
宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開田

　
　
　
申
　
　
　
螢
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宮
澤
賢
治
が
生
前
公
に
し
た
童
話
集
は
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
の
み
で
あ
っ

た
が
、
彼
に
は
他
に
「
花
鳥
童
話
集
」
あ
る
い
は
「
童
話
的
構
図
」
と
呼
ば
れ
る

予
定
の
童
話
集
編
纂
の
意
図
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
「
校
本
宮
澤
賢

治
全
集
」
第
八
巻
の
校
異
に
よ
れ
ぱ
（
以
下
宮
澤
賢
治
作
品
の
本
文
等
に
っ
い
て

は
こ
の
全
集
の
記
述
に
よ
る
）
、
草
稿
「
お
き
な
ぐ
さ
」
の
裏
表
紙
に
次
の
よ
う

な
書
き
込
み
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
虹
と
め
く
ら
ぶ
だ
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
と
し
ぎ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
の
き
と
ひ
な
げ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き
れ
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
な
づ
る
と
ダ
ァ
リ
ヤ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
て
ふ
の
実
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
な
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畑
の
へ
り
、

　
　
　
黄
い
ろ
の
ト
マ
ト
、
　
お
き
な
ぐ
さ
、

　
　
　
十
力
金
剛
石
　
　
　
　
蟻
と
き
の
こ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
鳥
童
話
集

こ
れ
は
十
二
篇
の
作
品
題
名
を
列
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
（
「
十
力
金
剛
石
」

は
二
本
の
線
で
抹
消
さ
れ
て
い
る
が
）
、
「
せ
き
れ
い
」
を
除
い
て
今
日
そ
れ
ぞ
れ

に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
草
稿
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
　
（
「
ぼ
と
し
ぎ
」
は
「
よ

だ
か
の
星
」
、
「
蟻
と
き
の
こ
」
は
「
朝
に
就
て
の
童
話
的
構
図
」
に
該
当
す
る
。
）

ま
た
、
草
稿
「
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
」
の
表
紙
に
、

　
　
　
花
鳥
童
話
　
十
二
篇

と
い
う
書
き
込
み
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
右
「
お
き
な
ぐ
さ
」
の
書
き
込
み
に
見
ら

れ
る
作
品
題
名
数
と
一
致
す
る
。
他
に
、
草
稿
「
ひ
の
き
と
ひ
な
げ
し
」
の
表
紙

に
も
次
の
よ
う
な
書
き
込
み
が
あ
る
。

　
　
　
重
語
的
構
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
⑧
蛙
の
雲
見

　
　
　
・
①
蟹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
兎
と
す
ず
ら
ん

　
　
　
。
②
ひ
の
き
と
ひ
な
げ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
皮
を
食
ふ

　
　
　
・
③
い
て
ふ
の
実
　
　
　
　
　
　
　
⑩
狸
さ
ん
の
ポ
ン
ボ
コ
ボ
ン

島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
。
杜
会
科
学
）
第
十
五
巻

sokyu
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宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
ど
展
開
（
田
中
）

　
　
　
・
④
ダ
ァ
リ
ヤ
と
ま
な
づ
る
　
　
　
⑪
鯉

　
　
　
・
⑤
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
　
　
　
　
　
　
あ
す
こ
の
と
こ
ろ
を

　
　
　
。
⑥
た
う
も
ろ
こ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
る
と

　
　
　
・
⑦
蟻
と
き
の
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
き
な
り
吸
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ま
れ
る
よ

こ
の
う
ち
②
⑧
④
⑤
⑦
の
五
篇
は
「
お
き
な
ぐ
さ
」
の
書
き
込
み
と
ほ
ぼ
一
致
す

る
。
ま
た
①
「
蟹
」
⑥
「
た
う
も
ろ
こ
し
」
の
二
篇
は
作
品
内
容
か
ら
考
え
て
そ

れ
ぞ
れ
今
日
残
さ
れ
て
い
る
「
や
ま
な
し
」
及
び
「
畑
の
へ
り
」
に
該
当
す
る
と

思
わ
れ
る
の
で
こ
の
二
篇
も
両
者
で
一
致
す
る
。
⑧
は
作
品
内
容
か
ら
考
え
て
今

目
残
さ
れ
て
い
る
「
蛙
の
ゴ
ム
靴
」
（
初
期
草
稿
の
題
名
は
「
蛙
の
消
滅
」
）
に
該

当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
⑨
⑭
⑪
の
三
篇
は
該
当
す
る
草
稿
が
存
在
し
な
い
。
た
だ

し
筆
者
は
こ
の
う
ち
⑩
「
狸
さ
ん
の
ポ
ン
ポ
コ
ポ
ン
」
に
つ
い
て
は
の
ち
に
述
べ

る
よ
う
な
理
由
で
、
　
「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」
が
改
作
さ
れ
て
で
き
あ
が
る
筈

で
あ
っ
た
作
品
（
実
際
に
書
か
れ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
）
を
さ
す
の
で
は
な

か
ろ
う
か
と
推
測
し
て
い
る
。

　
天
澤
退
二
郎
（
一
九
七
六
）
は
「
こ
れ
ら
の
書
込
み
か
ら
、
こ
れ
ら
十
一
、
二

篇
に
さ
ら
に
準
備
中
の
数
篇
を
加
え
た
《
花
鳥
童
話
》
と
い
う
連
作
を
、
つ
ま
り

一
連
の
作
品
群
と
し
て
賢
治
が
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
」
と
し
、
そ

の
違
作
の
意
味
を
探
ろ
う
と
し
た
。
「
こ
れ
ら
十
一
篇
が
ま
さ
し
く
く
連
作
V
で

あ
る
こ
と
の
意
味
は
、
そ
れ
ら
の
童
話
が
単
に
く
花
V
や
く
鳥
V
が
主
要
登
場
人

物
な
い
し
は
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ぬ
、
も
っ
と
重
要
な
内
的
連

鎖
の
存
在
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
し
、
〈
連
作
V
を
貫
く
も
の

を
「
必
死
の
く
死
V
へ
の
接
近
」
と
名
づ
け
、
そ
の
種
々
相
を
作
品
に
即
し
て
分

析
し
よ
う
と
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
宮
澤
賢
治
の
草
稿
の
中
に
は
ほ
か
に
「
寓
話
集
中
」
と
か
「
動
物
寓

話
集
中
」
と
か
「
第
一
集
」
と
か
の
書
き
込
み
の
あ
る
も
の
も
あ
る
。
「
寓
話
集

中
」
と
書
き
込
み
の
あ
る
草
稿
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
、
即
ち
「
蜘
蛛
と
な
め
く

ぢ
と
狸
」
　
「
畑
の
へ
り
」
　
「
鳥
箱
先
生
と
フ
ウ
ね
ず
み
」
　
「
黒
ぶ
だ
う
」
　
「
ク
ン

ね
ず
み
」
　
「
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
の
豚
」
　
「
紫
紺
染
に
っ
い
て
」
　
「
茨
海
小
学

校
」
。
「
動
物
寓
話
集
申
」
と
書
き
込
み
の
あ
る
草
稿
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

即
ち
「
ツ
ェ
ね
ず
み
」
「
カ
ィ
ロ
団
長
」
　
「
蛙
の
ゴ
ム
靴
」
。
「
第
一
集
」
と
書

き
込
み
の
あ
る
草
稿
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
即
ち
「
黄
い
ろ
の
ト
マ
ト
」
　
「
双

子
の
星
」
「
貝
の
火
」
　
「
雪
渡
り
」
。
こ
れ
ら
の
作
品
群
の
う
ち
一
部
（
　
を

付
し
た
も
の
）
が
「
花
鳥
童
話
集
」
や
「
童
語
的
構
図
」
に
含
ま
れ
る
作
品
題
名

と
重
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
宮
澤
賢
治
は
こ
れ
ら
の
全
体
を
関
連

の
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
◎
本
稿
で
宮
澤
賢
治
の

「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
と
い
う
場
合
、
一
応
こ
れ
ら
の
作
品
群
の
全
体
を
念
頭
に

置
く
が
、
い
っ
き
ょ
に
全
作
品
を
扱
う
こ
と
は
困
難
な
の
で
、
当
面
、
草
稿
「
お

き
な
ぐ
さ
」
の
書
き
込
み
（
「
花
鳥
重
語
集
」
）
な
ら
び
に
草
稿
「
ひ
の
き
と
ひ
な

げ
し
」
の
書
き
込
み
（
「
童
語
的
構
図
」
）
に
見
ら
れ
る
諸
作
品
を
中
心
に
考
察
し
、

主
題
上
関
係
の
深
い
、
そ
の
周
辺
の
若
干
の
作
品
に
言
及
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

本
稿
は
現
存
す
る
そ
れ
ら
の
諸
作
品
を
対
象
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
主

題
の
構
造
と
そ
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
体
系
的
な
解
釈
の
一
案
を
提
示
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
二
、
　
「
生
存
罪
」
の
本
質
的
超
克
を
求
め
て

　
　
　
　
1
「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」
と
「
氷
河
鼠
の
毛
皮
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
ω

宮
澤
賢
治
の
場
合
、
　
「
死
」
の
主
題
は
処
女
作
「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」
に

sokyu
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お
い
て
す
で
に
明
確
な
形
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
次
の
よ
う
な
書
き
出

し
で
は
じ
ま
る
。

　
「
蜘
蛛
と
、
銀
色
の
な
め
く
ぢ
と
そ
れ
か
ら
顔
を
洗
っ
た
こ
と
の
な
い
狸
と
は

　
み
ん
な
立
派
な
選
手
で
し
た
。

　
　
け
れ
ど
も
一
体
可
の
選
手
だ
っ
た
の
か
私
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
。
」

「
赤
い
手
長
の
蜘
蛛
」
は
森
の
入
口
に
網
を
張
り
、
次
々
と
虫
を
か
け
て
は
殺

し
、
食
い
、
太
っ
て
、
網
を
大
き
く
す
る
。
妻
を
め
と
り
二
百
匹
の
子
を
生
む
。

そ
の
間
、
「
狸
」
や
「
な
め
く
ぢ
」
と
悪
口
を
言
い
あ
っ
た
り
自
慢
し
た
り
し
、

ど
ん
ど
ん
網
の
数
も
ふ
や
す
。
と
こ
ろ
が
獲
物
を
と
り
す
ぎ
て
獲
物
が
腐
敗
し
、

つ
い
に
「
蜘
蛛
」
も
腐
れ
て
死
に
、
雨
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
。
次
に
「
銀
色
の
な

め
く
ぢ
」
は
い
つ
も
ハ
ッ
ハ
ハ
と
笑
い
な
が
ら
か
た
つ
む
り
や
と
か
げ
に
露
や
あ

ざ
み
の
芽
な
ど
を
食
わ
せ
て
や
っ
て
は
、
む
り
に
相
撲
の
相
手
を
さ
せ
て
投
げ
っ

け
た
り
、
傷
口
を
な
め
て
治
し
て
や
る
と
だ
ま
し
た
り
し
て
相
手
を
食
べ
、
太
っ

て
行
く
。
そ
の
間
、
　
「
蜘
蛛
」
を
か
ら
か
っ
て
反
対
に
ば
か
に
さ
れ
腹
を
立
て
た

り
も
す
る
。
あ
る
と
き
「
雨
蛙
」
と
相
撲
を
と
る
が
、
土
俵
に
塩
を
撤
か
れ
て
か

ら
だ
が
溶
け
る
。
「
雨
蛙
」
は
ひ
ど
く
笑
い
な
が
ら
「
な
め
く
ぢ
」
を
ペ
ロ
リ
と

食
べ
て
し
ま
う
。
次
に
「
顔
を
洗
は
な
い
狸
」
は
、
有
難
い
念
猫
（
念
仏
）
を
と

な
え
て
や
る
と
言
い
、
「
山
猫
大
明
神
」
の
思
し
召
し
だ
と
称
し
、
兎
や
狼
な
ど

を
だ
ま
し
て
食
べ
、
太
っ
て
行
く
。
と
こ
ろ
が
か
ら
だ
が
む
や
み
に
ふ
く
れ
る
病

気
に
な
り
、
熱
に
う
か
さ
れ
、
「
お
れ
は
地
獄
行
の
マ
ラ
ソ
ン
を
や
っ
た
の
だ
。

う
う
、
切
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
焦
げ
て
死
ん
で
し
ま
う
。

　
「
な
る
ほ
ど
さ
う
し
て
み
る
と
三
人
と
も
地
獄
行
き
の
マ
ラ
ソ
ン
競
争
を
し
て

　
ゐ
た
の
で
す
。
」

と
賢
治
は
結
ん
で
い
る
。

宮
澤
賢
治
の
「
花
烏
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
中
）

境
忠
一
（
一
九
六
八
）
は
こ
の
作
品
を
「
立
身
出
世
主
義
の
偽
臓
を
主
題
と
し
て

い
る
」
と
解
釈
し
、
．
ひ
ろ
く
「
花
鳥
重
話
」
と
「
動
物
寓
話
」
の
諸
作
品
を
も
お

お
う
主
題
に
つ
い
て
「
生
存
競
争
に
よ
る
嫉
妬
羨
望
傲
慢
を
痛
烈
に
誠
刺
し
た
も

の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
天
澤
退
二
郎
（
一
九
七
九
・
a
）
は
三
匹
の

悪
党
の
「
無
慈
悲
に
他
者
の
生
命
を
食
ら
い
肥
る
残
虐
さ
」
に
注
目
し
て
い
る
。

　
た
し
か
に
生
存
競
争
の
過
程
に
み
ら
れ
る
慢
心
、
欺
聴
、
殺
致
の
現
象
　
　
基

本
的
に
は
生
き
も
の
が
自
已
の
生
命
を
保
っ
た
め
に
他
の
生
命
を
糧
と
せ
ざ
る
を

得
ぬ
と
い
う
事
実
（
以
下
本
稿
で
は
こ
の
事
実
を
「
生
存
罪
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

る
）
と
の
格
闘
が
賢
治
の
生
涯
に
わ
た
る
重
要
な
創
作
上
の
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で

あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
作
品
に
も
、
必
要
以
上
に
他
の
生
命
を
奪

う
行
為
（
特
に
「
蜘
蛛
」
の
章
）
や
、
悪
辣
に
他
を
あ
ざ
む
い
て
生
命
を
奪
う
行

為
（
特
に
「
な
め
く
ぢ
」
と
「
狸
」
の
章
）
が
素
材
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
だ
が
こ
の
作
品
で
は
そ
の
事
実
に
対
し
て
作
者
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
ろ

う
と
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
な
い
。
登
場
人
物
や

事
件
に
対
す
る
戯
画
的
な
と
ら
え
方
や
そ
の
文
体
に
よ
っ
て
、
作
者
が
こ
の
事
実

に
対
し
て
否
定
的
な
立
ち
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
読
み
と
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ

れ
で
は
そ
の
事
実
を
ど
の
よ
う
に
し
て
克
服
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
っ
い
て
は
何

も
書
か
れ
て
い
な
い
。
三
匹
の
登
場
人
物
た
ち
の
行
為
を
悪
と
し
て
と
ら
え
皮
肉

っ
て
み
せ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
現
象
の
提
示
に
と
ど
ま
り
、
「
生
存
罪
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
㈹

の
本
質
に
ふ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
賢
治
は
こ
の
作
品
を
出
発
点
と
し
て
、
以
後

「
生
存
罪
」
の
本
質
的
な
超
克
を
求
め
て
一
群
の
作
品
を
書
き
重
ね
て
行
く
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
◎

「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」
に
登
場
す
る
三
匹
の
う
ち
、

必
要
以
上
に
獲
物
を
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宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
中
）

と
り
、
自
漫
こ
き
で
喧
嘩
っ
早
い
「
蜘
蛛
」
の
姿
を
最
も
強
く
継
承
す
る
の
が

「
氷
河
鼠
の
毛
皮
」
に
登
場
す
る
イ
ー
ハ
ト
ヴ
の
タ
ィ
チ
で
あ
る
。
「
氷
河
鼠
の

毛
皮
」
は
次
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。

　
イ
ー
ハ
ト
ヴ
の
駅
か
ら
十
二
月
二
十
六
目
に
べ
ー
リ
ン
グ
行
き
の
急
行
列
車
が

出
発
す
る
。
そ
の
列
車
に
は
イ
i
ハ
ト
ヴ
の
タ
ィ
チ
と
称
す
る
太
っ
た
男
が
猟
の

い
で
た
ち
で
乗
っ
て
い
る
。
タ
イ
チ
は
自
分
の
防
寒
用
に
何
種
類
も
の
ぜ
い
た
く

な
毛
皮
の
外
套
や
、
氷
河
鼠
の
頸
の
と
こ
ろ
の
毛
皮
四
百
五
十
匹
分
で
こ
し
ら
え

た
上
着
な
ど
を
用
意
し
て
い
る
と
自
慢
し
、
こ
れ
か
ら
黒
狐
の
毛
皮
九
百
枚
を
と

り
に
行
く
と
こ
ろ
だ
と
広
言
し
た
り
、
他
の
乗
客
を
見
下
し
た
よ
う
な
こ
と
を
言

っ
た
り
、
喧
嘩
を
ふ
っ
か
け
た
り
し
て
傍
若
無
人
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。
夜
明

け
、
列
車
が
急
に
止
ま
り
、
ピ
ス
ト
ル
を
か
ま
え
た
、
「
白
熊
」
か
「
雪
狐
」
か

と
い
っ
た
感
じ
の
集
団
が
乗
り
込
ん
で
来
て
タ
イ
チ
を
連
れ
出
そ
う
と
す
る
。
乗

客
の
中
に
い
あ
わ
せ
た
、
毛
皮
な
ど
は
一
枚
も
身
に
つ
け
て
い
な
い
、
帆
布
の
上

着
を
着
た
質
素
な
「
青
年
」
が
も
め
ご
と
の
申
に
入
り
、
タ
イ
チ
を
救
出
し
て
こ

う
言
う
。

　
「
お
い
、
熊
ど
も
。
き
さ
ま
ら
の
し
た
こ
と
は
尤
も
だ
。
け
れ
ど
も
な
お
れ
た

　
ち
だ
っ
て
仕
方
な
い
。
生
き
て
ゐ
る
に
は
ぎ
も
の
も
着
な
け
あ
い
け
な
い
ん
だ
。

　
お
ま
へ
た
ち
が
魚
を
と
る
や
う
な
も
ん
だ
ぜ
。
．
け
れ
ど
も
あ
ん
ま
り
無
法
な
こ

　
と
は
こ
れ
か
ら
気
を
付
け
る
や
う
に
云
ふ
か
ら
今
度
は
ゆ
る
し
て
呉
れ
。
」

　
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
論
理
は
、
「
生
存
罪
」
の
事
実
を
「
仕
方
な
い
」
こ
と
と

し
て
と
ら
え
、
「
人
間
が
毛
皮
を
と
る
」
こ
と
を
「
熊
が
魚
を
と
る
」
こ
と
と
対

比
し
た
う
え
で
「
け
れ
ど
も
あ
ん
ま
り
無
法
な
こ
と
は
気
を
付
け
る
」
と
い
う
の

で
あ
る
。
以
下
本
稿
で
は
こ
の
論
理
を
「
生
存
罪
行
為
の
量
的
自
制
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
。
天
澤
退
二
郎
（
一
九
八
○
。
b
）
も
「
こ
の
と
き
の
青
年
の
演
説
は
、

毅
然
と
し
て
い
る
が
、
同
時
に
苦
し
い
L
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
生
存
罪
行

為
の
量
的
白
制
」
は
「
生
存
罪
」
の
克
服
の
た
め
に
は
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な

行
為
に
す
ぎ
ず
、
本
質
的
な
超
克
に
は
距
離
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

