れ
た
絶
対
的
な
過
去
で
あ
る
、
と
い
う
あ
り
方
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
何
度
も
反

芻
さ
れ
る
こ
と
で
修
正
さ
れ
続
け
て
ゆ
く
主
観
性
の
高
い
過
去
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
過
去
は
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
た
と
い
う
過
去
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
主
観
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
物
語
的
な
過
去
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
千
鳥
の
話
」
と
呼
称
さ

れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

三
重
吉
は
、
写
生
文
で
書
か
れ
た
小
説
と
し
て
寺
田
寅
彦
の
「
団
栗
」
に
感
銘
を
う
け
た
こ
と
を
随
筆
中
に
何
度
か
記
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
「
上
京
当
時
の
回
想
」
の
一
節
に
は
、〈
千
鳥
を
書
い
た
頃
〉
と
し
て
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
注
５
。

　

私
は
何
う
し
て
も
写
生
文
の
形
式
を
も
つ
て
、
よ
り
意
義
の
あ
り
、
進
ん
で
は
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ヨ
ン
を
備
へ
た
大
き
な
小
説
を
書

五
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か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
ふ
考
を
も
つ
て
ゐ
た
。
私
が
最
初
写
生
文
に
立
脚
し
た
小
説
で
自
分
の
好
き
な
も
の
に
逢
着
し
た
の
は
寺

田
寅
彦
氏
の
「
ど
ん
ぐ
り
」
と
い
ふ
ホ
ト
丶
ギ
ス
に

0

0

0

0

0

0

載
つ
た
短
篇
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
今
出
し
て
読
ん
で
も
、
わ
れ
〳
〵
の
現
在
の
作

物
の
中
に
も
つ
て
来
て
見
て
も
、
猶
且
つ
完
全
な
意
味
で
一
つ
の
傑
作
と
し
て
推
奨
す
る
こ
と
が
出
来
る
。（
傍
点
・
原
文
）

三
重
吉
が
写
生
文
で
の
小
説
創
作
に
あ
た
っ
て
〈
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ヨ
ン
を
備
へ
た
大
き
な
小
説
〉
を
目
指
し
て
い
た
点
を
ま
ず
確
認
し

こ
う
。
つ
ま
り
、
三
重
吉
は
、「
長
さ
」
と
「
構
造
」
の
問
題
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。〈
も
う
何
年
前
に
な
る
か
思
ひ
出
せ
ぬ
が
日

は
覚
え
て
ゐ
る
〉
と
い
う
一
文
で
始
め
ら
れ
る
「
団
栗
」
は
、
語
り
手
〈
余
〉
が
亡
き
妻
を
し
の
ぶ
と
い
う
作
品
で
あ
る
注
６
。
身
重
の

妻
が
結
核
に
か
か
り
寝
込
ん
で
し
ま
う
。
や
や
病
状
が
回
復
し
た
あ
る
日
、
妻
と
一
緒
に
植
物
園
に
出
か
け
る
。
妻
は
幼
い
子
ど
も
の
よ

う
に
、
落
ち
て
い
る
団
栗
を
夢
中
で
拾
い
集
め
る
。
妻
の
死
後
、〈
余
〉
は
忘
れ
形
見
の
子
ど
も
を
連
れ
て
植
物
園
に
遊
び
に
行
く
。
す

る
と
幼
子
は
亡
き
妻
と
同
じ
よ
う
に
団
栗
拾
い
に
夢
中
に
な
る
。
こ
れ
が
「
団
栗
」
の
梗
概
で
あ
る
。
藤
尾
健
剛
は
「
鈴
木
三
重
吉
の
文

学
」
に
お
い
て
、
三
重
吉
作
品
に
共
通
す
る
〈
過
去
の
記
憶
の
ま
つ
わ
る
事
物
を
中
核
に
物
語
を
構
成
す
る
手
法
〉
が
「
団
栗
」
の
影
響

を
受
け
た
も
の
だ
と
指
摘
し
、
と
り
わ
け
〈
寅
彦
の
作
品
が
他
の
写
生
文
に
な
い
「
結
構
」
を
備
え
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
過
去
の
回

想
と
い
う
モ
チ
ー
フ
自
体
が
よ
り
強
く
三
重
吉
を
誘
惑
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
〉
と
記
し
て
い
る
注
７
。「
団
栗
」
に
お
け
る
団

栗
の
実
と
「
千
鳥
」
に
お
け
る
片
袖
と
い
う
中
核
的
事
物
の
存
在
の
共
通
性
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
過
去
を
回
想
さ
せ
る
契
機
と
な
る
こ

と
、
さ
ら
に
過
去
回
想
に
三
重
吉
が
魅
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
正
当
で
あ
る
。
た
だ
「
団
栗
」
の
「
結

構
」
の
問
題
を
等
閑
視
し
て
い
る
点
に
は
強
い
異
議
が
あ
る
。
写
生
文
作
品
の
構
造
的
側
面
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
三
重
吉
は
、「
団

栗
」
の
構
造
的
特
徴
か
ら
も
多
大
の
示
唆
を
得
た
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
団
栗
」
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
文
末
の
「
過
去
形
／
現
在
形
」
の
書
き
分
け
で
あ
る
。「
団
栗
」
は
過
去

回
想
小
説
の
形
式
を
と
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
半
は
現
在
形
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
作
中
か
ら
異
な
る
二
箇

所
を
引
用
す
る
。
前
者
は
、
妻
と
植
物
園
に
行
っ
た
場
面
で
あ
り
、
後
者
は
数
年
後
子
ど
も
と
植
物
園
に
行
っ
た
場
面
で
あ
る
。 六



出
口
の
方
へ
と
崖
の
下
を
あ
る
く
。
何
の
見
る
も
の
も
な
い
。
後
で
妻
が
「
お
や
、
団
栗
が
」
と
不
意
に
大
き
な
声
を
し
て
、
道
脇
の

落
葉
の
中
へ
は
ひ
つ
て
行
く
。
な
る
程
、
落
葉
に
交
じ
つ
て
無
数
の
団
栗
が
、
凍
て
た
崖
下
の
土
に
こ
ろ
が
つ
て
居
る
。
妻
は
其
処
へ

し
や
が
ん
で
熱
心
に
拾
ひ
は
じ
め
る
。
見
る
間
に
左
の
掌
に
一
杯
に
な
る
。

団
栗
を
拾
つ
て
喜
ん
だ
妻
も
今
は
な
い
。
御
墓
の
土
に
は
苔
の
花
が
何
遍
か
咲
い
た
。
山
に
は
団
栗
も
落
ち
れ
ば
、
鵯
の
鳴
く
音
に
落

葉
が
降
る
。
今
年
の
二
月
、
あ
け
て
六
つ
に
な
る
忘
れ
形
見
の
み
つ
坊
を
つ
れ
て
、
此
植
物
園
へ
遊
び
に
来
て
、
昔
な
が
ら
の
団
栗
を

拾
わ
せ
た
。
こ
ん
な
些
細
な
事
に
迄
、
遺
伝
と
云
ふ
や
う
な
も
の
が
あ
る
も
の
だ
か
、
み
つ
坊
は
非
常
に
面
白
が
つ
た
。

前
者
の
引
用
部
が
す
べ
て
現
在
形
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
比
し
、
後
者
は
、
現
在
形
と
過
去
形
が
混
在
し
て
い
る
事
態
が
明
瞭
に
み
て

と
れ
る
だ
ろ
う
。
時
間
的
に
は
、
む
し
ろ
過
去
に
属
す
る
亡
き
妻
の
描
写
が
現
在
形
で
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
一
連
の
部
分
こ
そ
が

写
生
文
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
基
本
的
に
写
生
文
は
現
在
形
で
記
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
寺
田
寅
彦
は
「
団
栗
」
に
お
い

て
現
在
形
と
過
去
形
を
使
い
分
け
て
い
る
。
い
ま
た
だ
ち
に
、
そ
の
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
追
憶
の
中
心
、

過
去
の
中
心
で
あ
る
妻
の
描
写
は
現
在
形
で
、
事
実
説
明
的
な
文
は
過
去
形
で
と
い
う
漠
然
と
し
た
指
摘
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
写
生
文
に

よ
っ
て
小
説
を
書
く
際
に
、「
団
栗
」
の
よ
う
な
小
品
で
あ
っ
た
と
し
て
も
現
在
形
だ
け
で
書
き
き
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、「
団

栗
」
は
現
在
形
と
過
去
形
の
使
い
分
け
が
、
読
者
の
目
ざ
わ
り
に
な
ら
な
い
ほ
ど
巧
み
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
た
と
え
小
説

の
一
部
分
で
あ
れ
、
写
生
文
を
展
開
で
き
る
可
能
性
は
充
分
あ
る
と
い
う
こ
と
。
お
そ
ら
く
三
重
吉
は
、
以
上
の
よ
う
な
点
を
「
団
栗
」

