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は
じ
め
に

　

谷
川
俊
太
郎

）
1
（

作
、
沢
渡
朔
（
さ
わ
た
り
は
じ
め
）
写
真
の
絵
本
『
な
お
み
』
は
、
福
音
館
書
店
月
刊
予
約
絵
本
「
こ
ど
も
の
と
も
」

三
百
十
号
と
し
て
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）
一
月
に
刊
行
さ
れ
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
十
月
、
日
本
傑
作
絵
本
シ
リ
ー
ズ
と

し
て
福
音
館
書
店
か
ら
復
刊
を
果
た
し
た
。
「
わ
た
し
」
と
い
う
一
人
称
の
六
歳
の
少
女
が
な
お
み
と
い
う
名
の
日
本
人
形
と
寝
食
や
遊
び

を
共
に
し
、
な
お
み
と
の
別
れ
を
経
験
し
成
長
し
て
母
と
な
り
、
娘
に
な
お
み
を
譲
る
ま
で
が
描
か
れ
て
い
る
。
文
に
添
え
ら
れ
て
い
る

の
は
絵
画
で
は
な
く
、
実
際
の
少
女
と
高
さ
九
十
五
セ
ン
チ
の
人
形

）
2
（

を
モ
デ
ル
に
起
用
し
た
カ
ラ
ー
写
真
で
あ
る
。
無
生
物
で
あ
る
人
形

の
な
お
み
と
過
ご
し
た
幼
い
日
々
の
思
い
出
を
綴
っ
た
絵
本
の
よ
う
で
あ
る
が
、
終
盤
近
く
に
至
っ
て
人
形
で
あ
る
な
お
み
が
病
気
に
か

か
り
、
高
熱
を
出
し
た
末
に
死
亡
す
る
場
面
が
存
在
す
る
。
続
い
て
、
な
お
み
の
死
後
何
年
も
の
年
月
を
経
て
大
人
に
な
っ
た
と
思
わ
れ

女
子
大
國
お　
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る
「
わ
た
し
」
が
屋
根
裏
部
屋
で
「
む
か
し
の
ま
ま
」
の
姿
の
な
お
み
を
見
つ
け
、
「
わ
た
し
の　

む
す
め
」
の
そ
ば
に
な
お
み
を
寝
か
せ

た
と
い
う
記
述
で
終
わ
っ
て
い
る
（
谷
川
俊
太
郎
作
、
沢
渡
朔
写
真
『
な
お
み
』
、
昭
和
五
十
七
年
一
月
福
音
館
書
店
「
こ
ど
も
の
と
も
」

第
三
百
十
号
。
以
下
、
引
用
同
じ
）
。

　

本
書
は
幼
児
向
け
絵
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
読
ん
だ
幼
児
だ
け
で
な
く
一
緒
に
読
ん
だ
も
し
く
は
読
み
聞
か
せ
た
保
護
者
も
、
人
形
が

病
気
に
か
か
っ
て
死
亡
し
た
と
し
て
納
棺
さ
れ
て
い
る
場
面
、
死
ん
だ
と
い
う
人
形
が
後
年
「
む
か
し
の
ま
ま
」
の
姿
で
再
び
発
見
さ
れ

る
場
面
に
混
乱
を
覚
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
病
死
し
て
年
月
を
経
た
後
に
同
じ
姿
の
ま
ま
で
再
登
場
す
る
な
お
み
は
、

不
死
と
い
う
一
般
的
な
人
形
の
性
質
を
逸
脱
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
『
な
お
み
』
に
描
か
れ
て
い
る
人
形
の
死
と
再
生
と
い

う
矛
盾
し
た
事
象
と
、
玩
具
・
愛
玩
物
と
し
て
の
人
形
に
と
ど
ま
ら
な
い
な
お
み
の
性
質
を
考
え
る
。

　
　
　
　

一
、
二
種
類
の
時
間
軸

　
『
な
お
み
』
の
扉
に
記
さ
れ
た
タ
イ
ト
ル
下
部
に
は
九
時
二
十
七
分
を
指
し
た
古
め
か
し
い
デ
ザ
イ
ン
の
機
械
式
置
き
時
計
、
最
終
ペ
ー