2
　
「
よ
だ
か
の
星
」

　
「
生
存
罪
行
為
の
量
的
自
制
」
の
論
理
は
「
よ
だ
か
の
星
」
の
主
人
公
「
よ
だ

か
」
が
弟
の
「
か
わ
せ
み
」
に
語
る
言
葉
の
中
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
よ
だ

か
の
星
」
は
次
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。

　
「
よ
だ
か
」
は
醜
い
鳥
で
、
み
ん
な
か
ら
ば
か
に
さ
れ
た
り
い
じ
め
ら
れ
た
り

し
、
そ
の
被
害
者
意
識
に
悩
ん
で
い
る
。
特
に
「
よ
だ
か
」
と
名
前
の
似
て
い
る

「
鷹
」
か
ら
は
「
よ
だ
か
」
と
い
う
名
前
を
改
め
な
け
れ
ば
つ
か
み
殺
す
と
お
ど

さ
れ
る
。
「
よ
だ
か
」
は
夜
に
な
る
と
口
を
大
き
く
開
き
、
羽
根
を
ま
っ
す
ぐ
に

張
っ
て
空
を
飛
び
な
が
ら
小
さ
な
羽
虫
や
甲
虫
を
飲
み
込
む
。
そ
れ
が
彼
の
食
事

で
あ
る
。
「
よ
だ
か
」
は
と
っ
ぜ
ん
そ
の
こ
ど
の
罪
の
意
識
に
目
ざ
め
る
。
こ
の

部
分
、
原
文
で
は
次
の
よ
う
に
記
ぎ
れ
て
い
る
。

　
「
あ
㌧
、
か
ぷ
と
む
し
や
、
た
く
さ
ん
の
羽
虫
が
、
毎
晩
僕
に
殺
さ
れ
る
。
そ

　
し
て
そ
の
た
ゾ
一
つ
の
僕
が
こ
ん
ど
は
鷹
に
殺
さ
れ
る
。
そ
れ
が
こ
ん
な
に
つ

　
ら
い
の
だ
。
あ
∵
、
つ
ら
い
、
つ
ら
い
。
僕
は
も
う
虫
を
た
べ
な
い
で
餓
え
て

　
死
な
う
。
い
や
そ
の
前
に
も
う
魔
が
僕
を
殺
す
だ
ら
う
。
い
や
、
そ
の
前
に
、

　
僕
は
遠
く
の
遠
く
の
空
の
向
ふ
に
行
っ
て
し
ま
は
う
。
」

　
「
よ
だ
か
」
が
「
生
存
罪
」
に
目
覚
め
た
と
き
、
彼
の
内
部
に
は
、
自
分
が
他

　
の
生
命
を
奪
う
こ
と
に
つ
い
て
の
罪
悪
感
と
、
自
分
の
生
命
が
他
に
よ
っ
て
奪

、
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
恐
怖
感
と
の
二
つ
が
同
居
し
て
い
た
。
　
「
よ
だ
か
」
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は
そ
の
両
方
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
そ
の
よ
う
な
も
の
の
な
い
別
の
世
界
（
「
遠
く

の
遠
く
の
空
の
向
ふ
」
）
に
脱
出
し
よ
う
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
よ
だ

か
」
は
弟
の
「
か
は
せ
み
」
の
と
こ
ろ
へ
別
れ
の
あ
い
さ
つ
に
行
く
。
そ
し
て
次

の
よ
う
に
言
う
。

　
「
僕
は
今
度
遠
い
所
へ
行
く
か
ら
ね
、
そ
の
前
一
寸
お
前
に
遭
ひ
に
来
た
よ
。
」

　
「
も
う
今
日
は
何
も
云
は
な
い
で
呉
れ
◎
そ
し
て
お
前
も
ね
、
ど
う
し
て
も
と

　
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
の
ほ
か
は
い
た
づ
ら
に
お
魚
を
取
っ
た
り
し
な
い
や

　
う
に
し
て
呉
れ
。
ね
◎
さ
よ
な
ら
。
」
（
傍
線
は
田
中
）

こ
こ
で
「
よ
だ
か
」
は
、
ま
だ
「
生
存
罪
」
の
意
識
に
目
覚
め
て
お
ら
ず
「
生
存

罪
」
の
あ
る
こ
σ
世
に
残
っ
て
生
き
続
け
る
弟
の
「
か
は
せ
み
」
に
む
か
っ
て

「
生
存
罪
行
為
の
量
的
白
制
」
を
求
め
て
い
る
。
「
生
存
罪
行
為
の
量
的
自
制
」

は
、
す
で
に
「
生
存
罪
」
皿
の
意
識
に
目
覚
め
た
主
人
公
の
「
よ
だ
か
」
に
と
っ
て

は
い
ま
や
不
徹
底
で
無
力
な
論
理
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
識
に
ま
だ

目
覚
め
て
い
な
い
弟
の
「
か
は
せ
み
」
に
と
っ
て
は
教
訓
と
し
て
ち
ょ
う
ど
似
つ

か
わ
し
い
論
理
で
あ
っ
た
。

　
「
よ
だ
か
」
は
は
じ
め
太
陽
に
む
か
っ
て
飛
ん
で
行
き
救
い
を
求
め
る
が
、

「
お
前
は
ひ
る
の
鳥
で
は
な
い
の
だ
か
ら
」
夜
の
星
に
た
の
ん
で
み
ろ
と
言
わ
れ

る
。
そ
こ
で
「
よ
だ
か
」
は
「
オ
リ
オ
ン
」
や
「
大
犬
座
」
や
「
大
熊
星
」
や

「
鷲
の
星
」
に
次
々
と
救
い
を
求
め
て
ま
わ
る
が
い
ず
れ
も
断
わ
ら
れ
、
結
局
、

他
力
に
た
よ
る
こ
と
を
や
め
て
自
力
に
よ
っ
て
昇
天
し
、
「
カ
シ
オ
ピ
ア
座
」
の

隣
で
「
よ
だ
か
の
星
」
に
転
生
す
る
。

　
こ
れ
は
「
生
存
罪
」
超
克
の
一
つ
の
形
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
、
だ
が
あ
る
意

味
で
は
敗
北
の
姿
で
も
あ
る
。
現
世
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
生
存
罪
」
を
克

服
す
る
と
い
う
の
で
は
現
実
に
対
し
て
何
の
解
決
も
も
た
ら
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
、

宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
晶
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
中
）

　
宮
澤
賢
治
は
盛
岡
高
農
の
学
生
時
代
、
謄
写
版
刷
同
人
誌
「
ア
ザ
リ
ア
」
第
一

号
（
一
九
一
七
、
大
正
六
年
刊
）
に
「
『
旅
人
の
は
な
し
』
か
ら
」
と
い
う
作
品

を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
主
人
公
は
幻
想
の
世
界
を
行
く
「
旅
人
」
で
あ

る
。
こ
の
作
品
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
「
あ
る
と
き
一
つ
の
御
城
に
参
り
ま
し
た
、
そ
の
御
城
の
立
派
な
こ
と
は
何
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

　
た
と
へ
ま
せ
う
か
　
道
ば
た
に
咲
い
て
ゐ
る
ク
ロ
ー
バ
ァ
の
小
さ
な
一
つ
の
蝶

　
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

　
形
花
冠
よ
り
も
ま
た
美
し
い
の
で
し
た
◎
年
老
っ
た
王
様
が
、
こ
㌧
に
居
り
ま

　
し
た
、
そ
の
国
の
広
い
事
、
人
民
の
富
ん
で
ゐ
る
事
、
こ
の
国
に
は
生
存
競
争

　
な
ど
と
申
す
様
な
つ
ま
ら
な
い
競
争
も
な
く
労
働
者
対
資
本
家
な
ど
㌧
い
ふ
様

　
な
頭
の
病
め
る
問
題
も
な
く
総
て
が
楽
し
み
総
て
が
悦
び
総
て
が
真
で
あ
り
善

　
で
あ
る
国
で
あ
り
ま
し
た
、
決
し
て
喜
び
な
が
ら
心
の
底
で
悲
む
様
な
変
な
人

　
も
居
ま
せ
ん
で
し
た
、
」
　
（
△
点
は
原
文
）

　
実
は
そ
の
「
王
様
」
は
こ
の
「
旅
人
」
の
父
親
で
あ
っ
て
、
父
は
そ
の
子
の
た

め
に
こ
の
王
国
を
つ
く
っ
て
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
旅
人
」
は
こ

の
、
生
存
競
争
の
な
い
理
想
の
王
国
に
安
住
す
る
こ
と
を
こ
ば
み
再
び
永
い
旅
に

の
ぼ
る
。
な
ぜ
か
。
賢
治
は
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
な
ぜ
な
れ
ぱ
、
か
の
無
窮
遠
の
か
な
た
に
離
れ
た
る
彼
の
友
達
は
誠
は
彼
の

　
兄
弟
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
た
、
そ
れ
で
す
か
ら
今
も
歩
い
て
ゐ
る
で

　
せ
う
。
」

　
生
存
競
争
も
煩
悶
も
偽
善
も
な
い
理
想
国
に
王
子
と
レ
て
住
ま
う
よ
り
も
、
苦

し
み
の
旅
を
続
け
、
煩
悩
の
兄
弟
の
住
む
世
界
に
共
に
生
き
る
こ
と
が
「
旅
人
」

で
あ
る
人
間
の
幸
せ
だ
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
考
え
方
に
立
つ
と
「
よ
だ
か

の
星
」
の
よ
う
な
、
「
生
存
罪
」
の
世
界
を
一
人
脱
串
し
、
そ
れ
の
な
い
天
上
界

に
安
住
す
る
と
い
う
結
末
は
容
認
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
賢
治
は
「
『
旅
人
の

sokyu



ω

宮
澤
賢
治
の
「
花
烏
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
申
）

は
な
し
』
か
ら
」
を
発
表
し
て
（
一
九
一
七
、
大
正
六
年
）
の
ち
、
・
．
「
よ
だ
か
の

星
」
を
執
筆
（
一
九
二
一
、
大
正
十
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
）
す
る
ま
で
の
間
に

考
え
を
変
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
賢
治
自
身
が

「
こ
こ
に
は
宮
澤
賢
治
一
九
二
六
年
の
そ
の
考
が
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
「
農
民

芸
術
概
論
綱
要
」
の
「
世
界
が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福

は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
一
節
を
ひ
く
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
．
賢
治
と
し

て
は
「
生
存
罪
」
の
世
界
に
ふ
み
と
ど
ま
っ
て
し
か
も
そ
こ
で
「
生
存
罪
」
を
克

服
す
る
道
を
見
串
す
必
要
が
あ
っ
た
。

　
そ
の
場
合
、
す
ぐ
に
連
想
さ
れ
る
方
法
が
二
つ
あ
る
。
信
仰
に
よ
る
救
済
と
、

菜
食
主
義
と
の
二
つ
で
あ
る
。
賢
治
の
作
品
で
信
仰
に
よ
る
救
済
の
問
題
を
扱
っ

た
も
の
に
「
二
十
六
夜
」
が
、
菜
食
主
義
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
に
「
ビ
ヂ
テ
リ

ァ
ン
大
祭
」
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
賢
治
は
こ
の
問
題
の
解

決
へ
の
道
を
切
り
開
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
二
十
六
夜
」
は
桑
の
集
団
が
お
経
を
と
な
え
、
お
説
経
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ

て
肉
食
の
鳥
と
し
て
の
「
生
存
罪
」
の
業
か
ら
救
わ
れ
よ
う
と
つ
と
め
る
物
語
で

あ
る
。

　
三
晩
続
き
の
説
経
会
の
最
中
に
一
羽
の
子
供
の
桑
が
人
間
に
と
ら
え
ら
れ
足
を

折
ら
れ
て
死
ぬ
と
い
う
事
件
が
起
る
。
子
供
の
魂
は
菩
薩
の
力
で
天
上
に
救
わ
れ

る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
．
と
こ
ろ
で
桑
の
と
な
え
て
い
る
お
経
に
は
「
諸
の
悪
禽
、

離
苦
解
脱
の
道
を
述
べ
ん
」
と
い
う
一
句
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
、
お
経
の

本
文
に
は
解
脱
の
道
は
；
冒
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
か
え
っ
て
肉
食
の
鳥
の

「
生
存
罪
」
の
悪
業
が
な
ま
な
ま
し
く
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
か
る
。
説
経
の
僧

が
、
い
や
し
い
鳥
の
身
で
あ
り
な
が
ら
つ
い
に
解
脱
し
菩
薩
と
な
っ
た
「
疾
翔
大

力
」
な
る
聖
者
の
物
語
を
語
る
け
れ
ど
も
、
桑
た
ち
が
現
実
に
そ
の
聖
者
の
ま
ね

が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
に
で
き
る
こ
と
と
言
え
憾
ひ
た
す
ら
「
疾
翔
大

力
」
の
名
を
と
な
え
、
そ
の
力
に
す
が
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　
賢
治
が
創
作
に
お
い
て
描
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
信
仰
に
よ
る
救
済
で
は

な
く
て
生
活
と
し
て
の
「
生
存
罪
」
の
超
克
の
あ
り
よ
う
を
具
体
的
に
作
品
の
形

で
現
存
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
二
十
六
夜
」
の
試
み
は
そ
の
意
味
で
作
品
，

「
よ
だ
か
の
星
」
の
挫
折
を
乗
り
こ
え
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
と
言
っ

て
い
い
。

　
次
に
菜
食
主
義
の
場
合
は
ど
う
か
。
こ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
聞
題
が
あ
る
。
即

ち
、
生
き
も
の
の
い
の
ち
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
か
ぎ
り
、
動
物
も
檀
物
も
同
じ

で
あ
っ
て
、
菜
食
主
義
を
、
檀
物
な
ら
食
べ
る
が
動
物
は
食
べ
な
い
と
い
っ
た
、

現
象
の
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
る
の
で
は
本
質
的
解
決
と
は
無
縁
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
　
「
よ
だ
か
の
星
」
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
、

　
「
蜂
す
ゾ
め
は
花
の
蜜
を
た
べ
、
か
は
せ
み
は
お
魚
を
食
べ
、
夜
だ
か
は
羽
虫

　
を
と
っ
て
た
べ
る
の
で
し
た
。
」

つ
ま
り
「
花
の
蜜
」
の
よ
う
な
檀
物
で
あ
ろ
う
が
、
魚
や
羽
虫
の
よ
う
な
動
物
で

あ
ろ
う
が
、
「
生
存
罪
」
の
観
点
か
ら
見
て
本
質
的
な
区
別
は
認
め
ら
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

　
「
ビ
ヂ
テ
ヅ
ア
ン
大
祭
」
は
主
人
公
「
私
」
が
菜
食
主
義
者
の
国
際
大
会
に
出

席
し
て
様
々
な
観
点
か
ち
す
る
菜
食
主
義
へ
の
論
難
と
弁
護
の
演
説
を
聞
く
と
い

う
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
最
後
、
八
組
め
の
討
論
で
菜
食
主
義
の
弁
護
に
立
っ
た

主
人
公
「
私
」
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

　
「
私
は
次
に
宗
教
の
精
神
よ
り
肉
食
し
な
い
こ
と
の
当
然
を
論
じ
や
う
と
思
ふ
。

　
キ
リ
ズ
ト
教
の
精
神
は
；
冒
に
し
て
云
は
ゾ
神
の
愛
で
あ
ら
う
。
」
「
あ
ら
ゆ
る

　
生
物
に
対
す
る
愛
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
れ
を
殺
し
て
食
べ
る
こ
と
が
当
然
の

sokyu
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こ
と
で
あ
ら
う
。
」
「
仏
教
の
出
発
点
は
一
切
の
生
物
が
こ
の
や
う
に
苦
し
く
こ

　
の
や
う
に
か
な
し
い
我
等
と
こ
れ
ら
一
切
の
生
物
と
諸
共
に
こ
の
苦
の
状
態
を

　
離
れ
た
い
と
斯
う
云
ふ
の
で
あ
る
。
そ
の
生
物
と
は
何
で
あ
る
か
、
」
「
総
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ル
パ

　
生
物
は
み
な
無
量
の
劫
の
昔
か
ら
流
転
に
流
転
を
重
ね
て
来
た
。
」
「
一
つ
の
た

　
ま
し
ひ
は
あ
る
時
は
人
を
感
ず
る
。
あ
る
時
は
畜
生
、
則
ち
我
等
が
呼
ぶ
所
の

　
動
物
中
に
生
れ
る
。
あ
る
時
は
天
上
に
も
生
れ
る
。
」
「
無
限
の
間
に
は
無
限
の

　
組
合
せ
が
可
能
で
あ
る
、
だ
か
ら
我
々
の
ま
は
り
の
生
物
は
み
な
永
い
間
の
親

　
子
兄
弟
で
あ
る
。
」

　
議
論
が
こ
こ
ま
で
進
む
と
菜
食
主
義
に
お
い
て
、
も
は
や
動
物
、
檀
物
の
区
別

は
問
題
で
は
な
く
て
、
対
象
は
一
切
の
「
生
物
」
全
体
の
問
題
に
ひ
ろ
が
っ
て
い

る
。
梅
原
猛
（
一
九
七
七
）
は
宮
澤
賢
治
の
詩
集
「
春
と
修
羅
」
第
一
集
の
序
に

あ
る
「
わ
た
く
し
と
い
ふ
現
象
は
…
…
」
と
い
う
一
節
を
ひ
き
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
現
象
と
い
う
言
葉
は
、
実
体
と
い
う
言
葉
に
対
比
さ
れ
る
。
わ
た

く
し
と
い
う
現
象
の
背
後
に
あ
る
実
体
は
な
に
か
。
こ
の
実
体
を
、
賢
治
は
宇
宙

的
生
命
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
」
「
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
自
然
か
ら
人
間
ま

で
を
貫
く
生
命
を
考
え
て
、
そ
の
生
命
を
仏
と
よ
び
、
そ
の
生
命
の
崇
拝
を
そ
の

教
説
の
中
心
に
し
て
き
た
。
」
「
彼
に
と
っ
て
、
明
ら
か
に
、
動
物
も
檀
物
も
山
川

も
人
間
と
同
じ
永
遠
の
生
命
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
」
．

　
「
生
存
罪
」
に
宿
命
づ
け
ら
れ
た
こ
の
世
界
に
お
い
て
、
し
か
も
「
生
存
罪
」

を
克
服
す
る
道
は
な
い
か
。
　
「
よ
だ
か
の
星
」
で
は
賢
治
は
そ
の
解
決
を
手
に
入

れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
を
考
え
て
行
く
着
眼
点
に
つ
い
て
な

ら
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
つ
か
ん
だ
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
、
主
人
公
「
よ
だ
か
」

は
「
生
存
罪
」
に
目
覚
め
た
と
き
、
「
遠
く
の
遠
く
の
空
の
向
ふ
に
行
っ
て
し
ま

は
う
」
と
考
え
た
。
そ
こ
に
誤
り
が
あ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
あ
の
と
き
よ
だ
か
に

宮
澤
賢
治
の
「
花
烏
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
申
）

は
他
に
ど
う
い
う
選
択
が
残
さ
れ
て
い
た
か
。
こ
こ
で
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
「
生
存
罪
」
を
意
識
し
た
「
よ
だ
か
」
の
内
に
、
他
の
生
命
を
奪
う

こ
と
に
つ
い
て
の
罪
悪
感
と
、
他
に
よ
っ
て
生
命
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の

恐
怖
感
と
の
二
つ
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
生
存
罪
」
の
超
克
の
た
め
に
ぜ
ひ

と
も
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
少
く
と
も
二
つ
あ
る
。
一
つ
は