か
ら
学
び
と
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
で
は
「
千
鳥
」
は
ど
う
か
。
も
う
一
度
、
作
品
冒
頭
に
立
ち
返
っ
て
検
証
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
　
　
　
（
３
）
現
在
形
で
綴
ら
れ
る
「
過
去
」

「
千
鳥
」
の
冒
頭
部
分
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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千
鳥
の
話
は
馬
喰
の
娘
の
お
長
で
始
ま
る
。
小
春
の
日
の
夕
方
、
蒼
ざ
め
た
お
長
は
軒
下
へ
蓆
を
敷
い
て
し
よ
ん
ぼ
り
と
坐
つ
て
ゐ

る
。
干
し
並
べ
た
平ひ
ら

茎ぐ
き

に
は
、
最
早
絲
筋
ほ
ど
の
日
影
も
さ
ゝ
ぬ
。
洋
服
で
丘
を
上
が
つ
て
来
た
の
は
自
分
で
あ
る
。
お
長
は
例
の
泣

き
出
し
さ
う
な
目
も
と
で
自
分
を
仰
ぐ
。
親
指
と
小
指
と
、
そ
し
て
襷
が
け
の
真
似
は
初
や
が
こ
と
。
そ
の
三
人
と
も
み
ん
な
留
守
だ

と
手
を
振
る
。
頤
で
奥
を
指ゆ
び
さし
て
手
枕
を
す
る
の
は
何
の
こ
と
か
解
ら
な
い
。
藁
で
た
ば
ね
た
髪
の
解ほ
つ

れ
は
、
掻
き
揚
げ
て
も
直
ぐ
ま

た
顔
に
垂
れ
下
る
。

　

主
人
公
で
あ
る
〈
自
分
（
青
木
）〉
は
、
こ
の
夏
滞
在
し
て
い
た
小
島
を
再
び
訪
れ
る
こ
と
と
な
る
。
懐
か
し
い
〈
小
母
さ
ん
〉
の
家

へ
戻
っ
て
き
た
場
面
か
ら
作
品
は
始
め
ら
れ
る
。
余
談
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
〈
お
長
〉
の
手
振
り

と
、
そ
れ
を
解
読
し
よ
う
と
す
る
〈
自
分
〉
と
い
う
、
無
音
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
光
景
は
、
小
説
の
書
き
出
し
と
し
て
、
き
わ
め

て
優
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
ば
し
ば
写
生
文
は
、
事
物
の
表
面
や
運
動
を
忠
実
に
記
述
す
る
。
そ
れ
は
漱
石
と
三
重
吉
に
顕
著
で

あ
る
の
だ
が
、〈
お
長
〉
の
身
体
の
動
き
か
ら
始
め
ら
れ
る
「
千
鳥
」
冒
頭
に
、
そ
の
特
質
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
注
目
す
べ
き
点
は
、
そ
こ
で
は
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
二
点
存
在
す
る
。
そ
の
第
一
は
、「
語
る
私
」
と
「
語
ら
れ
る
私
」
の

明
確
な
切
断
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
冒
頭
の
一
文
に
続
く
、〈
お
長
〉
の
描
写
に
お
い
て
、
彼
女
が
〈
ぼ
ん
や
り
と
坐
つ
て
ゐ

る
〉
こ
と
、
そ
し
て
〈
干
し
並
べ
た
平
茎
〉
に
〈
最
早
絲
筋
ほ
ど
の
日
影
も
さ
ゝ
ぬ
〉
こ
と
を
誰
が
眼
差
し
て
い
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
そ

れ
は
〈
自
分
〉
以
外
の
何
者
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
続
く
一
文
で
〈
洋
服
で
丘
を
上
が
つ
て
来
た
の
は
自
分
で
あ
る
〉
と
記
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
だ
と
す
る
な
ら
〈
自
分
〉
は
丘
を
登
り
な
が
ら
、
あ
る
い
は
丘
を
登
り
き
っ
た
時
点
で
、
早
く
も
遠
視
眼
的
に
、
し
か

も
瞬
時
に
そ
れ
ら
の
光
景
を
眼
差
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
違
う
で
あ
ろ
う
。
冒
頭
部
で
〈
お
長
〉
を
眺
め
て
い
る
の
は
、
語
り

手
の
〈
自
分
〉
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
自
分
は
洋
服
で
丘
を
登
っ
て
来
た
」
と
は
記
さ
ず
に
〈
洋
服
で
丘
を
上
が
つ
て
来
た
の
は

自
分
で
あ
る
〉
と
、〈
自
分
〉
が
他
者
化
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
一
文
で
は
、「
自
分
は
〈
洋
服
で
丘
を
上
が
つ
て
来
た
の
は

自
分
で
あ
る
〉
こ
と
を
見
る
」
と
い
う
奇
妙
な
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
。「
丘
を
登
る
自
分
」
は
作
中
人
物
の
〈
自
分
〉
で
あ
り
、
そ
れ

八



を
見
て
い
る
の
は
語
り
手
の
〈
自
分
〉
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
矛
盾
は
、
こ
の
一
文
だ
け
で
あ
り
、
矛
盾
は
瞬
時
に
解
消
さ
れ
る
。
そ
し
て

以
降
は
「
千
鳥
の
話
」
を
語
る
「
語
り
手
の
自
分
」
は
一
旦
フ
ェ
イ
ド
ア
ウ
ト
し
、
作
中
人
物
で
あ
る
〈
自
分
〉
が
世
界
を
眼
差
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
な
ど
で
は
な
く
、
一
人
称
小
説
に
あ
っ
て
自
明
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
反

論
が
想
定
さ
れ
る
。
だ
が
、
自
明
の
こ
と
が
こ
こ
で
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
「
千
鳥
」
が
一
人
称
小
説
と
し
て
成
立
し
て
い

る
こ
と
の
証
左
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
作
品
は
〈
自
分
の
分
裂
〉
と
い
う
事
態
を
明
確
に
意
識
し
、
強
調
し
て
さ
え
い
る
。
作
品

末
尾
で
、
千
鳥
の
片
袖
に
見
入
り
な
が
ら
「
千
鳥
の
話
」
を
回
想
す
る
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
〈
自
分
は
そ
ゞ
ろ
に
千
鳥
の
話
の
中
に

這
入
つ
て
、
藤
さ
ん
と
一
し
よ
に
活
動
写
真
の
や
う
に
動
く
。
自
分
の
芝
居
を
自
分
で
見
る
の
で
あ
る
〉
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作

品
は
〈
自
分
の
芝
居
を
自
分
で
見
る
〉
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
語
る
私
」
と
「
語
ら
れ
る
私
」
の
切
断
は
、
同
時
に
「
現

在
の
私
」
と
「
過
去
の
私
」
の
切
断
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
事
態
が
派
生
す
る
。

　

そ
れ
が
第
二
の
注
目
点
で
あ
る
。
引
用
部
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
文
末
は
す
べ
て
現
在
形
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
冒
頭

第
一
文
の
効
果
で
も
あ
ろ
う
。
冒
頭
で
提
示
さ
れ
た
「
千
鳥
の
話
」
と
い
う
枠
の
設
定
に
よ
っ
て
、
以
下
に
展
開
さ
れ
る
叙
述
の
一
切
は

過
去
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
強
固
な
枠
で
括
ら
れ
た
時
、
逆
説
的
に
、
個
々
の
文
は
過
去
時
制
の
表
記
か
ら

解
放
さ
れ
、
写
生
文
の
本
領
で
あ
る
現
在
形
に
よ
る
描
写
が
可
能
と
な
る
。
事
実
、
作
品
前
半
は
、
滞
在
二
日
目
の
冒
頭
で
〈
千
鳥
の
話

は
一
と
夜
明
け
る
〉
と
い
っ
た
注
釈
が
加
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
現
在
形
で
語
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
過
去
形
は
い
か
な
る
場
面
に
登
場
し
て
い
る
の
か
。
た
と
え
ば
〈
藤
さ
ん
〉
と
の
予
期
せ
ぬ
別
れ
の
箇
所
が
そ
れ
で
あ
る
。
二

日
目
、〈
自
分
〉
は
散
歩
に
出
か
け
る
た
め
〈
藤
さ
ん
〉
を
誘
う
。
し
か
し
、〈
藤
さ
ん
〉
は
針
仕
事
が
あ
る
か
ら
散
歩
に
は
行
け
な
い
と

応
え
る
。
仕
方
な
く
〈
自
分
〉
は
一
人
で
散
歩
に
出
か
け
る
。
だ
が
そ
の
留
守
中
、
島
の
外
か
ら
男
が
や
っ
て
き
て
〈
藤
さ
ん
〉
を
連
れ