ジ
に
は
一
時
三
十
六
分
を
指
し
た
近
代
的
な
デ
ザ
イ
ン
の
ク
オ
ー
ツ
式
置
き
時
計
、
始
ま
り
と
終
わ
り
に
異
な
る
二
種
の
置
き
時
計
の
写

真
が
掲
載
さ
れ
、
時
間
の
経
過
と
時
代
の
変
化
を
視
覚
的
に
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
本
書
初
刊
時
の
折
り
込
み
ふ
ろ
く
「
絵

本
の
た
の
し
み
」
に
は
、
「
作
者
か
ら
」
と
し
て
谷
川
の
言
葉
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
本
書
は
時
間
を
主
題
に
し
た
い
と

い
う
編
集
部
の
意
向
を
反
映
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
い
、
「
何
年
か
前
に
「
か
が
く
の
と
も
」
で
、
『
と
き
』
と
い
う
絵
本
を
、
太
田
大
八
さ

ん
と
ご
い
っ
し
ょ
に
作
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
時
間
を
太
古
か
ら
現
在
の
瞬
間
ま
で
、
い
わ
ば
一
本
の
線
の
よ
う
に
扱
っ
た
も
の
」

で
あ
っ
た
と
い
う
（
前
掲
『
な
お
み
』
折
り
込
み
ふ
ろ
く
掲
載
「
作
者
か
ら
」
。
以
下
、
引
用
同
じ
）
。
「
作
者
か
ら
」
で
は
、
「
そ
う
い
う

い
わ
ば
物
理
的
な
時
間
の
流
れ
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
人
間
が
、
い
つ
も
時
間
を
線
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
る
と
は
限
」
ら
ず
、
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個
々
の
人
間
が
身
を
置
い
て
い
る
時
の
流
れ
を
一
律
に
と
ら
え
て
説
明
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
た
こ
と
か
ら
、
人
形
と
生
身
の
少
女

と
い
う
「
ふ
た
つ
の
存
在
の
交
流
と
対
比
の
う
ち
に
、
時
間
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
考
え
、
作
成
し
た
の
が
『
な

お
み
』
で
あ
る
と
も
語
っ
て
い
る
。

　

谷
川
が
言
及
し
て
い
る
『
と
き
』
は
、
「
こ
ど
も
の
と
も
」
と
並
び
福
音
館
が
未
就
学
児
を
対
象
と
し
て
発
行
し
て
い
る
「
か
が
く
の
と

も
」
五
十
一
号
と
し
て
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
タ
イ
ト
ル
の
通
り
時
が
テ
ー
マ
で
あ
る
。
読
者
層

と
同
年
代
で
あ
る
未
就
学
児
と
推
測
さ
れ
る
「
わ
た
し
」
の
視
点
に
立
ち
、
宇
宙
誕
生
か
ら
「
わ
た
し
」
の
誕
生
、
昨
日
、
一
秒
前
か
ら

「
い
ま
」
に
至
る
ま
で
の
何
千
年
も
の
時
間
の
流
れ
を
、「
お
お
む
か
し
の　

そ
の
ま
た　

お
お
む
か
し
」
や
「
お
お
む
か
し
」、「
む
か
し　

む
か
し
」
と
い
う
言
葉
と
、
各
時
代
を
端
的
に
描
い
た
絵
画
で
表
現
し
て
い
る
（
谷
川
俊
太
郎
文
、
太
田
大
八
絵
『
と
き
』
、
昭
和
四
十
八

年
六
月
福
音
館
書
店
「
か
が
く
の
と
も
」
第
五
十
一
号
。
以
下
、
引
用
同
じ
）
。
「
お
お
む
か
し
の　

そ
の
ま
た　

お
お
む
か
し
」
や
「
む

か
し　

む
か
し
」
と
い
う
表
現
は
、
年
月
や
時
代
の
区
分
に
関
す
る
知
識
の
乏
し
い
幼
児
へ
の
わ
か
り
や
す
さ
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
他
方
、
幼
児
と
と
も
に
読
む
こ
と
を
想
定
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
保
護
者
な
ど
年
長
の
読
者
に
対
し
て
は
、
竪
穴
式
住
居
の
前
で