他
の
生
命
を
奪
う
側
か
ら
見
て
、
罪
の
意
識
を
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
自
ら
の
生
命
を
奪
わ
れ
る
側
か
ら
見
る
と
、
死
に

対
す
る
恐
怖
感
を
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う

し
て
こ
の
二
つ
の
問
題
に
対
す
る
追
求
が
、
賢
治
に
お
い
て
次
の
段
階
の
主
要
な

テ
ー
マ
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」

　
「
生
存
罪
」
の
本
質
的
超
克
を
求
め
て
い
た
賢
治
が
、
そ
の
問
題
に
対
す
る
一

応
の
解
答
を
描
く
こ
と
に
成
功
し
た
作
品
の
一
つ
が
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
滴

っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
　
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
は
そ
こ
に
至
る
過
程
と
し
て

書
か
れ
た
作
品
群
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
筆
者
の
結
論
で
あ
る
が
、
論
述
の
便
宜

上
、
過
程
の
問
題
を
し
ば
ら
く
お
き
、
到
達
点
の
問
題
を
先
に
考
察
し
て
お
き
た

い
。

　
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
は
次
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。

　
熊
撃
ち
の
猟
師
小
十
郎
は
な
め
と
こ
山
で
熊
を
と
っ
て
生
計
を
た
て
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
面
白
い
こ
と
に
な
め
と
こ
山
の
熊
た
ち
は
小
十
郎
を
好
き
で
あ
り
、
小

十
郎
も
又
熊
た
ち
を
愛
し
て
い
る
。
熊
た
ち
の
小
十
郎
に
対
す
る
感
情
は
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
「
な
め
と
こ
山
あ
た
り
の
熊
は
小
十
郎
を
す
き
な
の
だ
。
そ
の
証
拠
に
は
熊
ど
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宮
澤
賢
治
の
「
花
島
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
申
）

　
も
は
小
十
郎
が
ぼ
ち
ゃ
ぽ
ち
ゃ
谷
を
こ
い
だ
り
谷
の
岸
の
細
い
平
ら
な
い
っ
ぱ

　
い
に
あ
ざ
み
な
ど
の
生
え
て
ゐ
る
と
こ
を
通
る
と
き
は
だ
ま
っ
て
高
い
と
こ
か

　
ら
見
送
っ
て
ゐ
る
の
だ
。
木
の
上
か
ら
両
手
で
枝
に
と
り
つ
い
た
り
崖
の
上
で

　
膝
を
か
㌧
へ
て
座
っ
た
り
し
て
お
も
し
ろ
さ
う
に
小
十
郎
を
見
送
っ
て
ゐ
る
の

　
だ
。
L

　
一
方
、
小
十
郎
の
熊
に
対
す
る
感
情
は
次
の
よ
ヶ
に
書
か
れ
て
い
る
。
小
十
郎

は
長
い
間
熊
と
つ
き
あ
っ
て
「
も
う
熊
の
こ
と
ば
だ
っ
て
わ
か
る
や
う
な
気
が
し

た
」
と
あ
る
が
、
あ
る
と
き
、
遠
く
の
景
色
を
見
な
が
ら
語
り
あ
っ
て
い
る
熊
の

親
子
に
出
合
う
。

　
「
小
十
郎
は
ま
る
で
そ
の
二
疋
の
熊
の
か
ら
だ
か
ら
後
光
が
射
す
や
う
に
思
へ

　
て
ま
る
で
釘
付
け
に
な
っ
た
や
ケ
に
立
ち
ど
ま
っ
て
そ
っ
ち
を
見
つ
め
て
ゐ

　
た
。
」

そ
う
し
て
小
十
郎
は
そ
の
熊
の
親
子
の
会
話
に
聞
き
入
る
。
．
そ
の
あ
と
、
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
「
小
十
郎
は
な
ぜ
か
も
う
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
も
う
一
ぺ
ん
向
ふ
の
谷
の

　
臼
い
雪
の
や
う
な
花
と
誰
念
な
く
月
光
を
あ
び
て
立
っ
て
ゐ
る
母
子
の
熊
を
ち

　
ら
っ
と
見
て
そ
れ
か
ら
音
を
た
て
な
い
や
う
に
こ
っ
そ
り
こ
っ
そ
り
戻
り
は
じ

　
め
た
。
風
が
あ
っ
ち
へ
行
く
な
行
く
な
と
思
ひ
な
が
ら
そ
ろ
そ
ろ
と
小
十
郎
は

　
後
退
り
し
た
。
く
ろ
も
ぢ
の
木
の
匂
が
月
の
あ
か
り
と
い
っ
し
ょ
に
す
う
っ
と

　
さ
レ
た
。
」

こ
う
い
う
関
係
の
中
で
小
十
郎
は
熊
を
撃
つ
の
で
あ
る
。
熊
を
仕
止
め
る
と
小
十

郎
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
「
熊
。
お
れ
は
て
ま
へ
を
憎
く
て
殺
し
た
の
で
ね
え
ん
だ
ぞ
。
お
れ
も
商
売
な

　
ら
て
め
へ
も
射
た
な
け
あ
な
ら
ね
え
。
ほ
か
の
罪
の
ね
え
仕
事
し
て
い
ん
だ
が

　
畑
は
な
し
木
は
お
上
の
も
の
に
き
ま
っ
た
し
里
へ
出
て
も
誰
も
相
手
に
し
ね
え
。

　
仕
方
な
し
に
猟
師
な
ん
ぞ
し
る
ん
だ
。
て
め
え
も
熊
に
生
れ
た
が
因
果
な
ら
お

　
れ
も
こ
ん
な
商
売
が
因
果
だ
。
や
い
。
こ
の
次
に
は
熊
な
ん
ぞ
に
生
れ
な
よ
。
」

と
こ
ろ
が
あ
る
と
き
、
一
匹
の
熊
が
小
十
郎
の
銃
口
に
立
っ
て
「
お
ま
へ
は
何
が

ほ
し
く
て
お
れ
を
殺
す
ん
だ
」
と
聞
く
。
小
十
郎
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

　
「
あ
㌧
、
お
れ
は
お
前
の
毛
皮
と
、
胆
の
ほ
か
に
は
な
ん
に
も
い
ら
な
い
。
そ

　
れ
も
町
へ
持
っ
て
行
っ
て
ひ
ど
く
高
く
売
れ
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
し
ほ
ん
た

　
う
に
気
の
毒
だ
け
れ
ど
も
や
っ
ぱ
り
仕
方
な
い
。
け
れ
ど
も
お
前
に
今
ご
ろ
そ

　
ん
な
こ
と
を
云
は
れ
る
と
も
う
お
れ
な
ど
は
何
か
栗
か
し
だ
の
み
で
も
食
っ
て

　
ゐ
て
そ
れ
で
死
ぬ
な
ら
お
れ
ポ
死
ん
で
も
い
㌧
や
う
な
気
が
す
る
よ
。
」

熊
は
、

　
「
も
う
二
年
ば
か
り
待
っ
て
呉
れ
、
お
れ
も
死
ぬ
の
は
も
う
か
ま
は
な
い
や
う

　
な
も
ん
だ
け
れ
ど
も
少
し
し
残
し
た
仕
事
も
あ
る
し
た
ゾ
ニ
年
だ
け
待
っ
て
く

　
れ
。
二
年
目
に
は
お
れ
も
お
ま
へ
の
家
の
前
で
ち
ゃ
ん
と
死
ん
で
ゐ
て
や
る
か

　
ら
。
毛
皮
も
胃
袋
も
や
っ
て
し
ま
ふ
か
ら
。
」

と
言
う
。
小
十
郎
は
撃
て
な
く
な
っ
て
、

　
「
う
　
ラ
と
せ
つ
な
さ
う
に
う
な
っ
て
谷
を
わ
た
っ
て
帰
り
は
じ
め
た
。
」

そ
う
し
て
本
当
に
二
年
目
に
熊
は
小
十
郎
の
家
の
前
で
死
ん
で
い
る
、

　
「
小
十
郎
は
思
は
ず
拝
む
や
う
に
し
た
。
」

と
書
か
れ
て
い
る
。
一
月
の
あ
る
目
、
小
十
郎
は
ふ
と
、
身
に
老
い
を
感
ず
る
が
、

そ
の
目
熊
に
殺
さ
れ
る
。
熊
は
「
お
㌧
小
十
郎
お
ま
へ
を
殺
す
つ
も
り
は
な
か
っ

た
」
と
言
い
、
小
十
郎
は
死
ん
で
行
き
な
が
ら
「
熊
ど
も
、
ゆ
る
せ
よ
」
と
思
っ

た
。
そ
れ
か
ら
三
日
後
、
熊
た
ち
は
小
十
郎
の
死
骸
を
高
み
に
安
置
し
て
と
む
ら

い
を
行
う
。
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「
思
ひ
な
し
か
そ
の
死
ん
で
凍
え
て
し
ま
っ
た
小
十
郎
の
顔
は
ま
る
で
生
き
て

　
る
と
き
の
や
う
に
冴
え
冴
え
し
て
何
か
笑
っ
て
ゐ
る
や
う
に
さ
へ
見
え
た
の

　
だ
、
」

と
賢
治
は
書
い
て
い
る
。

　
さ
て
こ
の
作
品
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
。
筆
者
は
ま
ず
殺
す
側
か
ら
言
っ

て
、
殺
す
対
象
に
対
す
る
敬
愛
（
小
十
郎
の
熊
に
対
す
る
態
度
に
表
わ
れ
て
い

る
）
と
感
謝
（
特
に
「
小
十
郎
は
思
は
ず
拝
む
や
う
に
し
た
」
と
い
う
部
分
に
表

わ
れ
て
い
る
）
が
描
か
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
中
に
は
、
当
然
、
現

象
と
し
て
の
”
必
要
以
上
に
相
手
を
殺
さ
な
い
”
と
い
う
「
生
存
罪
行
為
の
量
的

自
制
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
よ
り
広
ノ
＼
本
質
的
な
と
ら
え
方
に
高
め
ら

れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
「
よ
だ
か
の
星
」
で
提
起
さ
れ
た
第

一
の
問
題
点
、
「
生
存
罪
」
に
含
ま
れ
る
罪
の
意
識
を
克
服
す
る
た
め
の
手
が
か

り
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
殺
さ
れ
る
側
か
ら
言
っ
て
、
あ
の
、
し
残
し
た
仕
事
が
あ
る
か
ら
あ
と
二

年
待
っ
て
く
れ
と
言
っ
た
熊
の
場
合
に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
ら
の
生

を
充
足
さ
せ
た
あ
と
で
な
ら
ば
そ
の
生
を
相
手
に
渡
し
て
も
死
は
決
し
て
お
そ
ろ

し
い
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
論
理
が
新
し
く
登
場
し
て
来
て
い
る
点
に
注
目
し

た
い
。
こ
の
論
理
を
賢
治
は
ど
こ
で
手
に
入
れ
た
か
。
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、

こ
の
論
理
こ
そ
賢
治
が
「
花
鳥
童
話
」
の
主
要
作
品
に
お
い
て
追
求
し
た
問
題
点

の
中
心
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
死
に
対
す
る
恐
怖
を
克
服
す
る
手
が
か
り
と
な
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
死
後
の
小
十
郎
の
笑
顔
が
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

4
　
「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」

「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」
は
の
ち
に
手
が
加
え
ら
れ
て
「
洞
熊
学
校
を
卒
業

宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
申
）
工

し
た
三
人
L
と
い
う
作
品
に
生
ま
れ
変
わ
る
。
境
忠
一
（
一
九
六
八
）
は
こ
の
改

作
に
つ
い
て
「
作
品
の
密
度
を
高
め
る
と
と
も
に
、
主
題
を
明
確
に
し
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
節
で
は
「
生
存
罪
」
の
超
克
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
改

作
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た

い
。

　
主
な
改
作
点
は
三
つ
あ
る
。
第
一
は
冒
頭
部
に
見
ら
れ
る
。
．
「
蜘
蛛
と
な
め
く

ぢ
と
狸
」
で
は
三
匹
を
「
み
ん
な
立
派
な
選
手
で
し
た
」
と
紹
介
し
、
「
三
人
の

伝
記
を
す
こ
し
よ
く
調
べ
て
見
ま
せ
う
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
　
「
洞
熊
学
校

を
卒
業
し
た
三
人
」
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
「
赤
い
手
の
長
い
蜘
蛛
と
、
銀
い
ろ
の
な
め
く
じ
と
、
顔
を
洗
っ
た
こ
と
の
な

　
い
狸
が
、
い
っ
し
ょ
に
洞
熊
学
校
に
は
い
り
ま
し
た
。
洞
熊
先
生
の
教
へ
る
こ

　
と
は
三
つ
で
し
た
。

　
　
一
年
生
の
と
き
は
、
う
さ
ぎ
と
亀
の
か
け
く
ら
の
こ
と
で
、
も
一
つ
は
大
き

　
い
も
の
が
い
ち
ば
ん
立
派
だ
と
い
ふ
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
三
人
は
み
ん
な

　
一
番
に
な
ら
う
と
一
生
け
ん
命
競
争
し
ま
し
た
。
」

そ
う
し
て
三
人
は
「
一
し
ょ
に
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
ま
し
た
」
と
書
か
れ
て
い

る
。
こ
の
改
作
に
よ
っ
て
新
し
く
「
洞
熊
先
生
」
な
る
人
物
が
登
場
し
、
前
作
か

ら
あ
っ
た
三
人
の
主
人
公
た
ち
も
生
存
競
争
の
戦
士
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
設

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
以
下
に
記
さ
れ
る
主
人
公
た
ち
の
所
業
が
「
生
存
罪
」

事
実
の
提
示
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。

　
第
二
の
改
作
点
は
「
な
め
く
ぢ
」
と
「
狸
」
の
所
業
の
結
末
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の

よ
う
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
「
な
め
く
ぢ
」
の
場
合
は
、
前
作
で
は

塩
に
溶
け
か
け
た
と
こ
ろ
を
「
雨
蛙
」
に
ぱ
か
に
さ
れ
な
が
ら
ペ
ロ
リ
と
食
べ
ら

れ
て
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
　
「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」
で
は
「
な



44

宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
申
）

め
く
ぢ
」
は
塩
に
溶
け
て
死
に
、
　
「
雨
蛙
」
は
ひ
ど
く
笑
い
な
が
ら
「
わ
た
し
も

う
ち
へ
帰
っ
て
か
ら
た
く
さ
ん
泣
い
て
あ
げ
ま
す
か
ら
」
と
言
い
、
「
一
目
散
に

帰
っ
て
行
っ
た
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
次
に
「
狸
」
の
場
合
は
、
前
作
で
は

「
う
う
、
こ
わ
い
こ
わ
い
。
お
れ
は
地
獄
行
の
マ
ラ
ソ
ン
を
や
っ
た
の
だ
。
う
う
、

切
な
い
」
と
、
自
分
の
所
業
へ
の
後
悔
な
、
い
し
反
省
の
言
葉
を
口
に
し
な
が
ら

焦
げ
て
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
　
「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」
で
は
そ

の
よ
う
な
反
省
め
い
た
言
辞
が
．
一
切
抹
消
さ
れ
、
　
「
か
ち
だ
が
ゴ
ム
風
船
の
や
う

に
ふ
く
ら
ん
で
そ
れ
か
ら
ボ
ロ
ー
ン
と
鳴
っ
て
裂
け
て
し
ま
っ
た
」
と
改
め
ら
れ

て
い
る
。
前
作
で
は
「
蜘
蛛
」
は
雨
に
流
さ
れ
て
死
に
、
「
な
め
く
ぢ
」
は
蛙
に

食
わ
れ
て
死
に
、
「
狸
」
は
反
省
の
言
葉
を
残
し
て
死
ぬ
と
い
う
よ
う
に
主
人
公

の
運
命
が
三
者
三
様
に
描
き
分
け
ら
れ
る
と
い
う
不
統
一
が
見
ら
れ
る
う
え
、
三

人
の
う
ち
「
狸
」
だ
け
が
後
悔
な
い
し
反
省
の
境
地
に
達
し
た
よ
う
に
扱
わ
れ
る

な
ど
、
作
品
全
体
の
統
一
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
右
の
よ
う
に

書
き
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
生
存
罪
」
の
事
実
が
、
完
結
し
た
意
味
的
統
一
体

と
し
て
現
前
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
の
改
作
点
は
各
章
末
に
「
眼
の
碧
い
蜂
」
の
行
為
が
次
の
よ
う
に
書
き
加

え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
・
「
洞
熊
先
生
」
の
章
の
終
末
部

　
　
　
ち
ゃ
う
ど
そ
の
と
き
は
か
た
く
り
の
花
の
咲
く
こ
ろ
で
、
た
く
さ
ん
の
た

　
　
く
さ
ん
の
眼
の
碧
い
蜂
の
仲
間
が
、
目
光
の
な
か
を
ぶ
ん
ぶ
ん
ぶ
ん
ぶ
ん
飛

　
　
び
交
ひ
な
が
ら
、
一
つ
一
つ
の
小
さ
な
桃
い
ろ
の
花
に
挨
拶
し
て
蜜
や
香
料

　
　
を
貰
っ
た
り
、
そ
の
お
礼
に
黄
金
い
ろ
を
し
た
円
い
花
粉
を
ほ
か
の
花
の
と

　
　
こ
ろ
へ
運
ん
で
や
っ
た
り
、
あ
る
ひ
は
新
ら
し
い
木
の
芽
か
ら
い
ら
な
く
な

　
　
っ
た
蟻
を
集
め
て
六
角
形
の
巣
を
築
い
た
り
も
う
い
そ
が
し
く
に
ぎ
や
か
な

　
　
春
の
入
口
に
な
っ
て
ゐ
ま
し
た
。

　
・
「
蜘
蛛
」
の
章
の
終
末
部

　
　
　
ち
ゃ
う
ど
そ
の
と
き
は
つ
め
く
さ
の
花
の
さ
く
こ
ろ
で
、
あ
の
眼
の
碧
い

　
　
蜂
の
群
は
野
原
ぢ
ゅ
う
を
も
う
あ
ち
こ
ち
に
ち
ら
ぱ
っ
て
一
つ
一
つ
の
小
さ

　
　
な
ぼ
ん
ぼ
り
の
や
う
な
花
か
ら
火
で
も
も
ら
ふ
や
う
に
し
て
蜜
を
集
め
て
居

　
　
り
ま
し
た
。

　
・
「
な
め
く
ぢ
」
の
章
の
終
末
部

　
　
　
さ
う
さ
う
こ
の
と
き
は
丁
度
秋
に
蒔
い
た
蕎
麦
の
花
が
い
ち
め
ん
白
く
咲

　
　
き
出
し
た
と
き
で
あ
の
眼
の
碧
い
す
が
る
の
群
は
そ
の
四
っ
角
な
畑
い
っ
ぱ

　
　
い
う
す
あ
か
い
幹
の
間
を
く
ぐ
っ
た
り
花
の
つ
い
た
ち
い
さ
な
枝
を
ぶ
ら
ん

　
　
こ
の
や
う
に
ゆ
す
ぷ
っ
た
り
し
な
が
ら
今
年
の
終
り
の
蜜
を
せ
っ
せ
と
集
め

　
　
て
居
り
ま
し
た
。

　
・
「
狸
」
の
章
の
終
末
部

　
　
　
こ
の
と
き
は
も
う
冬
の
は
じ
ま
り
で
あ
の
眼
の
碧
い
蜂
の
群
は
も
う
み
ん

　
　
な
め
い
め
い
の
蟻
で
こ
さ
え
た
六
角
形
の
巣
に
は
い
っ
て
次
の
春
の
夢
を
見

　
　
な
が
ら
し
づ
か
に
睡
っ
て
居
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
つ
け
加
え
部
分
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
作
品