去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
「
お
早
く
お
帰
り
な
さ
い
ま
し
な
」

「
え
ゝ
」
と
自
分
は
後
の
事
は
何
に
も
知
ら
ず
に
、
ス
テ
ツ
キ
を
振
り
廻
し
な
が
ら
と
こ
〳
〵
と
出
て
行
つ
た
け
れ
ど
、
二
人
は
遂
に

九
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こ
れ
が
永
き
別
れ
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　

勿
論
こ
の
時
に
は
、
借
り
た
着
物
は
も
う
着
換
へ
て
い
た
。
着
換
え
へ
る
ま
で
自
分
は
何
の
気
も
な
し
に
ゐ
た
け
れ
ど
、
か
う
し
て

島
の
宿
り
に
客
と
な
つ
て
、
女
の
人
の
着
物
を
借
り
て
着
た
の
か
と
思
ふ
と
、
脱
ぐ
段
に
な
つ
て
一
種
の
艶
な
感
じ
が
起
こ
つ
た
。
何

だ
か
も
う
少
し
着
て
ゐ
た
い
や
う
に
も
思
は
れ
た
。
そ
し
て
、
し
ば
ら
く
羽
織
の
赤
い
裏
の
裏
返
つ
た
の
を
見
守
つ
た
。
自
分
の
家
な

ぞ
で
は
、
こ
ん
な
花
や
か
な
着
物
の
脱
ぎ
捨
て
ゝ
あ
る
こ
と
は
遂
に
見
ら
れ
な
い
。
姉
は
十
一
で
死
ん
だ
。

〈
こ
れ
が
永
き
別
れ
と
な
つ
た
〉
と
い
う
語
り
手
の
現
在
時
か
ら
の
注
釈
が
介
入
す
る
こ
と
で
、
作
中
に
一
挙
に
過
去
形
が
噴
出
し
て
い

る
さ
ま
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
勢
い
に
よ
っ
て
、
つ
い
ぞ
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
〈
自
分
〉
の
子
ど
も
時
代
の
思
い
出
ま
で

も
が
召
喚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
「
千
鳥
の
話
」
に
戻
る
こ
と
で
、
現
在
形
の
文
が
再
び
記
述
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。〈
藤
さ
ん
〉
と
〈
自
分
〉
が
過
ご
し
た
二
日
、
そ
れ
は
遠
い
過
去
で
あ
り
な
が
ら
現
在
形
で
描
写
さ
れ
る
。
何
度
も
何
度
も
反
復
的

に
反
芻
し
続
け
ら
れ
る
記
憶
だ
か
ら
で
あ
る
。「
千
鳥
」
は
、
き
わ
め
て
意
識
的
に
「
現
在
形
／
過
去
形
」
を
書
き
分
け
る
こ
と
で
、
そ

れ
を
表
出
し
て
い
る
。

　

繰
り
返
し
記
し
て
お
く
。「
千
鳥
」
は
作
品
内
部
に
入
れ
子
状
に
「
千
鳥
の
話
」
と
い
う
「
物
語
」
を
配
置
し
て
い
る
。
比
喩
的
に
言

う
な
ら
ば
、
現
実
世
界
で
苦
悩
す
る
日
々
を
過
ご
さ
ざ
る
を
得
な
い
人
間
に
も
、
至
福
の
夢
を
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る
。「
千
鳥
の

話
」
と
は
、
そ
の
至
福
の
夢
の
謂
い
で
あ
る
。「
千
鳥
」
は
夢
見
る
人
と
夢
の
構
造
を
、
作
品
上
で
具
体
的
に
構
造
化
し
た
の
で
あ
り
、。

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
千
鳥
の
話
」
内
部
に
お
い
て
、
写
生
文
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
沃
野
を
展
開
で
き
た
の
で
あ
る
。
写
生
文
に
は

親
炙
し
て
い
た
も
の
の
、
小
説
創
作
経
験
の
無
か
っ
た
三
重
吉
に
と
っ
て
、
こ
の
構
造
に
想
到
し
た
こ
と
は
決
定
的
で
あ
っ
た
と
考
え
て

よ
い
。
補
足
し
て
お
く
な
ら
、「
千
鳥
」
に
続
く
第
二
作
「
山
彦
」
で
は
、
こ
の
時
間
構
造
は
導
入
さ
れ
て
い
な
い
。「
山
彦
」
は
「
千
鳥
」

の
成
果
を
承
け
て
、
ま
た
新
た
な
写
生
文
の
実
験
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
以
前
記
し
た
の
で
本
稿
で
は
詳
述
し

な
い
注
８
。

　

で
は
、
や
や
長
く
は
な
る
が
、
冒
頭
部
に
続
く
部
分
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
そ
の
写
生
文
の
連
な
り
を
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

一
〇



　

座
敷
へ
上
が
つ
て
も
、
誰
も
出
て
来
る
も
の
が
な
い
か
ら
勢は
づ
みが
な
い
。
廊
下
へ
出
て
、
の
こ
〳
〵
離
れ
の
方
へ
行
つ
て
見
る
。
麓
の

家
で
方
々
に
白
木
綿
を
織
る
の
が
轡
虫
が
鳴
く
や
う
に
聞
え
る
。
廊
下
に
は
草
花
の
床
が
女
帯
ほ
ど
の
巾
で
長
く
続
い
て
ゐ
る
。
二
三

種
の
花
が
咲
い
て
ゐ
る
。
水
仙
の
一
と
株
に
花
床
が
尽
き
て
、
低
い
階
段
を
拾
ふ
と
、
そ
こ
が
六
畳
の
中
二
階
で
あ
る
。
自
分
が
紀
念

に
置
い
て
往
つ
た
摺す
り

絵え

が
、
そ
の
儘
に
仄
暗
く
壁
に
懸
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
目
に
つ
く
と
、
久
し
振
り
で
自
分
の
家う
ち

に
帰
つ
て
来
で
も

し
た
や
う
に
懐
し
く
な
る
。
床
の
上
に
、
小
さ
な
花
瓶
に
竜り
ん

胆だ
う

の
花
が
四
五
本
挿
し
て
あ
る
。
夏
二
た
月
の
逗
留
の
間
、
自
分
は
こ
の

花
瓶
に
入
り
替
り
し
を
ら
し
い
花
を
絶
や
し
た
事
が
な
か
つ
た
。
床
の
横
の
押
入
れ
か
ら
、
赤
い
縮
緬
の
帯
上
げ
の
や
う
な
も
の
が
少

し
ば
か
り
食は

み
出
し
て
ゐ
る
。
一
寸
引
つ
張
つ
て
み
る
と
す
う
と
出
る
。
ど
こ
ま
で
出
る
か
と
続
け
て
引
つ
張
る
と
す
ら
〳
〵
と
す
つ

か
り
出
る
。

　

自
分
は
そ
れ
を
幾
つ
に
も
畳
ん
で
み
た
り
、
手
の
甲
へ
巻
き
附
け
た
り
し
て
い
ぢ
く
る
。
後
に
は
頭
か
ら
頤
へ
掛
け
て
、
冠
の
や

う
に
結
ん
で
、
垂
れ
下
が
つ
た
と
こ
ろ
を
握
つ
た
ま
ゝ
、
立
膝
に
な
つ
て
、
壁
の
摺
絵
を
見
つ
め
る
。「
ネ
イ
シ
ヨ
ン
ス
・
ピ
ク
チ
ユ

ア
」
か
ら
抜
い
た
絵
で
あ
る
。
女
が
白
衣
の
胸
に
は
さ
ん
だ
一
輪
の
花
が
、
血
の
や
う
に
滲
ん
で
ゐ
る
。
目
を
細
く
し
て
見
て
ゐ
る

と
、
女
は
だ
ん
〴
〵
と
絵
か
ら
抜
け
出
て
、
自
分
の
方
へ
近
寄
つ
て
来
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

　

す
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
、
年
若
い
一
人
の
婦
人
が
自
分
の
後
ろ
に
坐
つ
て
ゐ
る
。
き
ち
ん
と
し
た
嬢
さ
ん
で
あ
る
。
し
と
や
か
に

挨
拶
を
す
る
。
自
分
は
ま
ご
つ
い
て
冠
を
解
き
捨
て
る
。（
網
か
け
は
引
用
者
）

　

引
用
部
の
網
か
け
箇
所
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
る
。〈
自
分
〉
は
、
数
か
月
前
に
滞
在
し
た
懐
か
し
い
小
母
さ
ん
の
家
の
内
部
へ
と

足
を
踏
み
入
れ
る
。
そ
の
歩
み
と
と
も
に
屋
内
空
間
が
描
写
さ
れ
て
い
き
、
つ
い
に
〈
中
二
階
〉
に
辿
り
つ
き
、
か
つ
て
自
ら
掛
け
た
壁