壺
を
囲
む
人
々
、
鰻
屋
、
蕎
麦
屋
の
前
を
行
き
交
う
駕
籠
揑
き
や
帯
刀
し
た
武
士
、
鉄
道
馬
車
の
横
を
歩
く
サ
ー
ベ
ル
を
提
げ
た
洋
装
の

巡
査
や
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
袴
の
男
性
と
い
っ
た
絵
を
通
じ
て
、
「
む
か
し　

む
か
し
」
や
「
む
か
し
」
と
い
う
単
純
な
言
葉
が
ど
の
時
代
を

表
し
て
い
る
の
か
お
よ
そ
の
見
当
を
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
『
と
き
』
で
の
「
む
か
し　

む
か
し　

そ
の
む
か
し
の　

そ
の
ま
た　

む
か
し
」
や
「
む
か
し　

む
か
し　

そ
の
む
か
し
」
と
い
う
言
葉

は
、
今
と
い
う
瞬
間
に
い
る
「
わ
た
し
」
を
基
準
と
し
た
表
現
で
あ
る
。
「
ね
む
っ
て
い
る
あ
い
だ
に
も　

と
き
は　

す
ぎ
て
ゆ
く
」
「
と

き
は　

け
っ
し
て　

あ
と
も
ど
り
し
な
い
／
だ
れ
も　

と
き
を　

と
め
る
こ
と
は　

で
き
な
い
」
と
時
が
常
に
過
ぎ
去
っ
て
い
る
こ
と
、

不
可
逆
性
を
持
つ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
先
の
時
間
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
未
来
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
具
体
的
な
年
月
は
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定
か
で
は
な
い
宇
宙
の
開
闢
を
「
い
つ
？
」
と
表
し
て
始
点
と
し
、
今
と
い
う
瞬
間
を
生
き
て
い
る
「
わ
た
し
」
を
終
点
と
す
る
「
い
ま
」

に
至
る
ま
で
の
時
間
軸
を
対
象
に
、
時
の
経
過
と
歴
史
の
変
遷
に
つ
い
て
の
概
念
を
説
明
し
て
い
る
の
が
『
と
き
』
で
あ
る
。

　
『
な
お
み
』
に
論
を
戻
す
と
、
「
な
お
み
は　

い
る
／
い
つ
も
／
わ
た
し
の　

う
ま
れ
る
／
ず
っ
と　

ま
え
か
ら
／
な
お
み
は　

い
た
／

わ
た
し
の
そ
ば
に
」
と
い
う
第
一
ペ
ー
ジ
目
に
よ
り
、
本
書
に
登
場
す
る
市
松
人
形
の
名
が
な
お
み
で
あ
る
こ
と
、
な
お
み
は
語
り
手
で

あ
る
「
わ
た
し
」
の
家
に
古
く
か
ら
あ
る
人
形
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
み
は
「
わ
た
し
」
が
誕
生
す
る
よ
り
ず
っ
と
昔
か

ら
こ
の
世
に
存
在
し
、
「
わ
た
し
」
が
知
覚
し
え
な
い
事
物
を
常
に
見
聞
き
し
て
い
る
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
同
『
な
お
み
』
）
。

「
な
お
み
の　

ふ
る
さ
と　

そ
れ
は
／
ふ
る
い　

お
し
ろ
の　

あ
る　

ま
ち
／
な
つ
の　

ゆ
う
ぐ
れ
／
ひ
ぐ
ら
し
の　

な
き
ご
え
が
／
ひ
び

く　

ま
ち
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
な
お
み
は
歴
史
の
あ
る
城
下
町
か
ら
や
っ
て
き
た
と
推
測
さ
れ
る
。
「
な
お
み　

な
お
み
／
わ
た
し
は　

む
っ
つ
／
な
お
み　

な
お
み
／
あ
な
た
は　

い
く
つ
？
」
と
い
う
場
面
か
ら
、
六
歳
の
「
わ
た
し
」
は
な
お
み
の
古
さ
、
人
間
で
い
う
と

こ
ろ
の
年
齢
を
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
み
が
棺
に
納
め
ら
れ
て
い
る
写
真
と
「
な
お
み
は
／
し
ん
だ
」
と
い
う
一
文
か