は
単
に
前
作
の
「
密
度
を
高
め
」
「
主
題
を
明
確
に
」
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
主

題
を
変
更
な
い
し
成
長
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

こ
に
描
か
れ
て
い
る
「
蜂
」
の
生
き
方
も
「
蜘
蛛
」
や
「
な
め
く
ぢ
」
や
「
狸
」

と
同
じ
よ
う
に
、
自
ら
の
生
命
の
た
め
に
他
の
生
命
を
糧
と
せ
ざ
る
を
得
ぬ
と
い

う
点
で
は
変
り
が
な
い
。
「
蜂
」
の
糧
が
動
物
で
は
な
く
直
物
で
あ
る
と
い
っ
た

違
い
が
本
質
的
な
相
違
に
あ
た
ら
ぬ
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。
決
定
的
な
相

違
点
は
、
生
命
を
貰
う
も
の
（
「
蜂
」
）
と
生
命
を
与
え
る
も
の
（
「
直
物
」
）
と
の
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関
係
の
あ
り
よ
う
が
「
蜘
蛛
」
以
下
三
人
の
そ
れ
と
異
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ

る
。

　
「
蜂
」
の
行
為
は
「
一
つ
一
つ
の
小
さ
な
桃
い
ろ
の
花
に
挨
拶
し
て
蜜
や
香
料

を
貰
っ
た
り
、
そ
の
お
礼
に
黄
金
い
ろ
を
し
た
円
い
花
粉
を
ほ
か
の
花
の
と
こ
ろ

へ
運
ん
で
」
や
る
、
「
一
つ
一
つ
の
小
さ
な
侭
ん
ぼ
り
の
や
う
な
花
か
ら
火
で
も

も
ら
ふ
や
う
に
し
て
蜜
を
集
め
」
る
（
傍
線
は
田
中
）
、
「
う
す
あ
か
い
幹
の
間
を

く
ぐ
っ
た
り
花
の
つ
い
た
ち
い
さ
な
枝
を
ぶ
ら
ん
こ
の
や
う
に
ゆ
す
ぶ
っ
た
り
」

す
る
な
ど
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
か
ら
読
み
と
れ
る
こ
と
は
、

「
蜂
」
が
自
ら
の
生
命
の
た
め
に
他
の
生
命
を
貰
う
に
あ
た
り
、
「
相
手
に
対
す

る
敬
愛
と
感
謝
」
の
念
に
貫
か
れ
た
行
動
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
「
念
」
の
中
に
は
当
然
「
生
存
罪
行
為
の
量
的
自
制
」
が

含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
、
た
と
え
ば
「
新
ら
し
い
木
の
芽
か
ら
い
ら
な
く
な
っ
た

蟻
を
集
め
」
る
と
い
っ
た
描
写
の
申
に
そ
の
こ
と
は
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
「
相

手
に
対
す
る
敬
愛
と
感
謝
」
が
あ
る
か
ぎ
り
必
要
以
上
に
む
さ
ぼ
り
と
る
と
い
う

こ
と
は
起
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
「
蜂
」

の
糧
と
な
る
花
の
蜜
や
蟻
が
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
生
を
充
足
し
、
充
ち
足
り
た
状

態
で
そ
の
生
命
を
相
手
に
手
渡
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
（
も
っ
と
も
こ
の

点
は
こ
の
作
品
に
十
分
描
き
込
ま
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ

そ
以
下
に
見
る
よ
う
に
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
で
賢
治
が
追
求
す
る
主
な
関
心
事

と
な
る
。
）
　
「
蜘
蛛
」
や
「
な
め
く
ぢ
」
や
「
狸
」
に
食
わ
れ
る
相
手
は
い
ず
れ

も
そ
の
よ
う
な
状
態
に
は
な
か
っ
た
。
同
じ
く
「
食
う
（
と
る
）
　
食
わ
れ
る

（
と
ら
れ
る
）
」
の
関
係
で
も
「
洞
熊
学
校
」
の
卒
業
生
た
ち
の
場
合
は
対
立
的
で
、

あ
り
ハ
　
「
蜂
」
の
場
合
は
親
和
的
で
あ
る
。
賢
治
は
こ
の
作
品
で
「
洞
熊
先
生
」

の
教
育
方
針
、
「
蜘
蛛
」
の
生
き
ざ
ま
、
「
な
め
く
ぢ
」
の
生
き
ざ
ま
、
「
狸
」

宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
中
）

の
生
き
ざ
ま
の
そ
れ
ぞ
れ
と
「
蜂
」
の
生
き
方
と
を
反
復
対
比
し
て
構
成
し
、
そ

の
「
対
比
構
造
」
を
通
し
て
「
生
存
罪
」
を
超
克
す
る
一
つ
の
世
界
像
を
描
き
出

そ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

5
　
「
や
ま
な
し
」

　
前
節
で
見
た
よ
う
な
「
対
比
構
造
」
を
持
つ
作
品
に
今
一
つ
「
や
ま
な
し
」
が

あ
る
。
、
「
や
ま
な
し
」
で
は
「
五
月
」
の
章
で
ま
ず
何
も
の
か
（
北
）
を
食
う

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
　
　
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
を
食
う
「
魚
」
　
　
「
魚
」
を
食
う

「
か
は
せ
み
」
と
い
う
弱
肉
強
食
の
「
生
存
罪
」
の
事
実
が
描
か
れ
る
。
川
底
で

二
匹
の
「
子
蟹
」
の
兄
弟
が
そ
の
現
象
を
見
て
い
る
。
こ
の
「
子
蟹
」
た
ち
は

「
双
子
の
星
」
に
お
け
る
ヂ
ュ
ン
セ
と
ボ
ー
セ
、
　
「
黄
色
の
ト
マ
ト
」
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
ω
　
、

ペ
ム
ペ
ル
と
ネ
リ
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
完
全
に
イ
ノ
セ
ン
ト
な
存
在
と
し
て
描

か
れ
、
「
生
存
罪
」
世
界
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
生
き
る
も
の
の
姿
を
表
わ
し
て
い

る
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
「
生
存
罪
」
の
現
象
に
ふ
れ
て
「
こ
わ
い
」
と
言
う
。

そ
こ
へ
「
父
蟹
」
が
出
て
来
て
事
情
を
聞
き
「
大
丈
夫
だ
、
安
心
し
ろ
。
お
れ
た

ち
は
か
ま
は
な
い
ん
だ
か
ら
」
と
言
う
。
こ
の
部
分
、
賢
治
の
下
書
き
稿
に
は

「
お
れ
た
ち
に
は
か
ま
は
な
い
か
ら
」
（
傍
線
は
田
中
）
と
あ
っ
た
。
賢
治
は
こ

れ
を
推
敲
し
て
「
お
れ
た
ち
は
」
と
改
め
た
。
「
に
は
」
な
ら
ば
同
じ
次
元
に
い

る
両
者
の
間
で
交
渉
を
持
つ
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。
「
は
」
な
ら
ば
両
者
は

次
元
を
異
に
↓
て
い
る
。
そ
の
区
別
を
強
く
指
示
す
る
の
が
こ
の
場
合
の
助
詞

「
は
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
生
存
競
争
の
連
鎖
に
組
み
込
ま
れ
て
暮
し
て
い

る
も
の
た
ち
の
世
界
、
そ
こ
に
い
る
か
ぎ
り
死
は
恐
怖
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
心
て

「
蟹
」
た
ち
の
世
界
は
生
存
競
争
と
切
れ
て
い
る
世
界
で
あ
っ
て
「
お
れ
た
ち
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⑤

か
ま
は
な
い
ん
だ
か
ら
」
恐
怖
を
感
ず
る
必
要
帖
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の

sokyu
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宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
中
）

問
答
の
最
中
に
水
面
に
白
い
「
樺
の
花
」
が
流
れ
て
来
る
。
「
父
蟹
」
は
「
そ
ら
、

樺
の
花
が
流
れ
て
来
た
。
ご
ら
ん
　
き
れ
い
だ
ら
う
」
と
言
う
。
こ
れ
は
何
を

意
味
す
る
か
。
こ
れ
は
「
蟹
」
た
ち
が
ご
の
世
で
共
存
す
る
周
囲
の
対
象
に
、
敬

愛
の
心
で
接
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
語
っ
た
も
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
樺
の
花
」
の
持
つ
美
は
「
蟹
」
の
親
子
に
と
っ
て
精
神
的
な
糧
で
あ
る
。
糧
と

な
る
周
囲
の
も
の
を
、
競
争
相
手
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
て
敬
愛
の
対
象
と
し

て
見
る
こ
と
、
そ
れ
は
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
に
お
け
る
小
十
郎
の
「
熊
」
に
対

す
る
態
度
、
　
「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」
に
お
け
る
「
蜂
」
の
檀
物
に
対
す

る
態
度
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
吉
本
隆
明
（
一
九
七
四
）
は

「
賢
治
さ
ん
だ
っ
て
『
棒
の
花
』
が
な
か
っ
た
ら
死
が
こ
わ
い
の
で
は
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
間
の
事
情
を
直
感
的
に
衝
い
た
洞
察
で

あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
つ
い
で
「
十
二
月
」
の
章
で
「
生
存
罪
」
を
超

克
し
た
世
界
の
あ
り
さ
ま
が
い
っ
そ
う
具
体
的
に
描
か
れ
る
。
木
の
枝
に
つ
い
て

い
る
間
に
そ
の
生
を
充
実
さ
せ
て
完
全
に
成
熟
し
き
っ
た
「
や
ま
な
し
」
が
、
充

ち
足
り
た
自
己
の
生
に
区
切
り
を
つ
け
て
川
面
に
落
ち
て
来
る
。
「
父
蟹
」
は
、

　
「
あ
れ
は
や
ま
な
し
だ
、
流
れ
て
行
く
ぞ
、
つ
い
て
行
つ
て
見
や
う
、
あ
㌧
い

　
㌧
匂
ひ
だ
な
」
　
（
中
略
）

　
「
ど
う
だ
、
や
っ
ぱ
り
や
ま
な
し
だ
よ
　
よ
く
熟
し
て
ゐ
る
、
い
い
匂
ひ
だ
ら

　
う
。
」

と
言
う
。
こ
の
言
葉
に
は
糧
と
な
る
「
や
ま
な
し
」
に
対
す
る
敬
愛
が
表
現
さ
れ

て
い
る
。
「
蟹
」
た
ち
は
し
ば
ら
く
そ
の
匂
ひ
を
楽
し
む
。
こ
れ
は
「
五
月
」
の

章
で
彼
ら
が
「
棒
の
花
」
の
美
し
さ
を
楽
し
ん
だ
こ
と
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
こ
は

そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
反
復
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
お
い

し
さ
う
だ
ね
、
お
父
さ
ん
」
と
「
子
蟹
」
が
言
う
。
け
れ
ど
も
彼
ら
は
水
面
に
泳

ぎ
あ
が
っ
て
「
や
ま
な
し
」
を
食
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
「
待
て
待
て
、
も
う
二
日
ぱ
か
り
待
つ
と
ね
、
こ
い
つ
は
下
へ
沈
ん
で
来
る
、
」

と
「
父
蟹
」
が
言
う
。
こ
の
一
節
は
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
に
お
い
て
〃
し
残
し

た
仕
事
が
あ
る
か
ら
あ
と
二
年
待
っ
て
く
れ
、
二
年
た
っ
た
ら
お
ま
へ
の
家
の
前

で
死
ん
で
ゐ
て
や
る
、
毛
皮
も
胃
袋
も
や
る
か
ら
”
と
約
東
す
る
熊
の
姿
に
つ
な

が
っ
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
や
ま
な
し
」
が
沈
ん
で
来
た
ら
食
べ
る

か
と
い
う
と
ま
だ
食
べ
な
い
。

　
「
そ
れ
か
ら
ひ
と
り
で
に
お
い
し
い
お
酒
が
で
き
る
か
ら
、
さ
あ
、
も
う
帰
つ

　
て
寝
や
う
、
お
い
で
。
」

と
言
う
。
「
ひ
と
り
で
に
お
い
し
い
お
酒
が
で
き
る
」
ま
で
待
つ
と
い
う
、
即
ち
、

生
命
を
貰
う
相
手
が
完
全
に
充
足
し
、
完
全
に
燃
焼
す
る
ま
で
待
っ
て
、
相
手
が

充
ち
足
り
て
そ
の
生
命
を
こ
ち
ら
に
手
渡
し
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て
、
し
か
る
の

ち
そ
の
生
を
貰
う
、
こ
う
い
う
関
係
に
な
っ
た
と
き
「
生
存
罪
」
は
超
克
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
「
学
者
ア
ラ
ム
ハ
ラ
ド
の
見
た
着
物
」
の
中
で
、
師
と
と
も
に
林
を

散
策
し
て
い
た
弟
子
サ
マ
シ
ャ
ー
ド
が
「
な
つ
め
の
木
だ
ぞ
。
な
つ
め
の
木
だ
。

と
れ
な
い
か
な
あ
」
と
言
っ
た
と
き
、
師
ア
ラ
ム
ハ
ラ
ド
が
ヴ
ェ
ー
ツ
サ
ン
タ
ラ

大
王
の
は
な
し
を
し
て
聞
か
せ
「
も
し
ヴ
ェ
ッ
サ
ン
タ
ラ
大
王
の
や
う
に
大
へ
ん

に
徳
の
あ
る
人
な
ら
ば
そ
し
て
そ
の
人
が
ひ
ど
く
飢
え
て
ゐ
る
な
ら
ば
木
の
枝
は

や
っ
ぱ
り
ひ
と
り
で
に
垂
れ
て
来
る
に
ち
が
ひ
な
い
」
と
語
る
場
面
が
あ
る
が
、

こ
れ
を
信
仰
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
生
活
の
場
面
に
お
い
て
実
現
さ
せ
た
の

が
「
や
ま
な
し
」
の
こ
の
シ
ー
ン
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
　
　
6
　
「
ず
る
い
な
め
く
じ
の
は
な
し
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
「
狸
さ
ん
の
ポ
ン
ポ
コ
ポ
ン
」

　
作
品
「
や
ま
な
し
」
に
見
ら
れ
る
「
対
比
構
造
」
（
㏄
ー
ク
ラ
ム
ボ
ン
ー
魚
1
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か
は
せ
み
」
と
つ
な
が
る
食
物
連
鎖
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
対
し
て
、
蟹
の
眼
か
ら
見

た
「
樺
の
花
」
な
ら
び
に
「
や
ま
な
し
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
対
比
し
て
描
く
構
造
）

を
通
し
て
宮
澤
賢
治
は
「
生
存
罪
」
超
克
の
一
つ
の
具
体
像
を
手
に
入
れ
た
。
こ

の
構
造
は
基
本
的
に
「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」
の
構
造
と
同
じ
で
あ
る
。

「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」
に
お
け
る
「
蜂
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
作
品
「
や

ま
な
し
」
に
お
け
る
「
樺
の
花
」
や
「
や
ま
な
し
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
る
が
、
「
洞
熊
先
生
」
、
「
蜘
蛛
」
、
「
な
め
く
ぢ
」
、
「
狸
」
の
お
の
お

の
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
く
り
か
え
し
対
比
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
対
比
は
妥
当

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
さ
ら
に
又
、
そ
れ
ら
の
対
比
を
四
回
く
り
か
え
さ
ね
ば
な

ら
ぬ
必
然
性
が
ほ
ん
と
う
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
。

　
「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」
は
の
ち
に
さ
ら
に
改
作
さ
れ
、
「
な
め
く
ぢ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

の
章
を
独
立
さ
せ
て
「
ず
る
い
な
め
く
じ
の
は
な
し
」
と
い
う
作
品
と
す
べ
く
手

が
加
え
ら
れ
か
け
て
い
る
由
で
あ
る
。
即
ち
、
賢
治
は
の
ち
に
「
洞
熊
学
校
を
卒

業
し
た
三
人
」
に
お
け
る
四
様
の
反
復
を
無
用
と
考
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
反
復
を
さ
け
る
と
い
う
こ
と
だ
け
な
ら
ば
「
蜘
蛛
」
や
「
狸
」
の
章
を
独
立

さ
せ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
◎
　
（
「
洞
熊
先
生
」
の
章
は
事
件
の
具

体
性
が
少
い
の
で
独
立
さ
せ
る
こ
と
が
む
り
で
あ
る
と
し
て
も
。
）

　
「
蜘
蛛
」
は
必
要
以
上
に
獲
物
を
と
り
、
獲
物
が
腐
敗
し
、
そ
れ
が
う
つ
っ
て

腐
れ
て
死
ん
だ
。
「
蜘
蛛
」
は
「
生
存
罪
行
為
の
量
的
自
制
」
を
欠
い
た
存
在
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
点
が
他
の
「
な
め
く
ぢ
」
や
「
狸
」
と
違
う
「
蜘

蛛
」
の
特
徴
で
あ
る
。
「
蜘
蛛
」
は
「
氷
河
鼠
の
毛
皮
」
に
お
け
る
「
青
年
」
や

「
よ
だ
か
の
星
」
に
お
け
る
「
よ
だ
か
」
の
発
言
に
含
ま
れ
て
い
た
「
ど
う
し
て

も
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
の
ほ
か
は
い
た
づ
ら
に
お
魚
を
取
っ
た
り
し
な
い

や
う
に
し
て
呉
れ
」
と
い
う
忠
告
を
受
け
る
の
に
ち
ょ
う
ど
似
合
っ
た
存
在
で
あ

宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
語
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
鼠
の
構
造
と
展
開
（
田
中
）

る
。
し
か
し
こ
の
忠
告
が
「
生
存
罪
」
の
本
質
的
超
克
の
た
め
に
は
不
徹
底
で
無

力
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
こ
ま
で
到
達
し

た
賢
治
に
と
っ
て
「
生
存
罪
行
為
の
量
的
自
制
」
の
問
題
は
す
で
に
創
作
モ
チ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
㈹

フ
と
な
り
得
な
い
。
そ
こ
で
賢
治
は
あ
っ
さ
り
「
蜘
蛛
」
の
章
を
切
り
捨
て
た
。

　
次
に
「
狸
」
の
章
は
ど
う
か
。
「
狸
」
は
「
兎
」
や
「
狼
」
を
だ
ま
し
て
食
べ
、

最
後
に
は
か
ら
だ
が
裂
け
て
死
ん
だ
。
「
な
め
く
ぢ
」
も
又
、
「
か
た
つ
む
り
」

や
「
と
か
げ
」
を
だ
ま
し
て
食
べ
、
最
後
に
は
逆
に
「
雨
蛙
」
に
だ
ま
さ
れ
て
死

ん
だ
』
と
も
に
相
手
を
だ
ま
し
て
そ
の
命
を
奪
う
と
い
う
事
実
を
素
材
に
し
て
い

る
点
で
「
狸
」
の
章
と
「
な
め
く
ぢ
」
の
章
と
は
同
じ
で
あ
る
。
従
っ
て
賢
治
に

と
っ
て
は
、
「
な
め
く
ぢ
」
で
も
「
狸
」
で
も
、
い
ず
れ
か
一
方
の
素
材
が
あ
れ

ば
そ
の
主
題
は
カ
バ
ー
で
き
た
筈
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
賢
治
に

「
狸
」
の
章
を
切
り
捨
て
さ
せ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
推
論
を
重
ね
れ
ば
、
賢
治
は
「
な
め
く
ぢ
」
の
章
を
独
立
さ
せ
て
「
ず

　
　
　
　
　
マ
マ

る
い
な
め
く
じ
の
は
な
し
」
を
書
く
か
わ
り
に
、
「
狸
」
の
章
を
独
立
き
せ
て
別

の
一
篇
の
作
品
に
ま
と
め
て
も
よ
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
「
な
め
く
ぢ
」