の
〈
摺
絵
〉
を
見
入
る
こ
と
と
な
る
。
女
の
肖
像
で
あ
る
。
目
を
細
め
て
見
つ
め
て
い
る
と
絵
か
ら
女
が
抜
け
出
し
て
く
る
よ
う
な
心
持

が
す
る
。
す
る
と
背
後
に
見
知
ら
ぬ
女
性
が
座
っ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。〈
藤
さ
ん
〉
登
場
の
瞬
間
で
あ
る
。
作
品
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に

〈
藤
さ
ん
〉
と
絵
の
中
の
女
性
の
連
続
性
を
強
調
す
る
。〈
藤
さ
ん
〉
は
生
身
の
女
で
あ
る
と
同
時
に
「
絵
」
の
女
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

一
一
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こ
の
設
定
は
、
あ
ざ
と
い
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
だ
が
、
し
か
し
同
時
に
、
壁
の
絵
の
女
性
か
ら
〈
藤
さ
ん
〉
の
出
現
ま

で
の
連
続
に
大
き
な
違
和
感
は
な
い
と
も
言
え
る
。
そ
れ
は
、
設
定
自
体
の
問
題
で
は
な
く
、
直
前
の
一
連
の
描
写
が
、
そ
の
よ
う
な
非

現
実
的
な
事
件
の
出
来
を
許
容
す
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
形
成
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
引
用
部
の
描
写
は
、
室
内
空

間
の
忠
実
な
写
生
で
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
す
で
に
幻
想
的
空
間
を
描
写
に
よ
っ
て
現
前
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
も
し
そ
う
な
ら
、
そ
れ
は
「
写
生
文
」
と
呼
べ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
千
鳥
」
の
こ
の
場
面
を
描
写
の
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
に
吉
本
隆
明
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
』
が
あ
る
。
第
Ⅳ
章
「
表
現
転

移
論
」
第
Ⅱ
部
「
近
代
表
出
史
論
（
Ⅱ
）」
に
お
い
て
、
吉
本
は
、
日
露
戦
争
後
の
小
説
言
語
の
状
況
に
つ
い
て
〈
こ
の
時
期
に
、
藤
村

や
花
袋
や
二
葉
亭
と
表
出
史
の
う
え
で
対
照
的
な
傾
向
を
し
め
し
た
の
は
、「
千
鳥
」
を
か
い
た
鈴
木
三
重
吉
や
、「
婦
系
図
」
の
鏡
花
で

あ
っ
た
。
あ
た
ら
し
い
段
階
で
の
文
学
体
へ
の
上
昇
の
過
程
を
は
じ
め
に
ふ
み
だ
し
た
の
は
こ
れ
ら
の
作
品
で
あ
る
。
一
方
の
極
に
「
破

戒
」
や
「
其
面
影
」
や
「
蒲
団
」
を
お
き
、
一
方
の
極
に
「
千
鳥
」
や
「
婦
系
図
」
を
お
い
て
み
る
と
き
、
日
露
戦
争
の
戦
後
に
お
け
る

言
語
空
間
の
幅
と
高
さ
を
思
い
え
が
く
こ
と
が
で
き
る
〉
と
指
摘
す
る
注
９
。
な
お
、
吉
本
の
「
近
代
表
出
史
論
」
は
、
明
治
か
ら
戦
後

ま
で
の
小
説
言
語
の
表
現
史
と
い
う
長
大
な
射
程
で
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
自
己
表
出
／
指
示
表
出
」「
文
学
体
／
話
体
」

と
い
う
吉
本
独
自
の
概
念
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
正
確
に
要
約
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
吉
本
が
指

摘
す
る
「
千
鳥
」
と
「
婦
系
図
」
の
特
徴
と
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

言
語
は
事
物
を
具
体
的
に
指
示
す
る
も
の
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
つ
か
わ
れ
て
い
な
い
。
情
景
の
像
概
念
が
あ
り
、
そ
れ
を
対
象
と
し
て

言
語
は
指
示
表
出
を
さ
え
自
己
表
出
の
ほ
う
へ
励
起
さ
せ
な
が
ら
こ
の
対
象
性
に
ち
か
づ
こ
う
と
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。（
中
略
）

　

襖
を
へ
だ
て
て
寝
て
い
る
男
女
が
、
扱
帯
に
結
び
つ
け
た
手
巾
で
た
わ
む
れ
る
と
か
、
壁
に
か
け
た
女
の
画
像
を
目
を
細
め
て
見
て

い
る
と
画
面
か
ら
女
の
姿
が
ぬ
け
で
て
く
る
よ
う
に
感
じ
た
と
か
い
う
こ
こ
ろ
の
体
験
は
、
こ
れ
を
現
実
性
の
な
か
に
ひ
き
も
ど
し
て

み
れ
ば
、
さ
末
事

0

0

0

の
う
ち
の
さ
末
事

0

0

0

に
し
か
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
心
的
体
験
を
表
出
に
ま
で
対
象
化
す
る
作
者
の
意
識

も
、
こ
れ
を
現
実
に
ひ
き
も
ど
し
て
み
れ
ば
、
無
意
味
な
ト
リ
ビ
ィ
ア
リ
ズ
ム
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
「
破
戒
」
な
ど
の
指
示
意
識
と

一
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対
照
さ
せ
れ
ば
ほ
と
ん
ど
生
の
現
実
性
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
針
の
落
ち
る
音
を
、
万
雷
の
落
ち
る
轟
の

よ
う
に
き
く
こ
と
が
で
き
る
病
的
幻
聴
者
の
よ
う
に
、
さ
末

0

0

な
現
実
性
の
環
を
、
そ
の
現
実
性
の
重
さ
と
か
か
わ
り
な
く
自
己
表
出
と

し
て
拡
大
し
、
緊
張
さ
せ
る
と
い
う
方
法
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
よ
っ
て
こ
の
時
期
に
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。（
傍
点
・
原
文
）

吉
本
は
、
日
露
戦
争
後
の
現
実
世
界
の
多
様
化
と
と
も
に
表
現
者
が
現
実
と
い
う
対
象
を
言
語
化
す
る
方
向
に
主
た
る
関
心
を
向
け
て

い
っ
た
、
吉
本
の
用
語
で
い
う
な
ら
「
指
示
表
出
」
に
偏
っ
て
い
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
自
己
の
心
的
世

界
に
重
き
を
置
き
、
そ
れ
を
対
象
と
し
て
書
か
れ
た
小
説
作
品
が
出
現
し
始
め
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
両
極
の
中
で
文
学

史
を
理
解
す
る
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
。
自
然
主
義
の
対
極
に
位
置
す
る
の
が
、
鏡
花
と
三
重
吉
で
あ
る
。
両
者
の
文
学
作
品
は
、
現
実

を
志
向
す
る
の
で
は
な
く
、
妄
想
と
で
も
言
う
べ
き
主
観
的
世
界
の
表
出
に
強
く
傾
く
（
自
己
表
出
）。
そ
し
て
、
ト
リ
ビ
ュ
ア
ル
で
あ

る
と
し
て
も
、
自
己
の
興
味
の
対
象
が
小
説
に
表
現
す
る
に
値
す
る
も
の
だ
と
判
断
し
た
こ
と
、
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
の
手
法
を
も
獲

得
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

吉
本
の
論
が
正
当
で
あ
る
の
か
否
か
、
す
ぐ
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、「
写
生
文
」
と
は
何
か
、
あ
る
い
は
三
重
吉
作

品
の
同
時
代
に
お
け
る
特
異
性
と
は
何
か
、
こ
れ
ら
を
考
え
る
う
え
で
、
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、

本
稿
で
そ
れ
を
思
考
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、「
千
鳥
」
の
引
用
部
分
に
関
す
る
指
摘
に
つ
い
て
は
、
そ
の
妥
当
性
が
あ
る

程
度
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
吉
本
の
言
う
〈
言
語
は
事
物
を
具
体
的
に
指
示
す
る
も
の
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
つ
か
わ
れ
て
い
な
い
。
情
景

の
像
概
念
が
あ
り
、
そ
れ
を
対
象
と
し
て
言
語
は
指
示
表
出
を
さ
え
自
己
表
出
の
ほ
う
へ
励
起
さ
せ
な
が
ら
こ
の
対
象
性
に
ち
か
づ
こ
う

と
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。〉
と
い
う
指
摘
を
乱
暴
に
翻
訳
す
る
な
ら
、「
千
鳥
」
の
描
写
は
、
事
物
が
あ
っ
て
そ
れ
に
観
察
者
の
心
象
が
反
映

さ
れ
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
ず
一
定
の
心
象
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
、
そ
れ
に
即
し
て
主
観
の
反
映
し
た
事
物
が
配
置
さ
れ