ら
「
わ
た
し
」
が
な
お
み
と
死
別
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
そ
の
後
何
年
も
過
ぎ
て
か
ら
成
長
し
た
「
わ
た
し
」
は
、
屋
根
裏
部
屋
で

「
む
か
し
の
ま
ま
の　

な
つ
か
し
い　

な
お
み
」
を
発
見
し
て
い
る
。
な
お
み
と
再
会
し
た
「
わ
た
し
」
が
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
で
あ
ろ
う

「
わ
た
し
の　

む
す
め
」
の
そ
ば
に
な
お
み
を
寝
か
せ
た
と
こ
ろ
で
、
本
書
は
終
わ
っ
て
い
る
。

　

な
お
み
と
「
わ
た
し
の　

む
す
め
」
の
そ
の
後
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
わ
た
し
」
の
生
ま
れ
る
ず
っ
と
前
か
ら
な
お
み
が
「
わ

た
し
」
の
そ
ば
に
い
た
よ
う
に
、
「
わ
た
し
の　

む
す
め
」
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
な
お
み
は
屋
根
裏
部
屋
に
い
て
「
わ
た
し
の　

む
す
め
」

と
出
会
う
時
が
来
る
の
を
待
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
娘
の
隣
に
な
お
み
を
寝
か
せ
る
と
い
う
「
わ
た
し
」
の
行
動
は
、
幼
い
「
わ
た
し
の　

む
す
め
」
も
、
過
去
の
「
わ
た
し
」
同
様
に
な
お
み
と
遊
ぶ
日
々
を
過
ご
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「
わ
た

し
」
の
こ
の
行
動
は
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
「
わ
た
し
」
も
幼
少
時
代
に
な
お
み
と
暮
ら
し
た
「
わ
た
し
」
の
母
親
の
手
に
よ
っ
て
な
お
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み
を
隣
に
寝
か
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
母
か
ら
娘
へ
の
な
お
み
の
継
承
が
「
わ
た
し
の　

う
ま
れ
る
／
ず
っ
と　

ま
え
か
ら
」
何

世
代
に
も
亘
っ
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
な
お
み
は
幾
人
も
の
少
女
と
の
死
別
と
再
生
を
何
度
も
経
験
し
て
き
た
で
あ
ろ

う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

人
形
で
あ
る
な
お
み
は
死
に
よ
っ
て
所
有
者
で
あ
る
「
わ
た
し
」
の
前
か
ら
姿
を
消
し
た
後
、
母
親
と
な
っ
た
元
所
有
者
の
前
に
昔
と

同
じ
姿
を
現
し
、
新
た
な
所
有
者
と
な
る
「
わ
た
し
の　

む
す
め
」
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
。
生
身
の
人
間
で
あ
る
少
女
は
、
誕
生
を
始

点
と
し
死
を
終
点
と
す
る
、
未
来
と
い
う
一
方
向
に
の
み
進
む
一
本
の
時
間
軸
上
を
生
き
る
が
、
人
形
で
あ
る
な
お
み
の
時
間
軸
は
死
に

よ
っ
て
終
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
み
は
少
女
の
誕
生
頃
に
現
れ
て
幼
少
時
代
の
時
間
軸
を
共
有
し
た
後
、
死
に
よ
っ
て
少
女
の

前
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
を
繰
り
返
す
。
人
間
と
時
間
軸
を
共
有
し
て
自
身
の
時
間
軸
を
形
成
す
る
の
が
、
な
お
み
な
の
で
あ
る
。
『
と
き
』

で
は
、
宇
宙
の
開
闢
か
ら
「
い
ま
」
の
「
わ
た
し
」
を
結
ぶ
一
本
の
時
間
軸
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
た
が
、
『
な
お
み
』
で
は
、
「
わ
た
し
」

を
基
準
と
す
る
一
本
の
時
間
軸
だ
け
が
こ
の
世
を
構
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
な
お
み
と
「
わ
た
し
」
の
交
流
を
通
じ
て
伝
え

て
い
る
。
過
去
や
未
来
に
も
他
の
人
々
を
基
準
と
す
る
時
間
軸
が
無
数
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
無
数
の
時
間
軸
が
合
わ
さ
っ
て
人
類

の
歴
史
と
い
う
一
本
の
時
間
軸
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
、
な
お
み
は
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