の
章
を
独
立
さ
せ
る
に
し
ろ
「
狸
」
の
章
を
独
立
さ
せ
る
に
し
ろ
「
蜂
」
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
と
の
「
対
比
構
造
」
は
変
え
ら
れ
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
な

る
と
終
末
部
の
「
蜂
」
の
描
写
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
末
に
お
か
れ
て
い
る
現
存
の

形
の
ま
ま
で
よ
か
っ
た
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
も
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、

「
洞
熊
先
生
」
や
「
蜘
蛛
」
の
章
末
に
あ
る
現
存
の
「
蜂
」
の
描
写
が
集
約
さ
れ

て
新
し
い
作
品
の
末
尾
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
「
ひ
の
き
と
ひ
な
げ
し
」
の
表
紙
書
き
込
み
に
見
ら
れ
る
「
童
話
的
構
図
」
の

⑩
に
「
狸
さ
ん
の
ボ
ン
ポ
コ
ポ
ン
」
と
い
う
作
品
題
名
が
あ
る
。
今
日
こ
れ
に
該

当
す
る
草
稿
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
あ
る
い
は
、
こ
の
．
「
狸
」
の
章



48

官
澤
賢
治
の
「
花
烏
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
中
）

を
独
立
さ
せ
て
成
る
筈
の
作
品
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
　
「
蜘
蛛
と
な
め
く

ぢ
と
狸
」
の
「
狸
」
の
章
に
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。
「
狸
」
に
食
べ
ら
れ
た

「
兎
」
が
「
狸
」
の
腹
の
申
で
大
声
を
出
す
。

■
「
狸
は
怒
っ
て
云
ひ
ま
ル
た
。

　
　
『
や
か
ま
し
い
。
は
や
く
消
化
し
ろ
。
』

　
　
そ
し
て
狸
は
ポ
ン
ボ
コ
ポ
ン
ポ
ン
と
は
ら
つ
ゾ
み
を
う
ち
ま
し
た
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
は
冊
申
）

右
の
傍
線
部
が
題
名
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
推
測
を
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
ω

の
推
論
に
対
す
る
一
傍
証
と
し
て
提
出
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
「
対
比
構
造
」
は
作
品
の
構
成
と
し
て
や
や
安
易
で
あ
り
、
で
き
れ

ば
対
比
さ
れ
た
双
方
の
エ
ピ
ソ
i
ド
を
有
機
的
に
緒
合
ル
て
よ
り
緊
密
で
統
一
感

の
あ
る
作
品
世
界
を
創
り
出
す
必
要
が
あ
る
。
次
の
段
階
の
賢
治
の
課
題
は
そ
れ

で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
課
題
は
先
に
見
た
よ
う
に
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
に

お
い
て
達
成
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
賢
治
に
は
な
お
幾
つ
か
検
討
し
て

お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
問
題
点
が
あ
っ
た
。
「
花
鳥
童
話
」
の
大
部
分
は
そ
の

　
　
、
　
　
、
　
　
、

過
程
と
し
て
賢
治
が
書
き
重
ね
た
作
品
群
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

7
　
「
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
の
豚
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」
　
（
そ
の
改
作
「
ず
る
い
な
め
く
じ
の
は
な
し
」

ま
た
は
「
狸
さ
ん
の
ポ
ン
ポ
コ
ポ
ン
」
〈
推
定
V
を
も
含
め
て
）
に
し
ろ
「
や
ま

な
し
」
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
「
よ
だ
か
の
星
」
で
提
出
さ
れ
た
二
つ
の
問

題
点
を
も
っ
ぱ
ら
生
命
を
奪
う
（
あ
る
い
は
貰
う
）
も
の
の
側
に
視
点
を
置
い
て

描
い
た
作
品
で
あ
っ
た
が
、
て
れ
に
対
し
て
そ
の
二
つ
の
問
題
点
を
も
っ
ぱ
ら
生

命
を
奪
わ
れ
る
も
の
の
側
に
視
点
を
置
い
て
描
こ
う
と
し
た
作
品
に
「
フ
ラ
ン
ド

ン
農
学
校
の
豚
L
が
あ
る
。
こ
の
作
品
は
草
稿
が
一
部
失
わ
れ
て
い
る
（
冒
頭
部
）

が
、
残
さ
れ
た
草
稿
の
範
囲
で
は
次
の
よ
う
な
物
語
と
し
て
読
み
と
る
こ
。
と
が
で

き
る
。

　
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
の
「
豚
」
は
「
…
…
…
以
外
の
物
質
は
、
み
な
す
べ
て
、

よ
く
こ
れ
を
摂
取
し
て
、
脂
肪
若
く
は
蛋
白
質
と
な
し
、
そ
の
体
内
に
畜
積
す
」

る
（
…
…
部
は
草
稿
欠
）
存
在
と
し
て
飼
わ
れ
て
い
る
。
「
豚
」
は
太
ら
せ
て
肉

を
と
る
対
象
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
て
い
て
、
学
生
も
畜
産
の
教
師
も
助
手
も
、

「
豚
」
に
敬
愛
を
感
ず
る
も
の
な
ど
一
人
も
な
い
。
1
「
豚
」
は
そ
の
こ
と
を
直
覚

し
、
「
お
れ
に
た
べ
も
の
は
よ
こ
す
が
、
時
々
ま
る
で
北
極
の
、
空
の
や
う
な
眼

を
し
て
、
お
れ
の
か
ら
だ
を
ぢ
っ
と
見
る
、
実
に
何
と
も
た
ま
ら
な
い
、
と
り
つ

き
ば
も
な
い
や
う
な
き
び
し
い
こ
㌧
ろ
で
、
お
れ
の
こ
と
を
考
へ
て
ゐ
る
“
そ
の

こ
と
は
恐
い
、
あ
あ
、
恐
い
」
と
心
に
思
う
。
そ
の
国
に
は
家
畜
を
殺
そ
う
と

す
る
も
の
は
そ
の
家
蓄
か
ら
「
死
亡
承
諾
書
」
を
と
ら
ね
ぱ
な
ら
ぬ
き
ま
り
が
あ

っ
た
。
一
見
「
豚
」
に
敬
愛
の
情
を
持
つ
か
の
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
態
度
も
見
せ

る
校
長
が
や
っ
て
来
て
”
永
い
間
の
飼
育
に
感
謝
し
て
い
つ
で
も
死
に
ま
す
”
と

い
う
主
旨
の
承
諾
書
に
印
を
押
す
よ
う
せ
ま
る
。
　
「
豚
」
は
死
を
恐
れ
、
悲
し
み

の
あ
ま
り
や
せ
る
。
校
長
は
い
た
け
だ
か
に
な
っ
て
「
豚
」
に
む
り
に
印
を
押
さ

せ
、
畜
産
の
教
師
は
肥
育
器
を
使
っ
て
む
り
や
り
餌
を
「
豚
」
の
の
ど
に
押
し
込

み
、
太
ら
せ
る
。
生
徒
た
ち
は
太
っ
て
来
た
「
豚
」
を
ま
る
で
物
質
の
よ
う
に
品

評
す
る
。
い
よ
い
よ
屠
殺
の
日
、
助
手
は
「
い
か
㌻
で
す
か
。
天
気
も
大
変
い
㌧

や
う
で
す
。
今
日
少
し
じ
散
歩
な
す
っ
て
は
」
な
ど
と
敬
語
を
使
っ
て
話
し
か
け

な
が
ら
ピ
チ
ッ
七
鞭
を
あ
て
て
「
豚
」
を
追
い
出
す
。
　
「
豚
」
は
か
ち
1
だ
を
八
つ

に
分
解
さ
れ
、
雪
の
中
に
一
晩
漬
け
ら
れ
る
。
終
末
部
、

　
「
そ
の
晩
空
は
よ
く
晴
れ
て
金
牛
宮
も
意
ら
め
き
出
し
二
十
四
日
の
銀
の
角
、
■
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つ
め
た
く
光
る
弦
月
が
、
青
じ
ろ
い
水
銀
の
ひ
か
り
を
、
そ
こ
ら
の
雲
に
そ
㌧

　
　
ぎ
か
け
　
そ
の
っ
め
た
い
臼
い
雪
の
中
　
戦
場
の
墓
地
の
や
う
に
積
み
あ
げ
ら

　
　
れ
た
雪
の
底
に
豚
は
き
れ
い
に
洗
は
れ
て
八
き
れ
に
な
っ
て
埋
ま
っ
た
。
月
は

　
だ
ま
っ
て
過
ぎ
て
行
く
。
夜
は
い
よ
い
よ
冴
え
た
の
だ
。
L

と
、
七
五
調
を
基
調
と
し
た
一
段
で
結
ぱ
れ
る
。

　
ま
ず
こ
の
「
豚
」
は
生
命
を
奪
わ
れ
る
相
手
か
ら
一
片
の
敬
愛
を
も
受
け
る
こ

と
が
な
い
。
た
と
え
ば
「
豚
」
が
校
長
に
対
し
て
「
さ
ん
」
づ
け
で
呼
び
か
け
た

り
挨
拶
し
た
り
し
て
も
校
長
は
底
意
の
あ
る
苦
笑
を
か
え
し
た
り
、
お
し
ま
い
に

は
ひ
ど
く
怒
っ
た
り
す
る
。
助
手
は
「
豚
」
に
口
先
で
は
敬
語
を
使
っ
て
語
し
か

け
る
が
一
方
鞭
で
ビ
シ
ビ
シ
叩
く
。
・
畜
産
の
教
師
や
生
徒
は
も
と
よ
り
「
豚
」
に

人
格
を
感
ず
る
こ
と
が
な
い
。
次
に
こ
の
「
豚
」
に
は
白
ら
の
生
を
自
ら
の
力
で

！
充
足
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
。
む
り
や
り
死
亡
承
諾
書
に
印
を
押
さ
せ
ら

れ
る
し
、
食
べ
た
く
な
い
餌
を
注
入
さ
れ
、
太
り
た
く
も
な
い
の
に
「
極
度
」
ま

で
太
ら
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
「
つ
ら
い
つ
ら
い
」
と
言
い
な
が
ら
殺
さ
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

　
賢
治
は
こ
の
作
品
で
は
「
対
比
構
造
」
を
用
い
ず
、
徹
頭
徹
尾
「
生
存
罪
」
行

為
の
被
害
者
で
あ
る
「
豚
」
の
運
命
に
し
ぼ
っ
て
そ
の
み
じ
め
さ
を
追
求
し
て
い

る
。
賢
治
は
自
分
で
「
一
体
こ
の
物
語
は
、
あ
ん
ま
り
哀
れ
過
ぎ
る
の
だ
」
と

書
い
て
い
る
が
、
終
末
部
の
一
段
は
、
他
か
ら
の
敬
愛
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自

ら
の
生
を
充
実
さ
せ
る
す
べ
も
な
い
ま
ま
哀
れ
な
死
を
迎
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

主
人
公
「
豚
」
に
対
す
る
賢
治
の
鎮
魂
の
歌
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
段
が
物
語
叙
述

の
外
に
、
い
わ
ば
「
反
歌
」
の
よ
う
な
性
格
の
表
現
と
し
て
置
か
れ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
叙
述
部
分
よ
り
一
段
と
律
動
的
な
文
体
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
の
他
、
内
容
上
か
ら
も
、
物
語
部
分
で
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ

宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
申
）

と
が
ら
を
も
う
一
度
述
べ
な
お
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
即
ち
、

そ
の
直
前
の
物
語
部
分
で
「
と
に
か
く
豚
は
す
ぐ
あ
と
で
、
か
ら
だ
を
八
つ
に
分

解
さ
れ
て
、
魔
舎
の
う
し
ろ
に
積
み
あ
げ
ら
れ
た
。
雪
の
中
に
一
晩
漬
け
ら
れ

た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
同
じ
内
容
を
こ
の
最
終
段
で
も
う
一
度
「
そ
の
つ
め
た

い
白
い
雪
の
申
戦
場
の
墓
地
の
や
う
に
積
み
あ
げ
ら
れ
た
雪
の
底
に
豚
は
き
れ

い
に
洗
は
れ
て
八
き
れ
に
な
っ
て
埋
ま
っ
た
」
と
述
べ
な
お
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
生
き
も
の
と
生
き
も
の
と
の
関
係
の
あ
り
よ
う
を
求
め
て

　
前
章
に
お
い
て
筆
者
は
、
宮
澤
賢
治
の
創
作
活
動
の
中
に
「
生
存
罪
」
超
克
の

あ
り
よ
う
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
し
、
処
女
作
「
蜘

蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」
以
来
、
　
「
氷
河
鼠
の
毛
皮
」
　
「
よ
だ
か
の
星
」
を
経
て

「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」
　
「
や
ま
な
し
」
　
「
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
の
豚
」
、

さ
ら
に
は
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
に
至
る
作
品
の
系
列
を
あ
と
づ
け
て
来
た
。
そ

の
結
果
、
　
「
生
存
罪
」
の
超
克
は
、
生
命
を
貰
う
側
か
ら
言
え
ば
他
に
対
す
る
敬

愛
と
感
謝
の
念
に
支
え
ら
れ
た
行
動
を
と
る
こ
と
、
生
命
を
与
え
る
側
か
ら
言
え

ば
自
ら
の
生
命
を
充
実
さ
せ
充
ち
足
り
た
状
態
で
そ
の
生
命
を
他
に
渡
す
こ
と
、

こ
の
両
面
が
と
も
に
成
立
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
成
就
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
前
章
に
お
い
て
考
察
し
た
諸
作
品
は
、
主
と
し
て
「
食
う
（
殺
す
）

　
　
食
わ
れ
る
（
殺
さ
れ
る
）
」
と
い
う
、
い
わ
ば
極
隈
的
な
現
象
n
死
の
場
面

を
素
材
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
他
に
対
し
て
敬
愛
と
感
謝
の
念
を
持
っ

て
生
き
る
と
か
、
自
ら
の
生
を
充
実
さ
せ
て
生
き
る
と
か
言
う
場
合
の
そ
の
生
き

方
の
追
求
が
不
十
分
で
あ
っ
た
う
ら
み
が
あ
る
。
こ
の
問
題
の
内
実
は
同
じ
く
死

sokyu
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宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
申
）

の
主
題
を
扱
う
に
し
て
も
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
諸
作
品
の
よ
う
に
死
の
場
面
に
お

い
て
考
察
す
る
の
で
は
な
く
生
の
場
面
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り

有
効
に
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
面
も
多
い
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は

結
局
の
と
こ
ろ
生
き
も
の
と
生
き
も
の
と
の
関
係
の
あ
り
よ
う
の
問
題
に
他
な
ら

な
い
か
ろ
で
あ
る
。
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
の
う
ち
の
主
要
部
分
を
占
め
る
作
品

群
は
賢
治
の
そ
の
よ
う
な
試
み
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

1
　
「
蛙
の
ゴ
ム
靴
」
そ
の
ほ
か

　
「
花
鳥
童
話
」
の
う
ち
「
蛙
の
ゴ
ム
靴
」
「
ま
な
づ
る
と
ダ
ァ
リ
ヤ
」
「
ひ
の

き
と
ひ
な
げ
し
」
　
「
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
」
な
ど
の
作
品
で
扱
わ
れ
て
い
る
の

は
、
生
き
て
い
る
間
に
た
え
ず
他
と
争
い
、
ま
わ
り
の
目
を
気
に
し
、
欲
望
を
限

り
な
く
拡
張
し
、
あ
る
い
は
反
対
に
、
自
己
を
必
要
以
上
に
卑
下
し
て
行
っ
た
た

め
に
、
生
前
っ
い
に
充
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
も
の
た
ち
が
、
死
に
の
ぞ
ん

で
い
か
に
錯
乱
と
恐
怖
に
見
舞
わ
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
「
蛙
と
ゴ
ム
靴
（
蛙
の
雲
見
）
」
は
次
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。

　
カ
ン
蛙
、
ブ
ン
蛙
、
ベ
ン
蛙
と
い
う
三
匹
の
蛙
が
い
た
。
へ
ロ
ン
（
人
間
）
の

世
界
で
ゴ
ム
靴
が
は
や
る
と
聞
い
て
皆
が
そ
れ
を
欲
し
が
る
が
、
カ
ン
蛙
が
そ
れ

を
手
に
入
れ
自
慢
す
る
。
お
ま
け
に
カ
ン
蛙
は
そ
の
靴
の
お
か
げ
で
美
し
い
ル
ラ

蛙
と
婚
約
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
ブ
ン
蛙
、
ベ
ン
蛙
は
こ
れ
を
ね
た
み
、
い
じ

悪
を
計
画
す
る
。
ま
ず
ヵ
ン
蛙
に
切
り
株
の
上
を
歩
か
せ
、
ゴ
ム
靴
を
破
い
て
し

ま
う
。
次
に
結
婚
式
の
あ
と
、
カ
ン
蛙
を
だ
ま
し
て
杭
の
穴
に
落
と
す
予
定
で
あ

っ
た
が
カ
ン
蛙
に
し
が
み
つ
か
れ
て
三
匹
と
も
穴
に
落
ち
る
。
最
後
に
ル
ラ
蛙
の

父
と
そ
の
仲
間
の
力
で
助
け
ら
れ
、
以
後
「
心
を
改
め
て
み
ん
な
よ
く
働
く
や
う

に
な
り
ま
し
た
」
と
結
ば
れ
る
。

　
こ
こ
に
は
「
他
に
対
す
る
敬
愛
と
感
謝
」
ど
こ
ろ
か
、
心
を
お
ご
り
と
そ
ね
み

に
占
め
ら
れ
た
も
の
た
ち
の
哀
れ
な
生
き
ざ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は

も
と
「
蛙
の
消
滅
」
と
い
う
題
名
で
、
終
末
部
、
三
匹
の
蛙
が
穴
に
落
ち
た
ま
㌧

そ
こ
で
「
消
滅
」
す
る
物
語
で
あ
っ
た
の
が
推
敲
の
結
果
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
の
物

語
に
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
主
題
は
旧
稿
に
お
い
て
露
出
し
て
い
る
。

　
「
ま
な
づ
る
と
ダ
ァ
リ
ヤ
」
は
次
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。

　
丘
の
上
に
二
本
の
黄
色
い
ダ
ァ
リ
ヤ
と
一
本
の
背
の
高
い
赤
い
ダ
ァ
リ
ヤ
が
咲

い
て
い
た
。
赤
い
ダ
ァ
リ
ヤ
は
高
慢
で
、
花
の
女
王
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
、

黄
色
の
ダ
ァ
、
リ
ヤ
か
ら
い
く
ら
美
し
い
と
ほ
め
ら
れ
て
も
な
お
、
　
「
こ
れ
ば
っ
か

し
じ
ゃ
仕
方
な
い
わ
。
あ
た
し
の
光
で
そ
こ
ら
が
赤
く
燃
え
る
や
う
に
な
ら
な
い

く
ら
ゐ
な
ら
、
ま
る
で
つ
ま
ら
な
い
の
よ
」
と
か
、
　
「
だ
っ
て
つ
ま
ら
な
い
わ
。

謹
も
ま
だ
あ
た
し
を
女
王
さ
ま
だ
と
は
云
は
な
い
ん
だ
か
ら
」
な
ど
と
不
平
を
も

ら
し
な
が
ら
暮
し
て
い
る
。
赤
い
ダ
ァ
リ
ヤ
の
日
課
は
、
毎
日
夕
方
に
な
る
と
空

を
飛
ぶ
「
ま
な
づ
る
」
に
”
私
は
美
し
い
だ
ろ
う
？
”
と
尋
ね
”
あ
な
た
は
美
し

い
”
と
答
え
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
方
「
ま
な
づ
る
」
の
方
で
は
沼
地
の