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
象
徴
主
義
的
描
写
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
問
題
を
検
証
す
る
た
め
違
う

観
点
か
ら
引
用
部
分
を
思
考
し
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。
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（
４
）「
花
」
と
「
像
」

　
「
千
鳥
」
の
事
物
描
写
は
、
そ
こ
に
「
在
る
」
も
の
の
描
写
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
す
で
に
何
か
の
意
味
を
担
わ
さ
れ
て
描
写
さ
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
先
の
引
用
の
「
網
か
け
」
部
分
を
も
う
一
度
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
三
つ
の
系
列
の
語
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か

る
だ
ろ
う
。
第
一
は
「
花
」
や
「
植
物
」
に
関
す
る
も
の
、
第
二
は
「
絵
」
に
関
す
る
も
の
、
第
三
は
「
布
」
あ
る
い
は
「
衣
類
」
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
。
類
似
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
事
物
が
、
さ
し
て
長
く
は
な
い
描
写
の
中
で
、
稠
密
に
記
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
ら
の
語
は
、
こ
の
引
用
箇
所
に
限
ら
ず
作
品
全
体
を
通
し
て
記
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
類
似
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ

て
連
結
し
系
を
形
成
す
る
事
物
や
事
象
を
「
モ
チ
ー
フ
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
よ
う
。
作
品
冒
頭
部
に
お
い
て
、「
花
」「
布
」「
絵
」
の
三

つ
の
モ
チ
ー
フ
が
、
運
動
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

　

屋
内
空
間
に
は
「
花
」
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
廊
下
に
は
〈
花
床
〉
が
あ
り
、
中
二
階
の
花
瓶
に
は
〈
竜
胆
〉
の
花
が
活
け
ら
れ
て
い
る
。

か
つ
て
逗
留
し
て
い
た
時
、〈
自
分
〉
は
花
瓶
に
花
を
絶
や
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。〈
自
分
〉
と
は
、
そ
の
よ
う
な
青
年
な
の
で
あ
る
。
し

か
し
〈
自
分
〉
が
不
在
の
間
も
、
花
を
活
け
て
く
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
実
在
の
「
花
」
は
、
や
が
て
図
像
と
し
て
の
「
花
」、

す
な
わ
ち
壁
に
か
け
ら
れ
た
〈
摺
絵
〉
の
白
衣
の
女
性
の
胸
に
挿
さ
れ
た
〈
一
輪
の
花
〉
へ
連
続
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
女
性
が
〈
絵
か

ら
抜
け
出
て
、
自
分
の
方
へ
近
寄
つ
て
来
る
や
う
に
思
は
れ
〉
た
そ
の
時
、
実
際
に
若
い
女
性
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
う
ら

若
き
娘
は
、
絵
の
女
で
あ
る
と
同
時
に
、「
花
」
の
モ
チ
ー
フ
と
も
紐
帯
し
た
存
在
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
娘
の
名
は
分

か
ら
な
い
。
だ
が
、
ほ
ど
な
く
娘
の
名
は
分
か
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
花
の
名
で
あ
る
〈
藤
〉
と
い
う
名
前
な
の
だ
。
ち
な
み

に
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
初
出
時
で
は
〈
瀬
川
〉
で
あ
っ
た
主
人
公
の
名
前
は
、
後
に
、
こ
れ
も
植
物
と
関
係
す
る
〈
青
木
〉
と
い
う
名
前

に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、〈
藤
さ
ん
〉
は
初
出
か
ら
一
貫
し
て
〈
藤
さ
ん
〉
の
ま
ま
で
あ
る
。「
花
」
は
〈
藤
さ
ん
〉
と
近
接
し
て
登

場
し
、〈
自
分
〉
も
ま
た
花
と
親
和
的
で
あ
る
。
あ
る
い
は
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
「
花
」
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
与
し
つ
つ
二
人
を
媒

介
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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「
千
鳥
の
話
」
第
二
日
目
に
は
、
別
の
花
が
登
場
す
る
。〈
自
分
〉
が
手
紙
を
書
い
て
い
る
と
〈
藤
さ
ん
〉
が
荷
物
の
行
李
が
届
け
ら
れ

た
こ
と
を
教
え
に
来
る
。
そ
の
時
彼
女
は
〈
袂
の
紅も

絹み

裏
の
間
〉
か
ら
〈
茎
の
長
い
一
輪
の
白
い
花
〉
を
取
り
出
し
て
み
せ
る
。
季
節
外

れ
に
咲
い
て
い
た
白
い
〈
蒲
公
英
〉
で
あ
る
。
彼
女
の
立
ち
去
り
際
、〈
自
分
〉
は
尋
ね
る
。

　
「
あ
、
こ
の
花
は
？
」

　
「
え
？
」
と
出
口
で
振
り
向
い
て
、

　
「
そ
れ
は
あ
な
た
に
お
あ
げ
申
し
た
の
で
す
わ
。」

　

藤
さ
ん
が
行
つ
て
し
ま
つ
た
あ
と
は
何
や
ら
物
足
り
な
い
や
う
で
あ
る
。
た
ん
ぽ
ゝ
を
机
の
上
に
置
く
。
手
紙
は
も
う
書
き
た
く
な

い
。
藤
さ
ん
が
も
う
一
度
や
つ
て
来
な
い
か
と
思
ふ
。

〈
藤
さ
ん
〉
か
ら
〈
自
分
〉
に
送
ら
れ
た
こ
の
〈
蒲
公
英
〉
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
千
鳥
の
話
」
を
収
斂
さ
せ
る
〈
藤
さ
ん
〉

の
着
物
の
片
袖
は
、
た
し
か
に
残
さ
れ
た
品
物
で
は
あ
る
も
の
の
、〈
藤
さ
ん
〉
が
意
図
的
に
〈
自
分
〉
に
贈
与
し
た
も
の
か
ど
う
か
判

然
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
作
中
で
、
唯
一
彼
女
の
手
か
ら
贈
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
〈
蒲
公
英
〉
だ
け
で
あ
る
。

　

で
は
第
二
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
「
絵
」
は
ど
う
か
。
実
は
、
冒
頭
近
く
に
登
場
す
る
「
摺
絵
」
を
除
い
て
作
中
に
「
絵
」
ら
し
き
「
絵
」

は
記
述
さ
れ
な
い
。
だ
が
作
中
で
の
「
絵
」
が
、「
絵
の
女
／
絵
か
ら
ぬ
け
だ
し
た
よ
う
な
女
」
と
い
う
構
図
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
を
「
実
像
／
虚
像
」「
実
体
／
イ
メ
ー
ジ
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
が
系
と
し
て
抽

出
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、〈
蜜
柑
箱
を
墨
で
塗
つ
て
、
底
へ
丸
い
穴
を
開
け
た
の
へ
、
筒
抜
け
の
缶
詰
の
殻
を
嵌
め
て
、
そ
れ

を
踏
台
の
上
に
乗
せ
て
、
上
か
ら
風
呂
敷
を
か
け
〉
た
〈
章
坊
〉
の
玩
具
の
〈
写
真
機
〉。〈
章
坊
〉
は
写
真
屋
さ
ん
ご
っ
こ
に
よ
っ
て
、

〈
自
分
〉
を
撮
影
す
る
。
そ
し
て
そ
の
家
族
の
団
欒
の
さ
な
か
に
〈
初
や
〉
が
地
元
名
産
の
〈
狐
饅
頭
〉
を
買
っ
て
帰
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

こ
の
〈
狐
饅
頭
〉
の
逸
話
は
、
久
し
ぶ
り
に
島
を
訪
れ
た
〈
自
分
〉
を
歓
迎
す
る
ほ
ほ
え
ま
し
い
光
景
で
は
あ
る
も
の
の
、
作
品
に
あ
っ

て
は
直
接
「
あ
ら
す
じ
」
に
関
与
す
る
こ
と
の
な
い
単
な
る
滑
稽
な
逸
話
で
し
か
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
そ
う
で
は
な
い
。〈
饅
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頭
を
食
べ
な
が
ら
話
を
聞
く
と
、
こ
の
饅
頭
屋
の
店
先
に
は
、
娘
に
化
け
て
手
拭
い
を
被
つ
た
張
子
の
狐
が
立
た
せ
て
あ
つ
た
。
そ
の
狐

の
顔
が
そ
こ
の
家
の
若
い
女
房
に
可
笑
し
い
程
そ
つ
く
り
な
の
で
、
こ
の
近
所
で
評
判
に
な
つ
た
〉
と
い
う
逸
話
は
、
張
子
の
狐
の
顔

が
嫁
の
顔
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
と
い
う
、
異
な
る
二
つ
の
も
の
の
類
似
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
体
と
像
の
構
図
で
あ
る
の