二
、
な
お
み
と
「
わ
た
し
」
の
対
比

　

死
と
は
不
可
逆
的
な
現
象
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
現
在
の
技
術
で
は
一
度
死
ん
だ
人
間
は
二
度
と
生
き
返
る
こ
と
は
な
い
。
本
書
で
は
、

人
形
で
あ
り
な
が
ら
死
亡
し
た
な
お
み
が
長
い
年
月
を
経
た
後
に
昔
と
変
わ
ら
ぬ
姿
で
再
び
登
場
す
る
と
い
う
、
一
般
常
識
に
反
し
た
事

象
が
描
か
れ
て
い
る
。
死
ぬ
人
形
と
い
う
矛
盾
に
死
か
ら
の
再
生
と
い
う
矛
盾
が
積
み
重
な
り
、
な
お
み
と
い
う
人
形
は
不
可
解
な
存
在

と
な
っ
て
い
る
。
元
々
生
き
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
死
ぬ
こ
と
も
な
い
は
ず
の
な
お
み
が
死
に
、
死
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
む
か
し
の
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ま
ま
」
の
姿
で
再
び
現
れ
る
と
い
う
矛
盾
に
満
ち
た
事
象
は
、
谷
川
俊
太
郎
が
前
掲
「
作
者
か
ら
」
で
述
べ
て
い
る
「
ふ
た
つ
の
存
在
の

交
流
と
対
比
」
、
生
き
て
い
な
い
人
形
と
生
身
の
人
間
の
交
流
と
対
比
に
よ
っ
て
説
明
可
能
で
あ
る
。

　

な
お
み
は
一
人
の
少
女
と
時
間
軸
の
共
有
を
開
始
す
る
時
に
再
生
し
、
共
有
を
終
え
る
時
に
死
を
迎
え
て
い
る
。
少
女
と
時
間
軸
を
共

有
し
て
い
る
な
お
み
は
、
ま
る
で
人
間
の
よ
う
に
共
に
遊
び
、
眠
っ
て
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。
だ
が
、
「
わ
た
し
」
と
「
な
に
も　

は
な

さ
」
ず
「
く
ち
を
き
か
」
ず
、「
わ
た
し
に
は
／
み
え
な
い　

と
お
く
」
を
見
、「
だ
れ
か
の　

あ
し
お
と
」
を
聞
き
、「
む
か
し
の
／
う
た
」

を
小
さ
な
声
で
歌
う
な
お
み
は
、
人
間
と
は
異
質
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
（
前
掲
同
『
な
お
み
』
）
。
人
間
に
は
見
聞
き
で
き
な

い
事
物
を
見
聞
で
き
る
こ
と
、
な
お
み
と
の
死
別
か
ら
何
年
も
経
過
し
、
成
長
し
て
母
親
と
な
っ
た
元
少
女
の
前
に
「
む
か
し
の
ま
ま
の

　

な
つ
か
し
い
」
姿
で
再
び
現
れ
て
い
る
こ
と
も
、
な
お
み
が
人
間
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
み
と
再
会
し

た
と
き
の
「
わ
た
し
」
は
、
与
え
ら
れ
た
人
形
で
無
邪
気
に
遊
ぶ
少
女
か
ら
幼
い
娘
に
人
形
を
与
え
る
母
親
へ
と
、
外
見
だ
け
で
な
く
年

齢
も
社
会
的
立
場
も
変
わ
っ
て
い
た
。
人
間
で
あ
る
「
わ
た
し
」
は
、
死
後
に
「
む
か
し
の
ま
ま
の　

な
つ
か
し
い
」
姿
で
生
き
返
る
こ

と
も
な
い
。
「
な
お
み
」
と
死
別
し
た
「
わ
た
し
」
は
、
「
あ
な
た
は　

ど
こ
へ　

い
っ
て
し
ま
っ
た
の
？
」
と
な
お
み
を
探
し
な
が
ら
も
、

「
わ
た
し
は　

こ
こ
に　

い
る
と
い
う
の
に
」
と
自
身
の
生
命
を
実
感
し
、「
そ
ら
に
は　

に
じ
が　

た
つ
」、「
は
る
に
な
る
と　

は
な
が　

さ
く
」
と
、
季
節
の
変
化
が
毎
年
確
実
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
（
前
掲
同
『
な
お
み
』
）
。
年
毎
に
必
ず
訪
れ
る
季