く
ら
や
み
に
っ
つ
ま
し
く
咲
く
白
い
ダ
ァ
リ
ヤ
に
は
す
す
ん
で
声
を
か
け
る
け
れ

ど
も
赤
い
ダ
ア
リ
ヤ
に
は
し
ぶ
し
ぷ
に
し
か
返
事
を
し
な
い
。
し
か
し
そ
の
う
ち

赤
い
ダ
ァ
リ
ヤ
に
は
黒
い
ぷ
ち
ぶ
ち
が
見
え
て
来
て
み
じ
め
な
状
態
に
な
り
、
半

狂
乱
の
中
で
、
最
後
に
は
人
間
に
つ
み
と
ら
れ
て
行
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
こ
に
は
、
自
ら
の
生
に
自
足
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
が
不
平
の
う

ち
に
不
幸
な
死
を
迎
え
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
推

敲
の
重
ね
ら
れ
た
二
種
類
の
草
稿
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
最
終
の
手
入
れ
は
賢
治

自
身
の
草
稿
へ
の
書
き
込
み
に
よ
っ
て
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
十
月
十
一
目
に
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注
㈹

終
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
天
澤
退
二
郎
（
一
九
七
九
一
C
）
は
こ
の
最
終

の
手
入
れ
で
作
品
に
お
け
る
「
ま
な
づ
る
」
の
役
割
が
そ
れ
以
前
の
草
稿
と
全
く

変
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
旧
稿
で
は
「
赤
い
ダ
ァ
リ
ヤ
」

が
「
ま
な
づ
る
　
（
初
期
稿
で
は
鵯
）
」
に
自
分
を
「
も
っ
と
赤
く
光
る
や
う
に
し

て
下
さ
い
な
」
と
頼
み
、
　
「
ま
な
づ
る
」
が
そ
れ
に
答
え
て
「
ダ
ァ
リ
ヤ
」
を
赤

く
し
て
や
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
の
最

終
稿
で
は
「
ま
な
づ
る
」
は
そ
の
よ
う
な
超
能
力
を
持
つ
特
別
の
存
在
で
は
な

く
、
「
ダ
ァ
リ
ヤ
」
と
共
存
し
「
ダ
ァ
リ
ヤ
」
を
と
り
ま
く
一
生
物
と
い
っ
た
存

在
に
変
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
最
終
稿
に
は
あ
ら
た
に
、
沼
地
に

つ
っ
ま
し
く
咲
く
「
白
い
ダ
ァ
リ
ヤ
」
が
登
場
す
る
。
　
「
白
い
ダ
ァ
リ
ヤ
」
は
、

高
慢
で
競
争
心
に
燃
え
る
「
赤
い
ダ
ァ
リ
ヤ
」
と
は
対
照
的
に
、
い
つ
も
「
つ
つ

ま
し
く
わ
ら
っ
て
」
お
り
、
「
ま
な
づ
る
」
は
そ
ち
ら
の
方
に
く
り
か
え
し
心
か

ら
の
敬
愛
の
言
葉
を
投
げ
か
け
る
の
で
あ
る
。
天
澤
退
二
郎
（
一
九
七
九
・
C
）

は
こ
の
変
化
に
つ
い
て
、
　
「
鳥
は
魔
術
的
な
力
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
つ
つ
ま
し

い
恋
人
を
得
た
の
で
あ
り
、
物
語
は
呪
術
的
説
話
か
ら
拝
情
的
な
交
感
の
場
へ
変

っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
筆
者
は
こ
こ
に
、
　
「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」

や
「
や
ま
な
し
」
に
見
ら
れ
た
の
と
同
じ
「
対
比
構
造
」
が
顔
を
出
し
て
い
る
こ

と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
「
ひ
の
き
と
ひ
な
げ
し
」
は
次
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。

　
一
群
の
「
ひ
な
げ
し
」
が
咲
い
て
い
る
。
彼
女
等
は
皆
美
し
く
な
り
た
い
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
タ
ー

う
欲
望
に
駆
ら
れ
て
い
る
。
皆
「
い
ち
ど
女
王
に
し
て
く
れ
た
ら
、
あ
し
た
は
死

ん
で
も
い
㌧
ん
だ
け
ど
」
と
思
っ
て
お
り
、
自
分
が
他
の
「
ひ
な
げ
し
」
よ
り

少
し
で
も
美
し
い
と
自
覚
し
た
も
の
は
そ
の
美
し
さ
を
誇
っ
て
暮
し
て
い
る
。
そ

こ
へ
「
悪
魔
」
が
美
容
師
に
化
け
て
登
場
し
、
美
容
術
を
施
し
て
や
る
と
言
っ
て

宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
中
）

「
ひ
な
げ
し
」
た
ち
を
だ
ま
し
、
食
べ
よ
う
と
す
る
。
。
「
ひ
な
げ
し
」
花
ち
は
き

わ
ど
い
瞬
間
に
「
ひ
の
き
」
に
救
わ
れ
る
。
し
か
し
「
ひ
の
き
」
が
「
も
う
一
足

で
お
ま
へ
た
ち
み
ん
な
頭
を
ば
り
ぱ
り
食
は
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
」
と
言
っ
て

も
、
　
「
ひ
な
げ
し
」
た
ち
は
「
そ
れ
だ
っ
て
い
㌧
じ
ゃ
あ
な
い
の
。
お
せ
っ
か
い

な
ひ
の
き
」
と
怒
る
。
　
「
ひ
の
き
」
は
「
ひ
な
げ
し
」
た
ち
に
「
ス
タ
ー
に
な
り

た
い
な
り
た
い
と
云
っ
て
ゐ
る
お
ま
へ
た
ち
が
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
ス
タ
ー
」
で

あ
る
と
さ
と
し
、
み
ん
な
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
、
め
い
め
い
の
き
ま
っ
た
「
光

り
や
う
」
を
す
る
（
生
を
充
実
さ
せ
る
）
こ
と
が
本
当
の
オ
ー
ル
ス
タ
ー
キ
ャ
ス

ト
だ
と
語
る
。
こ
の
「
ひ
の
き
」
の
教
訓
は
「
ひ
な
げ
し
」
た
ち
に
す
ぐ
に
は
理

解
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
終
末
部
の
次
の
よ
う
な
描
写
の
中
に
希
望
的
な
雰
囲
気

を
持
た
せ
て
作
品
は
閉
じ
ら
れ
る
。

　
「
ひ
な
げ
し
は
、
み
な
、
し
い
ん
と
し
て
居
り
ま
し
た
。

　
　
ひ
の
き
は
、
ま
た
だ
ま
っ
て
、
タ
が
た
の
そ
ら
を
仰
ぎ
ま
し
た
。

　
　
西
の
そ
ら
は
今
は
か
ジ
や
き
を
納
め
、
東
の
雲
の
峯
は
だ
ん
だ
ん
崩
れ
て
、

　
そ
こ
か
ら
も
う
銀
い
ろ
の
一
つ
星
も
ま
た
㌧
き
出
し
ま
し
た
。
」

　
こ
の
作
品
は
現
存
草
稿
の
一
部
に
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
夏
の
書
簡
下
書
断

片
の
裏
面
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
賢
治
が
死
（
昭
和
八
年
九
月
）
の
直

前
ま
で
手
を
入
れ
続
け
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
天
澤
退
二

郎
（
一
九
八
○
・
a
）
は
最
終
手
入
れ
の
重
点
が
後
半
部
の
「
ひ
の
き
」
の
教
訓

を
露
骨
な
ら
し
め
な
い
よ
う
文
芸
的
に
洗
練
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
し
「
こ
の
手

入
れ
に
よ
っ
て
、
初
期
形
の
説
教
臭
。
仏
教
臭
が
ぬ
ぐ
い
さ
ら
れ
、
数
あ
る
花
鳥

童
話
の
中
で
も
独
特
の
魅
力
あ
る
一
篇
が
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
成
立
し
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
旧
稿
で
は
そ
の
教
訓
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
。
花
の
女
王
と
た
た
え
ら

sokyu
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宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
重
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
中
）

れ
た
「
黄
薔
薇
」
が
、
も
と
は
小
さ
な
げ
ん
の
し
ょ
う
こ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、

名
高
い
印
度
の
カ
ニ
シ
カ
王
の
手
に
し
た
「
青
蓮
華
」
が
、
も
と
は
つ
め
く
さ
の

花
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
な
ど
を
紹
介
し
た
の
ち
、
彼
ら
が
花
の
王
に
生
ま
れ

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
前
生
に
お
い
て
決
し
て
他
の
花
を
そ
ね
ま
ず
、
っ
っ
ま

し
く
暮
し
、
又
、
小
さ
く
地
味
な
な
り
に
「
あ
ら
ん
隈
り
の
力
を
出
し
て
」
花
の

灯
を
と
も
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
教
え
、
花
の
王
に
な
っ
て
か
ら
も
「
こ
れ
ら
の

花
は
み
な
幸
福
で
し
た
。
そ
ん
な
に
尊
ば
れ
て
も
、
そ
の
美
し
さ
を
ほ
こ
る
こ
と

を
し
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
」
と
結
ん
で
い
る
。

　
こ
の
作
品
に
も
「
ま
な
づ
る
と
ダ
ァ
リ
ヤ
」
の
最
終
手
入
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
と

推
定
さ
れ
る
（
昭
和
五
年
、
一
九
三
〇
頃
。
注
⑧
参
照
）
赤
イ
ン
ク
の
手
入
れ
が

あ
る
が
、
そ
の
段
階
で
は
こ
の
教
訓
は
手
つ
か
ず
で
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
教
訓

に
出
て
く
る
「
げ
ん
の
し
ょ
う
こ
」
や
「
つ
め
く
さ
」
の
花
の
姿
は
「
ま
な
づ
る

と
ダ
ァ
リ
ヤ
」
に
お
い
て
賢
治
の
最
終
手
入
れ
（
昭
和
五
年
、
一
九
三
〇
）
に
よ

っ
て
加
え
ら
れ
た
”
沼
地
に
ひ
っ
そ
り
と
咲
く
「
白
い
ダ
ァ
リ
ヤ
」
〃
の
姿
に
よ

く
似
て
い
る
。
即
ち
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
当
時
、
賢
治
は
主
題
を
ほ
ぼ
同

じ
く
す
る
こ
れ
ら
二
つ
の
作
品
に
共
に
「
対
比
構
造
」
の
方
法
を
採
用
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
こ
の
教
訓
部
分
を
賢
治
が

書
き
改
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
説
教
臭
」
を
ぬ
ぐ
い
さ
る
こ
と
に
な
っ
た
一
方

で
、
　
「
対
比
構
造
」
を
さ
け
る
と
い
う
方
法
的
な
効
果
も
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
「
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
」
は
次
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。

　
城
あ
と
の
や
ぶ
で
、
熟
れ
た
「
め
く
ら
ぶ
だ
う
」
の
実
が
、
虹
に
あ
こ
が
れ
、

「
ど
う
か
私
の
う
や
ま
ひ
を
受
け
と
っ
て
下
さ
い
」
「
あ
な
た
が
、
も
し
、
も
っ

と
立
派
に
お
な
り
に
な
る
為
な
ら
、
私
な
ん
か
、
百
ぺ
ん
で
も
死
に
ま
す
」
と
訴

え
る
。
虹
は
「
う
や
ま
ひ
を
受
け
る
こ
と
は
、
あ
な
た
も
お
な
じ
で
す
」
と
言
っ

て
「
め
く
ら
ぶ
だ
う
」
の
考
え
の
非
を
さ
と
し
、
い
く
ら
美
し
く
栄
え
る
も
の
で

も
変
ら
な
い
も
の
は
な
い
の
で
あ
り
、
又
、
　
「
す
べ
て
の
お
と
ろ
へ
る
も
の
、
し

わ
む
も
の
、
さ
だ
め
な
い
も
の
、
は
か
な
い
も
の
」
も
「
も
し
も
、
ま
こ
と
の
ち

か
ら
が
、
こ
れ
ら
の
中
に
あ
ら
は
れ
る
と
き
」
は
「
み
な
か
ぎ
り
な
い
い
の
ち
で

す
」
と
教
え
る
。
「
ま
こ
と
の
瞳
で
も
の
を
見
る
人
」
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
世
に

面
直
の
高
い
も
の
と
価
値
の
低
い
も
の
と
の
区
別
は
な
い
。
一
見
そ
の
区
別
が
あ

る
よ
う
に
見
え
る
の
は
「
ま
こ
と
の
ち
か
ら
、
か
ぎ
ゲ
な
い
い
の
ち
か
ら
は
な
し

て
見
た
の
で
す
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
教
訓
」
は
こ
の
作
で
も
つ
い
に

「
め
く
ら
ぶ
だ
う
」
に
は
伝
わ
ら
ず
、
作
品
の
終
末
部
は
次
の
よ
う
な
表
現
で
結

ば
れ
て
い
る
。

　
「
空
は
銀
色
の
光
を
増
し
、
あ
ま
り
、
も
ず
が
や
か
ま
し
い
の
で
、
ひ
ぱ
り
も

　
仕
方
な
く
、
そ
の
空
へ
の
ぼ
っ
て
、
少
し
ば
か
り
調
子
は
づ
れ
の
歌
を
う
た
ひ

　
ま
し
た
。
」

　
こ
の
作
品
は
「
他
に
対
す
る
敬
愛
と
感
謝
」
の
こ
も
っ
た
行
動
を
と
る
と
い
う

場
合
に
起
り
や
す
い
「
自
已
卑
下
」
や
「
自
已
犠
牲
」
へ
の
逸
脱
の
問
題
を
扱
っ

た
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
品
も
、
の
ち
に
手
を
入
れ
ら

れ
て
「
マ
リ
ヴ
ロ
ン
と
少
女
」
に
改
作
さ
れ
、
主
人
公
も
歌
手
マ
リ
ヴ
ロ
ン
と
そ

れ
に
あ
こ
が
れ
る
少
女
ギ
ル
ダ
に
置
き
変
え
ら
れ
る
が
主
題
の
構
造
に
大
き
な
変

更
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
以
上
見
て
来
た
よ
う
に
「
蛙
の
ゴ
ム
靴
」
以
下
「
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
」
ま
で

の
諸
作
品
は
、
「
他
に
対
す
る
敬
愛
と
感
謝
」
を
持
っ
て
生
き
る
と
い
う
場
合
の

そ
の
生
き
方
の
内
実
の
追
求
と
し
て
、
そ
の
精
神
に
欠
け
て
い
る
も
の
の
み
じ
め
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さ
を
幾
つ
か
の
面
か
ら
描
い
て
来
た
作
品
群
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

細
か
な
問
題
を
端
折
っ
て
徳
目
的
な
言
葉
で
要
約
す
れ
ぱ
、
　
「
お
ご
り
」
　
「
そ
ね

み
」
　
「
自
已
卑
下
」
　
「
自
己
犠
牲
」
を
排
し
、
「
自
足
」
の
生
き
方
を
す
す
め
る

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
◎

2
　
「
お
き
な
ぐ
さ
」
そ
の
ほ
か

　
「
お
き
な
ぐ
さ
」
は
次
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。

　
「
お
き
な
ぐ
さ
」
は
別
名
「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
と
童
言
い
、
　
「
黒
朱
子
の
花
び

ら
」
「
青
じ
ろ
い
銀
び
ら
う
ど
の
刻
み
の
あ
る
葉
」
「
つ
や
つ
や
光
る
冠
毛
」
な

ど
の
あ
る
美
し
い
花
で
、
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
て
い
る
。
「
蟻
」
に
聞
く
と
「
蟻
」

は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

　
「
お
ま
へ
は
う
ず
の
し
ゅ
げ
は
す
き
か
い
、
き
ら
ひ
か
い
。
」
　
（
中
略
）

　
「
大
す
き
で
す
。
講
だ
っ
て
あ
の
人
を
き
ら
ひ
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

　
「
け
れ
ど
も
あ
の
花
は
ま
っ
黒
だ
よ
。
」

　
「
い
㌧
え
、
黒
く
見
え
る
と
き
も
そ
れ
は
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
ま
る
で
燃
え

　
あ
が
っ
て
ま
っ
赤
な
時
も
あ
り
ま
す
。
」
　
（
中
略
）
　
「
そ
し
て
あ
の
葉
や
茎
だ

　
っ
て
立
派
で
せ
う
。
や
わ
ら
か
な
銀
の
糸
が
檀
え
て
あ
る
や
う
で
せ
う
。
私
た

　
ち
の
伸
間
で
は
講
か
ゴ
病
気
に
か
か
っ
た
と
き
は
あ
の
糸
を
ほ
ん
の
す
こ
う
し

　
貰
っ
て
来
て
し
づ
か
に
か
ら
だ
を
さ
す
っ
て
や
り
ま
す
。
」

　
「
蟻
」
が
「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
の
「
糸
を
ほ
ん
の
す
こ
う
し
貰
っ
て
来
て
」
病

人
の
か
ら
だ
を
さ
す
る
と
い
う
描
写
に
「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」
で
見
ら

れ
た
「
蜂
」
の
お
こ
な
い
と
共
通
す
る
も
の
が
読
み
と
れ
る
。
つ
ま
り
「
蟻
」
と

「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
と
は
「
敬
愛
と
感
謝
」
で
結
ば
れ
て
い
る
親
和
的
な
関
係
に

あ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
時
な
ど
は
森
の
あ
き
地
で
「
鳥
を
引
き
裂
い
て
喰
べ
や
う

宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
中
）

と
し
て
ゐ
る
L
山
男
（
こ
れ
は
「
生
存
罪
」
行
為
の
体
現
者
で
あ
る
）
が
鳥
を
食

う
こ
と
を
忘
れ
て
「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
に
見
と
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
さ

て
そ
の
「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
が
、
や
が
て
花
の
時
期
を
終
え
て
綿
毛
に
な
り
、
風

に
飛
ば
さ
れ
て
散
っ
て
行
く
と
き
が
や
っ
て
来
た
。
「
ひ
ば
り
」
が
飛
ん
で
釆
て

「
ど
う
で
す
。
飛
ん
で
行
く
の
は
い
や
で
す
か
」
と
聞
く
。
す
る
と
「
う
ず
の
し

ゆ
げ
L
は
「
な
ん
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
僕
た
ち
の
仕
事
は
も
う
済
ん
だ
ん
で
す
」

（
傍
線
は
田
申
）
と
答
え
る
。
「
ひ
ば
り
」
が
さ
ら
に
「
恐
か
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と

聞
く
と
「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
は
「
い
㌧
え
、
飛
ん
だ
っ
て
ど
こ
へ
行
っ
た
っ
て
野

は
ら
は
お
日
さ
ん
の
ひ
か
り
で
一
杯
で
す
よ
」
と
答
え
る
。
「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」

は
先
に
見
た
「
赤
い
ダ
ァ
リ
ヤ
」
な
ど
と
は
違
っ
て
、
生
き
て
い
る
間
自
ら
の
生

に
充
ち
足
り
、
ま
わ
り
の
も
の
に
感
謝
し
、
ま
わ
り
の
も
の
か
ら
感
謝
さ
れ
、

愛
さ
れ
て
来
た
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
が
死
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
は
何
一
つ
恐
怖

感
を
抱
く
こ
と
な
く
、
自
ら
の
生
を
風
に
託
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
い
よ
い
よ
風
に
飛
ば
さ
れ
る
と
き
「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
た
ち
は
次
の
よ
う
に