だ
。
し
か
も
作
品
は
、
こ
の
饅
頭
の
話
が
ひ
と
し
き
り
終
わ
る
と
次
の
よ
う
な
場
面
を
連
続
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

話
が
途
絶
え
る
。
藤
さ
ん
は
章
坊
が
蒲
団
へ
落
し
た
餡
を
手
の
平
へ
拾
ふ
。
影
法
師
が
壁
に
写
つ
て
ゐ
る
。
頭
が
動
く
。
や
が
て
そ

れ
が
き
ち
ん
と
横
向
き
に
落
ち
附
く
と
、
自
分
は
目
口
眉
毛
を
心
で
附
け
る
。

壁
に
写
っ
た
〈
藤
さ
ん
〉
の
影
法
師
に
心
の
中
で
顔
を
再
現
す
る
〈
自
分
〉。
こ
こ
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
典
型
的
な
「
実
体
と
影
」

の
関
係
に
他
な
ら
な
い
。「
絵
」
か
ら
抜
け
出
し
て
き
た
よ
う
な
女
と
初
め
て
会
っ
た
日
の
夜
、
記
述
さ
れ
て
い
く
の
は
「
章
坊
の
蜜
柑

箱
の
写
真
機
」「
饅
頭
屋
の
狐
の
人
形
」「
壁
に
写
っ
た
影
法
師
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
一
見
ま
っ
た
く
無
関
係
な
羅
列
の
よ
う
に
見
え

る
の
だ
が
、
実
は
モ
チ
ー
フ
と
い
う
系
と
し
て
連
続
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
あ
く
る
日
、〈
自
分
〉
と
〈
藤
さ
ん
〉
が
池
の

ほ
と
り
で
鮒
を
覗
き
こ
む
場
面
が
描
か
れ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
記
述
さ
れ
る
の
が
、
鮒
の
浮
き
沈
み
と
い
う
上
下
運
動
と
、
水
に
映
る
影

だ
と
い
う
こ
と
、
月
夜
に
な
る
と
〈
自
分
の
影
に
怖
れ
て
び
く
〴
〵
す
る
〉
蟹
の
逸
話
を
付
加
し
て
お
い
て
も
よ
い
。

　

驚
嘆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
千
鳥
」
が
複
雑
に
連
関
し
あ
う
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
緊
密
に
構
築
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ

の
小
説
言
語
の
運
動
を
つ
ぶ
さ
に
た
ど
る
こ
と
が
「
千
鳥
」
を
読
む
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
島
と
い
う
作
品
空
間
で
あ

る
以
上
、
当
然
作
中
の
「
水
」
の
ふ
る
ま
い
に
注
視
す
べ
き
な
の
で
あ
る
し
、
先
に
ふ
れ
た
「
写
生
文
」
の
特
徴
で
あ
る
事
物
の
運
動
の

描
写
に
関
し
て
言
え
ば
、
作
品
の
細
部
で
、
一
匹
の
〈
女
郎
蜘
蛛
〉
が
降
下
し
て
再
び
上
昇
す
る
さ
ま
が
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
瞠
目

す
べ
き
な
の
で
あ
る
し
、
そ
こ
か
ら
、「
千
鳥
」
の
小
説
言
説
が
い
か
に
克
明
に
「
上
下
の
運
動
」
を
刻
ん
で
い
る
の
か
に
も
気
づ
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
々
の
モ
チ
ー
フ
に
あ
っ
て
、
や
は
り
特
筆
す
べ
き
は
、
三
つ
指
摘
し
た
う
ち
の
三
番
目
「
布
」
の
モ
チ
ー
フ
で

一
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あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
作
品
の
中
核
に
千
鳥
の
紋
柄
の
片
袖
が
位
置
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
５
）
三
つ
の
「
切
断
」

　
「
千
鳥
」
は
、
布
あ
る
い
は
着
物
に
関
し
て
特
異
と
も
言
え
る
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
十
一
頁
の
網
か
け
部
分
、
ま
ず
「
布
」
は
〈
白

木
綿
を
織
る
〉
音
と
し
て
、
つ
ま
り
「
布
」
と
い
う
織テ

ク

物ス
ト

が
織
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
様
の
記
述
で
始
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
〈
草
花
の
花
床

が
女
帯
ほ
ど
の
巾
で
〉
と
い
う
比
喩
と
し
て
書
き
込
ま
れ
た
か
と
思
う
と
、
す
ぐ
さ
ま
作
中
に
は
、〈
床
の
横
の
押
入
れ
か
ら
〉
は
み
出

し
た
〈
赤
い
縮
緬
の
帯
上
げ
の
や
う
な
も
の
〉
と
し
て
実
体
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、〈
自
分
〉
が
、

そ
の
帯
上
げ
を
〈
幾
つ
に
も
畳
ん
で
見
た
り
、
手
の
甲
へ
巻
き
附
け
た
り
〉、
は
て
は
〈
頭
か
ら
頤
へ
掛
け
て
、
冠
の
紐
の
や
う
に
結
ん

で
〉
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
、
き
わ
め
て
児
戯
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
作
中
で
突
出
し
て
い
る
。
考
え
て
見
る
な
ら
ば
、
頭
に

帯
上
げ
を
巻
き
つ
け
た
異
様
な
姿
で
、〈
自
分
〉
と
〈
藤
さ
ん
〉
は
、
初
め
て
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
の
だ
。
だ
が
、〈
藤
さ
ん
〉
も
ま
た
男

の
奇
矯
な
姿
の
理
由
を
尋
ね
る
わ
け
で
も
な
い
。

　

こ
の
行
為
の
理
由
は
、
一
つ
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
女
物
の
衣
類
を
体
に
纏
う
こ
と
が
、「
千
鳥
の
話
」
の
世
界
に
参
入
す
る
た
め
の

儀
式
的
意
味
合
い
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
、
初
め
て
〈
自
分
〉
は
〈
丘
の
上
の
一
つ
家
〉
と
い
う
安
息
空
間

の
住
人
た
る
べ
き
資
格
が
与
え
ら
れ
、〈
藤
さ
ん
〉
と
遭
遇
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
作
中
で
は
「
布
」
も
し
く
は

そ
れ
に
関
連
す
る
モ
チ
ー
フ
が
数
多
く
記
述
さ
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、〈
自
分
〉
が
見
た
最
後
の
〈
藤
さ
ん
〉
は
、〈
一
人
で
座
敷
で
縫

物
を
し
て
ゐ
る
〉
姿
な
の
で
あ
り
、
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
〈
自
分
〉
を
引
き
と
め
て
、〈
藤
さ
ん
〉
は
背
中
に
く
っ
つ
い
て
い
た
〈
真
綿

の
切
れ
に
赤
い
絹
糸
の
絡
ん
だ
〉
も
の
を
取
り
去
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
散
歩
か
ら
戻
っ
て
〈
藤
さ
ん
〉
が
島
か
ら
連
れ

出
さ
れ
た
と
聞
い
た
〈
自
分
〉
は
、
慌
て
て
高
台
に
駆
け
上
り
、〈
藤
さ
ん
〉
が
乗
っ
て
い
る
船
を
探
そ
う
と
す
る
。
そ
の
際
、
延
々
と

描
写
さ
れ
る
の
は
船
の
〈
白
帆
〉
と
い
う
「
布
」
な
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
と
り
わ
け
重
要
で
あ
り
突
出
し
た
設
定
で
あ
る
の
は
、〈
自
分
〉
の
女
装
で
あ
ろ
う
。
一
日
目
の
夕
方
、
風
呂
か
ら
出
た
〈
自
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分
〉
は
、
女
物
の
着
物
を
着
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
あ
し

0

0

が
一
番
あ
ん
。」
と
章
坊
が
着
物
を
引
つ
抱
へ
て
飛
び
出
す
と
、
入
れ
違
ひ
に
小
母
さ
ん
が
這
入
つ
て
来
て
、
シ
ャ
ツ
の
上
か

ら
着
物
を
着
せ
か
け
て
く
れ
る
。

「
さ
、
こ
れ
を
上
げ
ま
せ
う
。」
と
下し
た

締じ
め

を
解
く
。
そ
れ
を
結
ん
で
小
暗
い
風
呂
場
か
ら
出
て
来
る
と
、
藤
さ
ん
が
赤
い
裏
の
羽
織
を

披ひ
ろ

げ
て
後
ろ
へ
廻
る
。

「
そ
ん
な
も
の
を
私
に
着
せ
る
の
で
す
か
。」

「
で
も
他
に
は
な
い
ん
で
す
も
の
。」
と
肩
へ
か
け
る
。

「
そ
れ
で
も
洋
服
と
は
楽
で
が
ん
せ
う
が
の
。」
と
、
初
や
が
凉こ
ん

炉ろ

を
煽
ぎ
な
が
ら
い
ふ
。
羽
織
は
黄
八
丈
で
あ
る
。
藤
さ
ん
の
だ
と

い
ふ
事
は
問
は
ず
と
も
別
つ
て
ゐ
る
。（
傍
点
・
原
文
）

小
母
さ
ん
の
着
物
を
身
に
付
け
、
さ
ら
に
藤
さ
ん
の
羽
織
を
羽
織
っ
た
〈
自
分
〉。
こ
れ
以
降
〈
自
分
〉
が
女
物
を
着
用
し
て
い
る
こ
と