節
の
変
化
へ
の
言
及
は
、
な
お
み
と
の
死
別
以
降
も
「
わ
た
し
」
が
順
調
に
成
長
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

　

六
歳
の
「
わ
た
し
」
が
生
身
の
少
女
相
手
の
よ
う
に
な
お
み
と
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
人
形
は
人
間
の
よ
う
に
限
ら
れ
た
命
を

持
っ
て
い
な
い
、
日
々
成
長
し
て
い
く
わ
け
で
は
な
く
生
命
の
維
持
を
目
的
と
し
た
寝
食
を
必
要
と
も
し
な
い
と
い
う
人
間
と
人
形
の
差

異
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
中
、
「
わ
た
し
」
し
か
察
知
し
え
な
か
っ
た
な
お
み
の
病
気
と
死
は
、
「
わ

た
し
」
の
精
神
的
成
長
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
人
形
は
会
話
も
し
な
け
れ
ば
物
事
の
見
聞
も
し
な
い
こ
と
に
「
わ
た
し
」
が
気
付
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い
た
後
に
な
お
み
は
発
熱
し
て
病
気
に
な
り
、
「
わ
た
し
」
が
人
形
と
人
間
の
差
異
を
理
解
し
て
な
お
み
が
異
質
な
存
在
で
あ
る
と
明
確
に

認
識
す
る
と
き
、
な
お
み
は
死
ん
で
「
わ
た
し
」
の
前
か
ら
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
み
は
少
女
の
幼
少
時
代
を
象
徴
し
、
な
お
み

の
死
は
人
形
遊
び
か
ら
脱
却
す
る
幼
少
期
の
終
焉
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
い
な
く
な
っ
た
な
お
み
を
案
じ
る
一
方
で
「
わ
た
し
は　

こ

こ
に　

い
る
」
と
変
わ
ら
ぬ
自
己
の
存
在
を
主
張
す
る
少
女
の
姿
は
、
過
ぎ
去
っ
た
幼
少
期
へ
の
懐
古
と
日
々
成
長
し
て
ゆ
く
自
身
へ
の

若
干
の
戸
惑
い
が
同
居
す
る
多
感
な
時
期
の
心
境
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
幼
少
期
の
終
焉
を
迎
え
た
少
女
は
死
ん
だ
な
お
み
の
行
方
を
探

す
、
す
な
わ
ち
幼
少
期
の
日
々
を
振
り
返
り
懐
か
し
み
な
が
ら
常
に
流
れ
て
い
く
時
間
の
中
で
否
応
な
し
に
心
身
の
成
長
を
続
け
て
年
齢

を
重
ね
、
大
人
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

幼
少
期
を
脱
し
た
少
女
か
ら
幼
少
期
を
迎
え
る
少
女
へ
の
継
承
を
繰
り
返
し
、
な
お
み
は
少
女
の
幼
少
期
に
お
け
る
遊
び
相
手
と
い
う

役
目
を
保
ち
続
け
、
長
い
時
を
過
ご
し
て
い
る
。
個
々
の
人
間
は
歳
を
取
り
い
ず
れ
死
ん
で
こ
の
世
か
ら
い
な
く
な
る
が
、
人
形
の
な
お

み
は
時
間
の
経
過
に
伴
い
老
い
て
い
く
こ
と
が
な
く
、
少
女
が
な
お
み
を
遊
び
相
手
と
す
る
限
り
存
在
意
義
を
失
わ
な
い
。
一
人
の
少
女

と
の
時
間
軸
共
有
期
間
を
終
え
る
時
に
訪
れ
る
な
お
み
の
死
は
、
少
女
が
成
長
し
幼
少
期
を
脱
却
す
る
こ
と
を
示
す
現
象
で
あ
っ
て
な
お

み
と
い
う
人
形
の
存
在
が
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
時
を
経
て
母
親
と
な
っ
た
か
つ
て
の
少
女
の

前
に
昔
と
同
じ
姿
で
現
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
み
の
再
出
現
は
、
新
た
な
少
女
へ
と
な
お
み
が
継
承
さ
れ
少
女
と
の
時
間
軸
共
有
が