言
う
。

　
「
あ
㌧
、
僕
ま
る
で
息
が
せ
い
せ
い
す
る
。
き
っ
と
今
度
の
風
だ
。
ひ
ば
り
さ

　
ん
、
さ
よ
な
ら
。
」

　
「
僕
も
、
ひ
ば
り
さ
ん
、
さ
よ
な
ら
。
」
（
中
略
）

　
「
さ
よ
な
ら
、
ひ
ば
り
さ
ん
、
さ
よ
な
ら
、
み
な
さ
ん
◎
お
日
さ
ん
、
あ
り
が

　
た
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」

　
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
死
の
姿
は
明
る
く
、
感
謝
の
念
に
充
た
さ
れ
て
い
る
。

「
生
存
罪
」
の
超
克
の
た
め
に
は
、
生
命
を
奪
わ
れ
る
も
の
の
側
か
ら
言
っ
て
、

死
に
対
す
る
恐
怖
や
苦
痛
が
な
く
な
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
賢
治
は
そ
の
理
想
的

な
実
現
形
を
こ
の
「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
の
姿
に
造
型
し
た
。
こ
の
よ
う
な
死
を
迎
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宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
中
）

え
る
た
め
に
は
、
生
前
、
自
ら
の
生
に
充
足
し
、
周
囲
に
敬
愛
と
感
謝
を
は
ら
い
、

周
囲
か
ら
敬
愛
と
感
謝
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
「
い
て
ふ
の
実
」
は
次
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。

　
丘
の
上
に
一
本
の
「
い
て
ふ
の
木
」
が
あ
っ
た
。
千
人
の
黄
金
色
の
子
供
が
い

っ
せ
い
に
旅
立
ち
の
日
を
迎
え
る
。
そ
れ
は
「
み
ん
な
も
前
か
ら
さ
う
思
っ
て

ゐ
」
た
日
で
あ
っ
て
、
「
い
て
ふ
の
実
」
た
ち
は
ま
る
で
修
学
旅
行
に
で
も
出
か

け
る
と
き
の
よ
う
に
は
し
ゃ
い
だ
気
分
で
に
ぎ
や
か
な
会
話
を
交
わ
し
て
い
る
。

不
安
や
、
去
り
難
い
感
情
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
た
と
え
ば
次

の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

　
「
僕
な
ん
か
落
ち
る
途
中
で
眼
が
ま
は
ら
な
い
だ
ら
う
か
。
」
（
中
略
）

　
「
ね
、
あ
た
し
ど
ん
な
所
へ
行
く
の
か
し
ら
。
」
一
人
の
い
て
ふ
の
女
の
子
が

　
空
を
見
あ
げ
て
眩
や
く
や
う
に
云
ひ
ま
し
た
。

　
「
あ
た
し
だ
っ
て
わ
か
ら
な
い
わ
、
ど
こ
へ
も
行
き
た
く
な
い
わ
ね
。
」
も
一

　
人
が
云
ひ
ま
し
た
。

　
「
あ
た
し
ど
ん
な
め
に
あ
っ
て
も
い
㌧
か
ら
お
母
さ
ん
所
に
居
た
い
わ
。
」

　
「
だ
っ
て
い
け
な
い
ん
で
す
っ
て
。
風
が
毎
日
さ
う
云
っ
た
わ
。
」

　
「
い
や
だ
わ
ね
。
」

　
「
そ
し
て
あ
た
し
た
ち
も
み
ん
な
ば
ら
ば
ら
に
わ
か
れ
て
し
ま
ふ
ん
で
せ
う
。
」

　
「
え
㌧
、
さ
う
よ
、
も
う
あ
た
し
な
ん
に
も
い
ら
な
い
わ
。
」

　
「
あ
た
し
も
よ
。
今
ま
で
い
ろ
い
ろ
わ
が
儘
ぱ
っ
か
し
云
っ
て
許
し
て
下
さ
い

　
ね
。
」

　
こ
の
表
現
か
ら
読
み
と
れ
る
も
の
は
決
し
て
恐
怖
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
し
い

旅
立
ち
へ
の
張
り
つ
め
た
緊
張
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
別
れ
る
も
の

（
母
）
へ
の
甘
え
と
、
そ
こ
か
ら
の
自
立
の
覚
悟
な
ど
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
気

分
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
水
筒
の
用
意
を
し
た
り
、
お
や
つ
の
準
備
を
し
た
り
、
靴

の
と
り
か
え
っ
こ
を
し
た
り
す
る
「
実
」
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
旅
立
ち
後
の
冒
険

を
夢
見
る
も
の
も
あ
り
、
そ
う
い
う
「
実
」
た
ち
は
「
嬉
し
い
な
あ
」
「
早
く
釆

る
と
い
㌧
な
」
と
い
っ
た
気
持
で
そ
の
瞬
間
を
待
っ
て
い
る
。
や
が
て
「
風
が

ゴ
ー
ツ
と
吹
い
て
来
」
て
、
子
供
ら
は
「
さ
よ
な
ら
、
お
っ
か
さ
ん
」
「
さ
よ
な

ら
、
お
っ
か
さ
ん
」
と
言
い
な
が
ら
「
み
ん
な
一
度
に
雨
の
や
う
に
枝
か
ら
飛
び

下
り
」
る
。

　
「
花
鳥
重
話
」
諸
作
品
の
中
で
は
、
水
面
に
落
ち
て
来
る
「
や
ま
な
し
」
や
、

風
に
飛
ば
さ
れ
る
「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
が
死
の
形
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
そ

の
「
連
作
」
の
中
に
置
い
て
見
れ
ぱ
こ
の
「
い
て
ふ
の
実
」
の
旅
立
ち
も
又
、
死

の
一
面
を
語
っ
て
い
る
も
の
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
死
は
又
、
こ
の

「
い
て
ふ
の
実
」
の
よ
う
に
完
全
に
イ
ノ
セ
ン
ト
な
る
も
の
の
眼
か
ら
見
れ
ぱ
恐

怖
や
嬢
悪
の
対
象
で
は
な
ぐ
て
新
し
い
「
生
」
へ
の
出
発
と
し
て
う
つ
る
も
の
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
万
物
を
流
転
の
相
で
な
が
め
、
一
つ
の
「
生
」
は
次
の
「
生
」

へ
転
生
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
一
つ
の
「
死
」
は
新
し
い
「
生
」
へ

の
出
発
と
し
て
見
え
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
ま
な
づ
る
と
ダ
ァ
リ
ヤ
」
の

初
期
稿
や
「
ひ
の
き
と
ひ
な
げ
し
」
の
初
期
稿
に
お
い
て
「
ま
な
づ
る
」
や
「
ひ

の
き
」
が
「
赤
い
ダ
ァ
リ
ヤ
」
や
「
ひ
な
げ
し
」
た
ち
に
力
を
込
め
て
説
い
て
い

た
の
は
そ
の
こ
ど
で
あ
っ
た
。
も
し
「
赤
い
ダ
ァ
リ
ヤ
」
や
「
ひ
な
げ
し
」
た
ち

が
あ
の
教
訓
を
受
け
入
れ
て
い
た
ら
、
彼
ら
に
も
又
「
死
」
は
ち
ょ
う
ど
こ
の

「
い
て
ふ
の
実
」
が
と
ら
え
た
よ
う
な
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
筈
で
あ
っ
た
。

　
作
品
「
い
て
ふ
の
実
」
で
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
こ
ど
は
、
終
末
部
が
次
の
よ

う
な
一
文
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
お
日
様
は
燃
え
る
宝
石
の
や
う
に
東
の
空
に
か
か
り
、
あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
か
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ゾ
や
き
を
悲
し
む
母
親
の
木
と
旅
に
出
た
子
供
ら
と
に
投
げ
て
お
や
り
な
さ
い

　
ま
し
た
。
L

　
子
供
を
旅
立
た
せ
て
あ
と
に
残
さ
れ
る
「
母
親
」
を
「
悲
し
む
」
存
在
と
し
て

と
ら
え
、
そ
れ
に
対
す
る
配
慮
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
が
こ
れ
ま

で
見
て
来
た
他
の
作
品
に
見
ら
れ
な
い
こ
の
作
品
の
特
徴
で
あ
っ
て
、
死
を
迎
え

る
当
人
の
問
題
の
他
に
、
残
さ
れ
た
も
の
の
問
題
に
も
賢
治
が
視
野
を
ひ
ろ
げ
て

考
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
節
で
と
り
あ
げ
る
「
畑
の
へ

り
」
の
終
末
部
に
、
　
「
さ
や
（
実
）
」
を
人
間
に
手
渡
し
た
「
た
う
も
ろ
こ
し
」

に
つ
い
て
、
　
「
大
変
さ
び
し
く
な
り
ま
し
た
」
と
描
写
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
が

そ
れ
も
同
じ
で
、
　
「
い
て
ふ
」
の
「
母
木
」
に
対
す
る
場
合
と
通
ず
る
も
の
を
読

み
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
「
朝
に
就
て
の
重
話
的
構
図
」
そ
の
ほ
か

　
以
上
、
「
蛙
の
ゴ
ム
靴
」
か
ら
「
い
て
ふ
の
実
」
に
至
る
諸
作
品
を
考
察
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
　
「
生
存
罪
」
超
克
の
前
提
に
あ
っ
た
二
つ
の
条
件
の
内
実
を
賢

治
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
来
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
釆
た
。
そ
れ
は
結
局

の
と
こ
ろ
生
き
も
の
と
生
き
も
の
と
の
関
係
の
あ
り
よ
う
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ

っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
節
で
扱
う
「
朝
に
就
て
の
童
話
的
構
図
（
蟻

と
き
の
こ
）
」
　
「
畑
の
へ
り
（
た
う
も
ろ
こ
し
）
」
　
「
黄
色
の
ト
マ
ト
」
の
三
作
品

は
、
賢
治
が
そ
の
問
題
を
よ
り
基
底
的
な
と
こ
ろ
で
考
え
よ
う
と
し
て
生
み
串
し

た
作
品
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
「
朝
に
就
て
の
重
話
的
構
図
」
は
次
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。

　
羊
歯
の
森
を
守
る
「
蟻
」
の
「
歩
哨
」
の
前
に
二
匹
の
子
供
の
「
蟻
」
が
あ
ら

わ
れ
、
家
と
も
山
と
も
つ
か
ぬ
得
体
の
知
れ
な
い
物
が
出
現
し
た
こ
と
を
知
ら
せ

　
　
　
　
宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
申
）

る
。
「
歩
哨
」
も
驚
い
て
、
子
供
の
「
蟻
」
を
伝
令
に
走
ら
せ
、
緊
張
し
て
剣
を

か
ま
え
る
。
や
が
て
そ
の
物
は
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
り
、
ゆ
れ
て
、
ひ
と
り
で
倒

れ
る
が
、
結
局
そ
れ
は
「
き
の
こ
」
と
い
う
も
の
だ
と
分
っ
て
笑
い
草
と
な
る
。

　
こ
の
作
品
は
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
三
月
、
詩
誌
「
天
才
人
」
に
発
表
さ
れ

た
。
賢
治
の
最
晩
年
の
こ
と
で
あ
り
、
書
き
た
め
ら
れ
た
作
品
は
他
に
も
多
く
あ

っ
た
の
に
、
そ
の
中
か
ら
特
に
こ
の
作
品
が
選
ば
れ
て
活
字
化
さ
れ
た
こ
と
に
注

目
し
た
い
。

　
こ
こ
に
登
場
す
る
二
匹
の
子
供
の
「
蟻
」
は
「
い
て
ふ
の
実
」
に
お
け
る
「
子

供
」
や
、
　
「
や
ま
な
し
」
に
お
け
る
「
子
蟹
」
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
は
処
女

作
「
双
子
の
星
」
に
お
け
る
二
人
の
重
子
の
よ
う
に
イ
ノ
セ
ン
ト
な
存
在
の
代
表

と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
突
然
出
現
し
た
「
物
」
に
対
す
る
反
応

が
、
「
子
蟻
」
の
場
合
と
「
歩
哨
」
の
場
合
と
で
全
く
相
違
す
る
。
　
「
子
蟻
」
は

家
か
、
山
か
…
…
と
好
奇
心
に
充
ち
た
反
応
を
示
す
の
だ
け
れ
ど
も
、
「
歩
哨
」

は
こ
の
「
物
」
に
対
し
て
敵
対
者
に
か
ま
え
る
姿
勢
で
反
応
す
る
。
同
じ
よ
う
な

反
応
は
「
畑
の
へ
り
」
の
蛙
に
も
見
ら
れ
る
。

　
「
畑
の
へ
り
」
は
次
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。

　
麻
が
刈
ら
れ
て
畑
の
へ
り
の
「
た
う
も
ろ
こ
し
」
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

は
じ
め
て
「
た
う
も
ろ
こ
し
」
を
見
た
「
蛙
」
が
驚
い
て
、
「
お
や
、
へ
ん
な
動

物
が
立
っ
て
ゐ
る
ぞ
。
か
ら
だ
は
瘡
せ
て
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ
ろ
だ
が
、
ち
ゃ
ん
と
列
を

組
ん
で
ゐ
る
。
こ
と
に
よ
る
と
こ
れ
は
カ
マ
ジ
ン
国
の
兵
隊
だ
ぞ
」
「
み
ん
な
二

ひ
き
か
三
び
き
ぐ
ら
ゐ
幽
霊
を
わ
き
に
か
か
え
て
る
。
そ
の
幽
霊
は
歯
が
七
十
枚

あ
る
ぞ
。
あ
の
幽
霊
に
か
ぢ
ら
れ
た
ら
、
も
う
と
て
も
た
ま
ら
ん
ぜ
。
か
あ
い
さ

う
に
、
麻
は
も
う
み
ん
な
食
は
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
言
う
。
つ
ま
り
こ
の
「
蛙
」

は
は
じ
め
て
見
た
対
象
を
「
食
う
　
　
食
わ
れ
る
」
の
体
系
の
中
に
は
め
込
ん
で



56

　
　
　
　
　
宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
晶
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
申
）

認
識
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
。
去
年
か
ら
「
た
う
も
ろ
こ
し
」

を
知
っ
て
い
る
「
蛙
」
が
い
て
、
　
「
た
う
も
ろ
こ
し
」
に
つ
い
て
「
そ
ん
な
に
人

が
悪
く
な
い
」
と
教
え
、
「
人
と
い
ふ
も
の
」
が
「
た
う
も
ろ
こ
し
」
を
と
る
場

面
を
解
説
つ
き
で
遠
め
が
ね
を
使
っ
て
先
の
「
蛙
」
に
見
せ
て
や
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
二
匹
の
「
蛙
」
た
ち
は
ま
だ
「
た
う
も
ろ
こ
し
」
と
の
間
に

「
食
う
（
と
る
）
　
　
食
わ
れ
る
（
と
ら
れ
る
）
」
の
関
係
を
現
実
に
結
ん
で
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
一
般
に
他
の
生
き
も
の
と
の
関
係
を
「
食
う
（
と
る
）

　
　
食
わ
れ
る
（
と
ら
れ
る
）
」
の
基
調
で
認
識
す
る
性
向
を
身
に
っ
け
て
い
る

存
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
性
向
に
従
っ
て
「
た
う
も
ろ
こ
し
」
を
魔
物
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
と
ら
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
の
と
ら
え
方
は
「
朝

に
就
て
の
童
話
的
構
図
」
に
お
け
る
「
歩
哨
」
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
　
「
蛙
」

が
「
人
」
に
つ
い
て
「
あ
い
つ
は
ほ
ん
た
う
に
こ
わ
い
も
ん
だ
」
と
い
う
評
価

を
下
す
の
は
、
　
「
蛙
」
が
「
人
」
と
の
間
に
「
と
る
　
　
と
ら
れ
る
」
の
関
係
を

現
実
に
結
ん
で
い
る
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
発
想
の
基
盤
と
し
て

「
人
」
が
「
た
う
も
ろ
こ
し
」
を
「
が
り
が
り
」
と
る
様
を
、
こ
わ
い
状
景
と
し

て
眺
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
の
「
た
う
も
ろ
こ
し
」
自
身
が
「
人
」
を
こ

わ
が
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
で
あ
る
。

　
「
た
う
も
ろ
こ
し
は
さ
や
を
な
く
し
て
大
変
さ
び
し
く
な
り
ま
し
た
が
や
っ
ぱ

　
り
穂
を
ひ
ら
ひ
ら
空
に
う
じ
か
し
て
ゐ
ま
し
た
。
」

と
い
う
終
末
文
か
ら
考
え
る
と
「
た
う
も
ろ
こ
し
」
と
「
人
」
と
の
間
に
は
「
貰

う
　
　
与
え
る
」
と
い
う
親
和
的
な
関
係
が
成
立
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
、
そ

れ
を
「
蛙
」
が
自
ら
の
性
向
に
従
っ
て
「
と
る
　
　
と
ら
れ
る
」
と
い
う
対
立
的

な
関
係
に
あ
る
も
の
と
見
誤
っ
た
と
解
釈
す
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に

こ
の
作
品
の
冒
頭
部
に
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
、

　
「
小
さ
な
虻
だ
の
べ
っ
甲
い
ろ
の
す
き
と
ほ
っ
た
羽
虫
だ
の
み
ん
な
か
は
る
が

　
は
る
来
て
挨
拶
し
て
行
く
の
で
し
た
。
」
　
（
傍
線
は
田
中
）

特
に
傍
線
部
は
「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」
に
お
け
る
「
蜂
」
の
描
写
に
見

ら
れ
た
表
現
と
同
じ
で
あ
る
◎
　
「
虻
」
や
「
羽
虫
」
と
「
た
う
も
ろ
こ
し
」
と
の

間
に
は
「
貰
う
　
　
与
え
る
」
の
親
和
的
な
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
読
み

と
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
作
品
の
初
期
草
稿
で
は
二
番
目
の
「
蛙
」
が
「
熊
蟻
」
に
な
っ

て
い
る
が
、
　
「
熊
蟻
」
は
「
蛙
」
の
驚
き
を
聞
い
て
、
　
「
そ
れ
は
幽
霊
で
も
何
で

も
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
た
う
も
ろ
こ
し
さ
ん
で
す
よ
」
と
教
え
、
「
あ
な
た
に
お
酒

を
一
杯
貰
っ
て
あ
げ
ま
せ
う
」
（
以
上
傍
線
は
田
中
）
と
「
蛙
」
を
「
た
う
も
ろ
こ

し
」
の
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
行
く
。
「
た
う
も
ろ
こ
し
」
は
幹
の
傷
口
か
ら
甘
い
酒

を
提
供
す
る
。
こ
の
初
期
草
稿
に
お
い
て
は
「
熊
蟻
」
は
、
部
分
的
に
悪
漢
風
に

描
写
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
十
分
統
一
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
て
い

な
い
け
れ
ど
も
、
右
の
傍
線
部
の
表
現
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
「
た
う
も
ろ
こ

し
」
と
の
間
に
ほ
ゾ
親
和
的
な
関
係
を
結
ん
で
い
る
も
の
生
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
「
蛙
」
は
「
た
う
も
ろ
こ
し
」
か
ら
、
「
あ
ら
い
や
だ
。
あ
ん
な
き
た
な
い
、

口
の
大
き
な
や
つ
が
私
ら
の
仲
間
だ
な
ん
て
」
と
嬢
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
た

う
も
ろ
こ
し
」
の
酒
を
呑
む
。
つ
ま
り
「
蛙
」
は
、
十
分
親
和
的
な
関
係
を
持
た

ぬ
ま
㌧
に
「
た
う
も
ろ
こ
し
」
か
ら
「
糧
」
を
得
る
の
で
あ
る
。
初
期
草
稿
に
も

「
人
」
が
登
場
し
、
「
た
う
も
ろ
こ
し
」
を
と
る
が
、
そ
の
状
景
を
「
蛙
」
が
ど

う
受
け
取
っ
た
か
に
つ
い
て
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
人
間
の
頭
に
十
六
本
の