が
、
作
中
で
し
ば
し
ば
話
題
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
作
中
で
最
初
に
一
人
称
〈
自
分
〉
が
記
述
さ
れ
た
箇
所
を
想
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
れ
は
〈
洋
服
で
丘
を
上
が
つ
て
来
た
の
は
自
分
で
あ
る
〉
と
い
う
一
文
で
あ
っ
た
。〈
自
分
〉
の
衣
服
の
情
報
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
洋
服
姿
の
身
一
つ
で
や
っ
て
き
た
〈
自
分
〉
は
、
着
替
え
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
女
物
を
着

せ
ら
れ
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
引
用
し
た
論
考
の
な
か
で
、
半
田
淳
子
は
「
女
装
」
の
問
題
に
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
注
⓾
。

　

島
は
ま
た
非
現
実
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
く
。
十
一
月
で
あ
る
と
い
う
の
に
、
石
垣
に
は
タ
ン
ポ
ポ
が
狂
い
咲
い

て
い
る
し
、
赤
い
縮
緬
の
帯
上
げ
を
冠
の
よ
う
に
頭
に
巻
き
付
け
た
青
木
の
奇
態
な
格
好
に
し
て
も
、
何
や
ら
狂
気
じ
み
た
も
の
を
感

じ
さ
せ
る
。（
中
略
）
青
木
は
風
呂
上
り
に
は
女
物
の
着
物
を
着
せ
て
も
ら
う
し
、
初
や
は
青
木
を
「
男
の
お
嬢
さ
ん
」
と
呼
ぶ
。
島

一
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の
生
活
は
明
ら
か
に
日
常
的
な
感
覚
を
転
倒
さ
せ
て
い
る
。

　

他
方
、
着
物
の
件
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
島
は
極
め
て
女
性
的
で
母
性
的
な
空
間
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
島
の
中
心
的
な
働
き

手
は
女
性
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
労
働
の
際
に
子
守
歌
の
類
を
口
ず
さ
む
。
な
か
で
も
、
青
木
の
逗
留
先
で
あ
る
丘
の
上
の
家
は
、
こ

う
し
た
島
の
特
徴
を
最
も
よ
く
体
現
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。

半
田
は
、
島
の
空
間
が
狂
気
じ
み
た
非
日
常
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
こ
が
〈
極
め
て
女
性
的
で
母
性
的
〉
な
空
間
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
後
半
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
だ
が
、
島
の
空
間
が
女
性
的
で
あ
る
こ
と
と
女
装
す
る
こ
と
の
結
び
つ

き
は
弱
い
と
思
わ
れ
る
。〈
自
分
〉
の
女
装
は
、〈
自
分
〉
の
女
性
化
で
あ
る
と
考
え
よ
う
。
つ
ま
り
〈
自
分
〉
は
、〈
藤
さ
ん
〉
と
い
う

女
性
と
の
関
係
に
お
い
て
、
男
性
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
端
的
に
言
う
な
ら
、
作
品
は
〈
自
分
〉
を
去
勢
し
て
い
る
の
で
あ
る
。〈
自

分
〉
と
〈
藤
さ
ん
〉
の
関
係
に
男
性
生
殖
器
が
介
在
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
作
品
は
〈
自
分
〉
を
去
勢
し
、
女
装
を
施
す
必

要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
よ
る
生
殖
器
の
切
断
を
、「
第
二
の
切
断
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
で
は
、「
第
一
の
切
断
」
と
は

何
か
。

　

初
め
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、「
千
鳥
」
で
は
過
去
回
想
形
式
が
採
用
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
過
去
は
「
千
鳥
の
話
」
と
し
て
強
固
に
物
語
化

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
過
去
の
絶
対
化
が
、
す
な
わ
ち
「
現
在
」
と
「
過
去
」
の
明
確
な
分
離
が
「
第
一
の
切
断
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、「
写
生
文
」
の
展
開
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
「
切
断
」
は
、〈
自
分
〉
の
〈
藤
さ
ん
〉

へ
の
憧
憬
の
あ
り
方
と
も
深
く
関
与
し
て
い
る
。
憧
憬
す
る
主
体
（
現
在
の
自
分
）
が
、
憧
憬
の
対
象
（
あ
の
時
の
藤
さ
ん
）
と
絶
対
的

な
距
離
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
典
型
的
な
ロ
マ
ン
主
義
的
構
図
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
時
間
的
切
断
」
は
、〈
自
分
〉
と

〈
藤
さ
ん
〉
の
間
に
、
超
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
障
害
を
配
置
し
、
両
者
を
遠
く
隔
た
ら
せ
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。〈
藤
さ
ん
〉
が
、
絵

か
ら
抜
け
出
し
た
女
、
つ
ま
り
絵
の
女
と
し
て
表
象
さ
れ
、
作
品
に
「
絵
」
や
「
像
」「
影
」
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
が
反
復
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
、
上
記
の
事
情
と
関
係
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
絵
の
女
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
男
性
主
体
は
憧
憬
す
る
こ
と
し
か
許
さ
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
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重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
「
切
断
」
が
、〈
自
分
〉
の
意
に
反
し
て
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
が
切
望
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。〈
藤
さ
ん
〉
が
島
か
ら
連
れ
去
ら
れ
た
後
、〈
自
分
〉
は
彼
女
の
身
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
、
そ
の
後
ど

の
よ
う
に
過
ご
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
聞
く
耳
を
も
た
な
い
。〈
小
母
さ
ん
た
ち
が
一
寸
で
も
藤
さ
ん
の
事
を
言
ひ
出
す
と
、
自
分
は

忽
ち
二
日
の
記
憶
を
抱
い
て
遁
げ
て
行
く
の
で
あ
つ
た
〉
と
し
て
、
積
極
的
に
彼
女
の
情
報
を
遮
断
す
る
。
そ
れ
は
〈
千
鳥
の
話
の
中
の

彼
女
に
少
し
で
も
傷
が
附
い
て
は
惜
し
い
〉
か
ら
な
の
で
あ
り
、〈
藤
さ
ん
〉
が
生
々
し
い
現
実
と
と
も
に
再
現
前
し
な
い
た
め
で
あ
る

だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
作
品
は
、
二
つ
の
切
断
で
は
不
充
分
で
あ
る
た
め
か
、
作
品
最
後
に
も
う
一
つ
の
切
断
を
配
置
す
る
。
そ
れ
は
「
着
物
の
片

袖
」
と
い
う
「
第
三
の
切
断
」
で
あ
る
。〈
藤
さ
ん
〉
が
い
な
く
な
っ
た
後
、
置
手
紙
で
も
な
い
か
と
探
す
う
ち
、〈
自
分
〉
は
机
の
抽
斗

の
中
に
〈
緋
の
紋
羽
二
重
に
絳も

絹み

裏
の
附
い
た
、
一
尺
八
寸
の
襦
袢
の
片
袖
が
、
八
つ
に
畳
ん
で
抽
斗
の
奥
に
突
つ
込
ん
で
〉
あ
る
の
を

発
見
す
る
。
残
さ
れ
た
片
袖
が
、
本
当
に
〈
藤
さ
ん
〉
か
ら
〈
自
分
〉
へ
の
形
見
の
品
で
あ
る
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
。
だ
が
、〈
自
分
〉

は
、
そ
の
片
袖
に
異
様
な
執
着
を
見
せ
る
こ
と
と
な
る
。

今
で
も
時
々
あ
の
袖
を
出
し
て
見
る
事
が
あ
る
。
寝
附
か
れ
ぬ
宵
な
ぞ
に
は
必
ず
出
し
て
見
る
。
こ
の
袖
を
見
る
に
は
夜
も
更
け
ぬ
と

面
白
く
な
い
。
更
け
て
自
分
は
袖
の
両
方
の
角
を
摘
ん
で
、
腕
を
斜
に
挙
げ
て
燈
し
火
の
前
に
釣
す
。
赤
い
袖
の
色
に
灯
影
が
浸
み
渡

つ
て
、
真
中
に
焔
が
曇
る
と
き
、
自
分
は
そ
ゞ
ろ
に
千
鳥
の
話
の
中
へ
這
入
つ
て
、
藤
さ
ん
と
一
し
よ
に
活
動
写
真
の
や
う
に
動
く
。