手
が
あ
る
様
子
を
見
て
「
蛙
」
は
「
ど
う
も
こ
れ
は
す
て
き
な
も
ん
だ
」
と
、

そ
れ
を
賛
美
す
る
発
言
を
し
て
い
る
。
改
作
後
の
作
品
で
は
「
十
六
本
の
手
」
を

ぶ
き
み
な
も
の
と
し
て
受
け
取
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
考
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え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
作
品
の
初
期
草
稿
は
登
場
人
物
間
の
関
係
が
未
整
理
で
、

意
味
的
統
一
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
黄
色
の
ト
マ
ト
」
は
次
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。

　
町
の
博
物
館
に
い
る
剥
製
の
「
蜂
雀
」
が
「
私
」
に
ペ
ム
ペ
ル
と
ネ
リ
の
兄
妹

の
物
語
を
話
し
て
聞
か
せ
る
。
ペ
ム
ペ
ル
と
ネ
リ
と
は
ま
さ
に
イ
ノ
セ
ン
ト
の
典

型
で
、
二
人
が
栽
培
し
た
ト
マ
ト
に
黄
色
い
実
が
な
っ
た
の
を
、
二
人
は
黄
金
だ

と
信
じ
て
い
る
。
あ
る
日
美
し
い
音
楽
が
聞
こ
え
る
の
で
、
二
人
は
そ
れ
を
追
っ

て
遠
く
ま
で
行
き
、
見
せ
物
小
屋
の
天
幕
に
た
ど
り
着
く
。
人
々
が
見
せ
物
小
屋

へ
の
入
場
に
あ
た
っ
て
銀
か
黄
金
か
の
か
け
ら
を
渡
し
て
い
る
の
を
見
て
兄
の
ペ

ム
ペ
ル
は
急
い
で
家
へ
と
っ
て
か
え
し
、
あ
の
黄
金
の
ト
マ
ト
を
四
つ
と
っ
て
も

ど
り
、
そ
れ
で
天
幕
の
中
へ
入
ろ
う
と
す
る
。
番
人
は
、

　
「
何
だ
。
こ
の
餓
鬼
め
。
人
を
ば
か
に
し
や
が
る
な
。
ト
マ
ト
ニ
つ
で
、
こ
の

　
大
入
の
中
へ
汝
た
ち
を
押
し
込
ん
で
や
っ
て
た
ま
る
か
。
失
せ
や
が
れ
、
畜

　
生
。
」

と
言
っ
て
そ
の
ト
マ
ト
を
二
人
に
投
げ
っ
け
る
。
み
ん
な
は
ど
っ
と
笑
い
、
ペ
ム

ペ
ル
と
ネ
リ
は
家
へ
逃
げ
帰
っ
て
高
く
泣
い
た
。

　
「
峰
雀
」
が
言
う
よ
う
に
、
二
人
は
「
楽
し
く
く
ら
し
て
ゐ
た
ん
だ
か
ら
そ
れ

だ
け
な
ら
ば
よ
か
っ
た
ん
だ
」
が
、
イ
ノ
セ
ン
ト
の
世
界
を
出
て
俗
の
世
界
に
関

係
を
持
っ
た
た
め
に
、
そ
の
俗
の
世
界
か
ら
手
ひ
ど
い
仕
う
ち
を
し
か
け
ら
れ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
見
て
釆
た
「
朝
に
就
，
て
の
童
話
的
構
図
」
　
「
畑
の
へ
り
」
　
「
黄
色
の
ト
マ

ト
」
の
三
篇
は
、
生
き
も
の
が
、
そ
れ
ま
で
に
関
係
を
持
た
な
か
っ
た
他
の
生

き
も
の
と
あ
ら
た
に
関
係
を
持
ち
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
、
．
そ
れ
ま
で
に
身
に
つ

け
て
来
た
他
と
の
関
係
性
向
（
そ
れ
以
前
の
他
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
通
し
て

宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
重
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開

（
田
申
）

身
に
つ
い
た
も
の
）
や
価
直
観
が
そ
の
新
し
い
関
係
の
成
立
に
ど
の
よ
う
に
か
か

わ
る
か
と
い
う
問
題
を
、
特
に
「
生
存
罪
」
に
宿
命
づ
け
ら
れ
る
生
き
も
の
の
あ

り
方
を
考
え
る
立
ち
場
か
ら
追
求
し
て
行
っ
た
作
品
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

四
、
結

　
宮
澤
賢
治
に
は
処
女
作
「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」
以
来
、
そ
の
創
作
活
動
の

一
部
に
、
い
わ
ゆ
る
「
生
存
罪
」
超
克
の
あ
り
よ
う
を
求
め
て
書
き
重
ね
て
来
た

作
品
群
が
あ
っ
た
。
彼
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
は
こ
の
系
列
の
作
品
の
集
成
で

あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
追
求
の
方
向
が

浮
か
び
あ
が
っ
て
来
る
の
は
作
品
「
よ
だ
か
の
星
（
ぼ
と
し
ぎ
）
」
に
お
い
て
で

あ
っ
て
、
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
の
中
で
「
よ
だ
か
の
星
」
は
出
発
点
を

な
す
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
よ
だ
か
の
星
」
で
解
決
を
要
す
る
問
題
と

し
て
意
識
さ
れ
た
の
は
他
の
生
命
を
奪
う
こ
と
に
つ
い
て
の
罪
悪
感
と
、
自
ら
の

生
命
が
奪
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
恐
怖
感
と
の
二
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
便
宜

上
二
つ
に
分
け
て
記
述
さ
れ
る
け
れ
ど
も
本
来
は
一
つ
の
も
の
の
表
と
裏
と
い
っ

た
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
賢
治
が
作
品
の
中
に
描
き
出
し
た
解
決
策
は
、

生
命
を
奪
う
（
貰
う
）
も
の
の
側
か
ら
言
え
ば
、
対
象
に
対
す
る
敬
愛
と
感
謝
の

念
に
貫
か
れ
た
行
動
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
生
命
を
奪
わ
れ
る
（
与
え
る
）

も
の
の
側
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
生
を
十
分
に
充
実
さ
せ
充
ち
足
り
た
状
態
で
相
手

に
自
ら
の
生
を
手
渡
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
双
方
が
と
も
に
成
立
し
た

と
き
、
現
実
に
「
生
存
罪
」
の
超
克
は
可
能
に
な
る
。

　
賢
治
が
こ
の
問
題
を
主
と
し
て
生
命
を
奪
う
（
貰
う
）
も
の
の
側
に
た
っ
て
追
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宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開
（
田
中
）

求
し
た
作
品
に
「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」
　
（
及
び
そ
の
改
作
）
や
「
や
ま

な
し
」
が
あ
る
。
反
対
に
主
と
し
て
生
命
を
奪
わ
れ
る
も
の
の
側
に
た
っ
て
追
求

し
た
作
品
に
「
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
の
豚
」
が
あ
る
。
処
女
作
「
蜘
蛛
と
な
め
く

ぢ
と
狸
」
が
改
作
さ
れ
て
「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」
に
転
生
す
る
過
程
を

み
る
と
、
賢
治
は
そ
の
追
求
を
「
対
象
に
対
す
る
敬
意
と
感
謝
」
を
抱
か
ず
「
生

存
罪
」
の
行
為
に
ふ
け
る
生
き
も
の
と
、
「
生
存
罪
」
を
超
克
し
た
境
涯
に
あ
る

生
き
も
の
と
を
対
比
し
て
描
く
と
い
う
方
法
で
進
め
て
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
作
品
「
や
ま
な
し
」
で
も
そ
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う

な
「
対
比
構
造
」
が
作
品
世
界
の
統
一
性
と
い
う
点
で
安
易
さ
を
残
し
て
い
る
こ

と
は
否
定
で
き
ず
、
次
の
段
階
に
お
け
る
賢
治
の
方
法
上
の
課
題
は
、
そ
の
「
対

比
構
造
」
の
克
服
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
　
「
対
比
構
造
」
は
「
フ
ラ
ン
ド
ン
農

学
枚
の
豚
」
で
も
す
で
に
採
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
賢
治
が
真
に
そ
れ
を
克
服
し
、

自
立
し
た
作
品
世
界
と
し
て
「
生
存
罪
」
超
克
の
境
地
を
描
き
得
る
の
は
「
な
め

と
こ
山
の
熊
」
の
成
立
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
諸
作
品
は
、
　
「
食
う
（
殺
す
）
　
　
食
わ
れ
る
　
（
殺
さ
れ

る
）
」
と
い
っ
た
、
極
限
的
な
現
象
1
1
死
の
場
面
を
素
材
と
し
て
い
る
た
め
に
、

先
に
あ
げ
た
二
面
の
精
神
状
態
の
内
実
に
つ
い
て
は
い
き
お
い
外
面
的
な
把
握
に

と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
内
実
を
探
求
す
る
た
め
に
は
「
生
の
場
面
」
を

素
材
と
し
て
そ
れ
を
内
側
か
ら
描
く
方
法
を
と
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
他

に
対
す
る
敬
愛
と
感
謝
」
の
問
題
は
結
局
の
と
こ
ろ
生
き
も
の
と
生
き
も
の
と
の

関
係
の
あ
り
よ
う
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
様
々
な
面
か
ら
追
求
し
よ
う

と
し
て
書
か
れ
た
作
品
が
「
蛙
の
ゴ
ム
靴
」
　
「
ま
な
づ
る
と
ダ
ァ
リ
ヤ
」
　
「
ひ
の

き
と
ひ
な
げ
し
」
　
「
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
」
な
ど
の
諾
作
品
で
あ
っ
た
。
自
ら
の

生
を
充
実
さ
せ
て
恐
怖
な
く
平
静
に
死
を
迎
え
る
と
い
う
問
題
は
「
お
き
な
ぐ
さ
」

で
扱
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
「
死
」
は
あ
ら
た
な
る
「
生
」
に
転
生
す
る
門

串
と
同
じ
も
の
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
死
の
と
ら
え
方
が
描
か
れ
た
の
が
作
品

「
い
て
ふ
の
実
」
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
残
る
三
作
品
「
朝
に
就
て
の
童
話
的
構
図
（
蟻
と
き
の
こ
）
」
　
「
畑
の
へ

り
（
た
う
も
ろ
こ
し
）
」
　
「
黄
色
の
ト
マ
ト
」
は
、
生
き
も
の
と
生
き
も
の
と
の

関
係
の
あ
り
よ
う
を
よ
り
基
底
的
な
面
か
ら
考
察
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
問
題
は
、
生
き
も
の
が
、
そ
れ
ま

で
関
係
を
持
た
な
か
っ
た
他
の
生
き
も
の
と
あ
ら
た
に
関
係
を
持
ち
は
じ
め
る
に

際
し
て
、
そ
れ
ま
で
持
っ
て
い
た
他
と
の
関
係
の
持
ち
方
に
関
す
る
「
関
系
性
向
」

や
価
直
観
が
新
し
い
関
係
の
成
立
に
ど
う
か
か
わ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ

れ
は
本
質
的
な
人
間
観
の
問
題
と
し
て
さ
ら
に
奥
深
い
分
野
に
賢
治
を
い
ざ
な
う

性
質
の
問
題
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
賢
治
の
創
作
活
動
は
そ
の
入
口
を
切

り
開
い
た
段
階
で
途
切
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注
）1（）2（

こ
の
作
品
を
処
女
作
と
す
る
根
拠
は
宮
澤
清
六
（
一
九
六
九
）
の
次
の
追
憶
に
よ

る
。
「
こ
の
夏
（
大
正
七
年
。
一
九
一
八
、
田
中
注
）
に
、
私
は
兄
か
ら
童
話

「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」
と
「
隻
子
の
星
」
を
讃
ん
で
聞
か
せ
ら
れ
た
こ
と
を

そ
の
口
調
ま
で
は
っ
き
り
お
ぼ
え
て
い
る
。
鹿
女
作
の
童
語
を
、
ま
っ
さ
き
に
私

ど
も
家
族
に
讃
ん
で
き
か
せ
た
得
意
は
察
す
る
に
徐
り
あ
る
も
の
で
…
…
（
以
下

略
）
」

筆
者
（
一
九
七
七
）
は
「
表
現
が
一
定
の
意
味
的
統
一
体
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ

の
世
界
に
対
す
る
作
家
の
態
度
が
読
み
と
れ
た
と
き
、
人
は
そ
の
表
現
を
『
作

品
』
と
呼
ぷ
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」
は
、
意
味
的
統

一
体
で
は
あ
っ
て
も
作
家
の
態
度
が
読
み
と
れ
な
い
の
で
作
品
以
前
の
素
材
メ
モ

に
相
当
す
る
と
論
じ
た
が
、
天
澤
退
二
郎
（
一
九
七
九
・
a
）
は
「
『
作
品
』
と
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い
う
も
の
は
問
題
の
解
答
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
て
、
『
作
品
』
の
成
立
自
体

を
私
た
ち
に
さ
し
つ
け
る
の
だ
L
（
「
二
十
六
夜
」
解
説
）
と
い
う
立
場
か
ら
拙
論

を
「
極
論
」
と
評
し
て
い
る
◎
た
し
か
に
前
稿
で
筆
者
は
調
刺
的
な
文
体
の
意
義

を
過
小
評
価
し
て
い
た
の
で
「
作
品
以
前
」
と
す
る
解
釈
を
と
り
消
し
た
い
。

こ
こ
で
「
過
程
と
し
て
」
と
言
う
の
は
、
必
ず
し
も
現
実
の
作
品
執
筆
年
次
の
順

に
つ
い
て
言
う
の
で
は
な
く
、
主
題
の
展
開
の
間
題
と
し
て
言
う
の
で
あ
る
。
賢

治
の
作
品
の
場
合
、
成
立
年
次
を
確
定
で
き
る
場
合
が
少
い
と
い
う
理
由
に
よ
る

の
で
な
く
、
こ
こ
で
は
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
を
間
題
と
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

「
イ
ノ
セ
ン
ト
」
な
る
用
語
は
天
澤
退
二
郎
（
一
九
七
九
。
a
）
が
「
双
子
の

星
」
の
主
人
公
に
つ
い
て
用
い
て
い
る
。
い
ま
そ
の
用
語
を
拡
張
し
て
借
用
す
る
。

甲
菱
睦
朗
（
一
九
七
六
）
は
こ
の
部
分
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

「
〈
お
れ
た
ち
は
か
わ
は
な
い
ん
だ
か
ら
。
V
と
は
、
か
わ
せ
み
は
魚
を
と
る
が

く
お
れ
た
ち
V
蟹
に
は
害
を
与
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
面
の

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

現
象
で
あ
る
く
魚
1
か
わ
せ
み
V
に
お
け
る
く
被
害
者
－
加
害
者
V
の
関
係
か
ら

は
、
一
応
離
れ
た
所
に
お
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
◎
／
し
か
し
、
蟹
の
子
供

ら
の
恐
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
父
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
白
分
た
ち
を
襲
う
存
在
に

対
す
る
直
接
の
感
情
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
広
く
そ
う
い
う
生
き
物
同
志
が
殺
し

合
う
べ
き
世
界
に
対
す
る
恐
怖
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
す
る
と
、
父
の
言
葉
は
あ

ま
り
に
も
片
手
落
な
考
え
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
」
　
（
傍
点
は
原
文
、

傍
線
は
田
中
。
／
は
改
行
の
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
。
）
　
「
は
」
の
用
法
に
は
「
に

は
」
と
通
ず
る
面
も
あ
る
の
で
右
の
考
え
方
も
成
立
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

私
見
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
父
の
言
葉
」
を
「
片
手
落
」
と
見
な
い

解
釈
が
成
立
す
る
。

「
蜘
蛛
」
の
章
で
は
他
に
「
な
め
く
ぢ
」
や
「
狸
」
と
の
け
な
し
あ
い
や
自
慢
く

ら
べ
の
問
題
も
大
き
く
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
こ
の
章
が
や
や
散
漫
に
な

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
独
立
さ
せ
に
く
か
っ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

た
だ
こ
の
表
現
は
「
洞
態
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」
で
は
推
敲
に
よ
っ
て
抹
消
さ

れ
て
い
る
。

引
）8（

こ
の
記
入
は
赤
イ
ン
ク
で
な
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
赤
イ
ン
ク
に
よ
る
手
入
れ
は
他

に
「
蛙
の
ゴ
ム
靴
」
や
「
畑
の
へ
り
」
な
ど
に
も
見
ら
れ
、
天
澤
退
二
郎
（
一
九

八
○
・
a
）
は
こ
れ
ら
の
作
品
が
ほ
ぼ
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
ご
ろ
に
最
終
形

態
に
達
し
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
、

　
用
　
文
　
献

天
澤
退
二
郎
　
一
九
七
六
　
　
「
〈
読
み
書
き
V
の
夢
魔
を
求
め
て
」
1
1
「
《
宮
澤

　
　
賢
治
〉
論
」
（
筑
摩
書
房
刊
）
所
収
　
　
も
と
「
ユ
リ
イ
カ
」
（
思
潮
杜
刊
）
一
九

　
　
七
〇
年
八
月
号
、
一
九
七
一
年
一
、
二
月
号
及
び
「
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研

　
　
究
」
（
学
燈
杜
刊
）
一
九
七
〇
年
八
月
号
に
掲
載
の
も
の

天
澤
退
二
郎
　
一
九
七
九
。
a
　
「
新
修
宮
澤
賢
治
全
集
」
（
筑
摩
書
房
刊
）
第
八
巻
・

　
　
解
説

天
澤
退
二
郎

天
澤
退
二
郎

天
澤
退
二
郎

天
澤
退
二
郎

梅
原
　
猛

一
九
七
九
・
b

一
九
七
九
・
C

一
九
八
○
・
a

一
九
八
○
・
b

一
九
七
七

同
右
第
九
巻
・
解
説

同
右
　
第
十
一
巻
・
解
説

同
右
第
十
二
巻
・
解
説

同
右
　
第
十
三
巻
。
解
説

「
修
羅
の
世
界
を
超
え
て
」

（
「
文
芸
読
本
・
宮
澤
賢

　
　
治
L
河
出
書
房
新
杜
刊
）

甲
斐
睦
朗
　
　
一
九
七
六
　
　
　
「
教
材
研
究
の
方
法
と
し
て
の
文
章
論
（
上
）
－

　
　
作
品
「
や
ま
な
し
」
の
分
析
を
中
心
に
　
　
」
（
「
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
2
5

　
　
第
一
部
人
文
・
杜
会
科
学
編
」
愛
知
教
育
大
学
刊
）

境
　
忠
一
　
　
一
九
六
八
　
　
　
「
評
伝
。
宮
澤
賢
治
」
（
桜
楓
社
刊
）

田
中
螢
一
　
　
一
九
七
七
　
　
　
「
表
現
論
ノ
ー
ト
皿
　
作
品
と
作
品
以
前
　
　
宮
澤

　
　
賢
治
『
ず
る
い
な
め
く
じ
の
は
な
し
』
論
」
（
「
光
年
」
7
5
号
　
光
年
の
会
刊
）

宮
澤
清
六
　
　
一
九
六
九
　
　
　
「
兄
賢
治
の
生
涯
」
H
「
宮
澤
賢
治
研
究
■
」
　
（
筑

　
　
摩
書
房
刊
）
所
収

吉
本
隆
明
　
　
一
九
七
四
　
　
　
「
や
ま
な
し
」
1
1
「
吉
本
隆
明
全
著
作
集
」
1
5
（
勤

　
　
草
書
房
刊
）
所
収
　
　
執
筆
は
一
九
四
三
年
と
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
一
。
九
・
六
日
稿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
根
大
学
教
育
学
部
国
語
研
究
室
）

宮
澤
賢
治
の
「
花
鳥
童
話
」
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展
開

（
田
中
）

sokyu