自
分
の
芝
居
を
自
分
で
見
る
の
で
あ
る
。
始
め
か
ら
終
り
ま
で
千
鳥
の
話
を
詳
し
く
見
て
し
ま
ふ
ま
で
は
、
翳
す
両
手
の
く
た
ぶ
れ
る

の
も
知
ら
ぬ
。
袖
を
畳
む
と
か
う
思
ふ
。
こ
の
袂
の
中
に
、
十
七
八
の
藤
さ
ん
と
二
十
ば
か
り
の
自
分
と
が
、
い
つ
ま
で
も
老
い
ず
に

封
じ
て
あ
る
の
だ
と
思
ふ
。
藤
さ
ん
は
現
在
ど
こ
で
ど
う
し
て
ゐ
て
も
構
は
ぬ
。
自
分
の
藤
さ
ん
は
袂
の
中
の
藤
さ
ん
で
あ
る
。
藤
さ

ん
は
い
つ
で
も
あ
り
〳
〵
と
こ
の
中
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

燈
火
に
翳
さ
れ
た
「
片
袖
」
は
、
さ
な
が
ら
〈
活
動
写
真
〉
を
映
し
出
す
ス
ク
リ
ー
ン
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
品
の
最
後
に
お
い
て
、
そ

二
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れ
ぞ
れ
別
個
の
軌
跡
を
刻
ん
で
き
た
「
絵
」
と
「
布
」
の
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
、
こ
こ
に
お
い
て
輻
輳
す
る
の
で
あ
る
。
片
袖
は
、
も
は

や
〈
藤
さ
ん
〉
の
片
袖
で
は
な
く
、
逆
に
片
袖
の
中
に
〈
藤
さ
ん
〉
が
居
る
と
〈
自
分
〉
は
言
う
。
着
物
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
で
あ
る

「
片
袖
」
で
あ
る
こ
と
。
着
衣
に
包
ま
れ
て
い
た
身
体
を
欲
望
す
る
の
で
は
な
く
、
着
衣
そ
の
も
の
が
欲
望
の
対
象
と
な
る
こ
と
。
だ
と

す
る
な
ら
、
こ
の
「
片
袖
」
は
、
ま
さ
に
「
断
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
片
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、「
片
袖
」
と
し
て
断
片
化
さ
れ
る
こ

と
で
、
生
身
の
〈
藤
さ
ん
〉
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
が
「
第
三
の
切
断
」
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
唐
突
に
、「
千
鳥
」
の
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
田
山
花
袋
「
蒲
団
」（『
新
小
説
』
明
治
40
・
９
）
を
想
起
し
て
み
よ
う
。「
蒲
団
」

も
ま
た
、
主
人
公
竹
中
時
雄
が
、
自
ら
の
前
か
ら
去
っ
て
し
ま
っ
た
若
い
女
弟
子
を
思
い
出
し
、
彼
女
の
使
用
し
て
い
た
蒲
団
と
い
う

「
布
」
に
執
着
す
る
小
説
で
あ
る
。
構
図
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
欲
望
の
あ
り
方
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。「
蒲
団
」

に
お
い
て
、
竹
中
が
蒲
団
に
執
着
す
る
の
は
、
そ
こ
に
彼
女
の
匂
い
と
い
う
身
体
の
痕
跡
が
ま
ざ
ま
ざ
と
知
覚
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
欲
望
は
身
体
に
向
か
っ
て
い
る
で
あ
る
。
蒲
団
は
媒
介
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
、「
千
鳥
」
に
お
い
て
は
、「
片
袖
」
自
体
が
物
語

を
発
動
し
、
実
際
の
〈
藤
さ
ん
〉
と
は
異
な
る
、
い
わ
ば
虚
構
の
〈
藤
さ
ん
〉
を
創
造
す
る
。
欲
望
は
「
片
袖
」
そ
の
も
の
に
向
か
う
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
て
広
が
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、「
切
断
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
き
た
本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
も
う
一
つ
別
種
の
「
切
断
」
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
こ
と

と
す
る
。
三
重
吉
は
随
筆
「
作
家
と
し
て
世
に
立
つ
ま
で
」
の
中
で
、「
千
鳥
」
発
表
時
の
逸
話
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
注
⓫
。

当
時
あ
の
冒
頭
の
書
き
出
し
を
賞
め
た
人
が
あ
り
ま
し
た
が
、
実
は
あ
れ
は
私
の
「
千
鳥
」
の
原
文
の
実
際
の
書
き
出
し
で
は
な
く
、

も
と
の
「
千
鳥
」
は
、
そ
の
前
後
に
二
三
枚
づ
ゝ
の
下
ら
な
い
附
け
足
し
が
あ
つ
た
の
を
、
高
浜
虚
子
氏
が
黙
つ
て
削
除
し
て
下
さ
つ

た
の
で
、
偶
然
に
あ
の
書
き
出
し
に
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）「
千
鳥
」
は
高
浜
さ
ん
の
そ
の
削
除
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
「
千

鳥
」
と
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

「
千
鳥
」
に
は
、
そ
の
前
後
に
二
三
枚
ず
つ
の
本
文
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
。
類
推
の
域
を
出
な
い
が
、
お
そ
ら
く
過
去
回
想
を
強
固

二
一

は
じ
ま
り
と
し
て
の
「
切
断
」　
　

―
鈴
木
三
重
吉
「
千
鳥
」
論



に
す
る
た
め
の
外
枠
、
た
と
え
ば
、〈
自
分
〉
が
友
人
の
法
学
士
と
談
話
し
て
い
て
、
そ
の
つ
い
で
に
過
去
を
語
り
始
め
る
、
と
い
っ
た

典
型
的
な
回
想
ス
タ
イ
ル
の
部
分
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
ら
は
高
浜
虚
子
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
掲
載

に
至
る
。
つ
ま
り
「
千
鳥
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
両
端
を
「
切
断
」
さ
れ
る
こ
と
で
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

【
注
】

注
１　
『
夏
目
漱
石
全
集　

第
二
十
二
巻
』（
平
成
８
・
３　

岩
波
書
店
）

注
２　

本
稿
に
お
け
る
「
千
鳥
」
の
引
用
は
『
鈴
木
三
重
吉
全
集　

第
一
巻
』（
昭
和
57
・
１　

岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
な
お
「
千
鳥
」
は
、
初
出
で
あ
る
『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
以
降
、
幾
度
か
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
字
句
の
訂
正
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
岩
波
書

店
全
集
版
を
完
成
形
と
判
断
し
、
そ
れ
を
対
象
と
し
た
作
品
論
を
開
陳
し
、
改
訂
問
題
に
関
し
て
は
、
続
い
て
執
筆
さ
れ
た
第
二
作
「
山
彦
」
と
併
せ
て
次

の
機
会
に
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

注
３　

本
間
久
雄
「
鈴
木
三
重
吉
論
」（『
早
稲
田
文
学
』
明
治
45
・
５
）
な
お
引
用
は
『
明
治
文
学
全
集　

第
75
巻
』（
昭
和
43
・
８　

筑
摩
書
房
）。

注
４　

半
田
淳
子
「「
千
鳥
」
の
寓
話
性
」（『
永
遠
の
童
話
作
家　

鈴
木
三
重
吉
』
平
成
10
・
10　

高
文
堂
出
版
）

注
５　

鈴
木
三
重
吉
「
上
京
時
代
の
回
想
―
処
女
作
当
時
」（『
文
章
世
界
』
大
３
・
２
）
な
お
引
用
は
『
鈴
木
三
重
吉
全
集　

第
五
巻
』（
昭
和
57
・
５　

岩
波

書
店
）。

注
６　

寺
田
寅
彦
「
団
栗
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
明
治
38
・
４
）
な
お
引
用
は
『
寺
田
寅
彦
全
集　

文
学
編
第
壱
巻
』（
昭
和
11　

岩
波
書
店
）

注
７　

長
尾
健
剛
「
鈴
木
三
重
吉
の
文
学
―
創
作
方
法
に
つ
い
て
―
」（『
香
川
大
学
国
文
研
究
』
第
16
号
・
平
成
３
・
９
）

注
８　

武
田
信
明
「
写
生
装
置
と
し
て
の
〈
自
分
〉
―
鈴
木
三
重
吉
「
山
彦
」
論
」（『
島
大
国
文
』
第
35
号
・
平
成
27
・
３
）

注
９　

吉
本
隆
明
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
』
昭
和
40
・
５　

勁
草
書
房

注
10　

注
４
に
同
じ

注
11　

鈴
木
三
重
吉
「
作
家
と
し
て
世
に
立
つ
ま
で
」（『
中
央
文
学
』
大
正
５
・
７
）
な
お
引
用
は
注
５
に
同
じ

二
二