開
始
さ
れ
る
時
に
起
き
る
。
一
人
一
人
の
人
間
が
生
き
る
時
間
は
短
く
と
も
、
生
命
の
継
承
を
連
綿
と
繰
り
返
し
人
類
の
歴
史
が
構
築
さ

れ
て
き
た
こ
と
を
、
「
わ
た
し
の　

む
す
め
」
の
隣
に
寝
か
さ
れ
た
な
お
み
は
語
っ
て
い
る
。

　

人
間
の
場
合
、
各
年
齢
の
平
均
的
な
発
育
に
照
ら
し
お
お
よ
そ
の
年
齢
識
別
が
可
能
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
以
上
身
体
的
な
成
長
や
経

年
に
よ
る
外
見
の
変
化
は
避
け
ら
れ
ず
加
齢
に
応
じ
て
身
体
は
変
貌
し
、
十
年
後
、
二
十
年
後
の
「
わ
た
し
」
の
外
見
が
六
歳
の
時
の
「
わ

た
し
」
と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。
対
す
る
な
お
み
は
、
人
形
で
あ
る
か
ら
成
長
、
加
齢
に
よ
る
外
見
の
変
化
が
生
じ
な
い
。
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作
ら
れ
た
当
初
と
同
じ
少
女
の
姿
を
保
ち
続
け
る
の
で
あ
る
。
現
在
は
同
年
代
に
見
え
る
「
わ
た
し
」
と
な
お
み
だ
が
、
「
わ
た
し
」
は
成

長
し
て
大
人
に
な
り
、
や
が
て
老
人
と
な
っ
て
い
ず
れ
死
を
迎
え
る
。
な
お
み
が
経
て
き
た
の
と
同
じ
く
ら
い
の
年
月
を
「
わ
た
し
」
が

生
き
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
だ
ろ
う
が
、
「
な
お
み
」
は
「
わ
た
し
」
の
死
後
も
、
肉
体
的
老
化
を
せ
ず
こ
の
世
に
存
在
し
続
け
る
だ
ろ

う
こ
と
が
予
測
で
き
る
。

　
「
わ
た
し
」
は
誕
生
の
瞬
間
を
見
届
け
て
い
た
人
々
に
生
年
月
日
を
教
え
ら
れ
て
自
分
の
人
生
の
始
点
を
知
り
、
経
年
に
伴
う
加
齢
や
身

体
的
成
長
、
社
会
的
立
場
の
変
化
を
通
じ
て
、
人
生
の
時
間
軸
上
を
確
実
に
移
動
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
で
き
る
。
な
お
み
は
と
い
え
ば
、

時
間
軸
の
始
点
を
見
届
け
た
人
間
は
す
で
に
他
界
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
ほ
ど
長
い
間
、
何
人
も
の
少
女
と
時
間
軸
共
有
を
繰
り
返
し
て
い

る
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
。
な
お
み
の
時
間
軸
の
始
点
は
「
わ
た
し
の　

う
ま
れ
る
／
ず
っ
と　

ま
え
」
（
前
掲
同
『
な
お
み
』
）
と
不
明

確
で
あ
る
。
所
有
者
の
少
女
が
変
遷
し
て
も
な
お
み
の
存
在
意
義
は
変
わ
ら
ず
、
加
齢
に
よ
る
容
姿
の
変
化
や
社
会
的
立
場
の
変
化
も
な

い
。

　

寿
命
を
持
ち
、
人
生
と
い
う
時
間
軸
の
始
点
と
終
点
が
大
ま
か
な
が
ら
も
予
想
可
能
な
「
わ
た
し
」
と
、
寿
命
を
持
た
ず
に
死
と
再
生

を
繰
り
返
し
、
い
つ
こ
の
世
に
現
れ
い
つ
こ
の
世
か
ら
い
な
く
な
る
の
か
予
想
も
つ
か
な
い
な
お
み
。
日
夜
成
長
し
心
身
の
変
化
を
遂
げ

て
い
る
「
わ
た
し
」
と
、
「
わ
た
し
」
の
一
生
程
度
の
期
間
で
は
人
間
の
よ
う
な
成
長
、
加
齢
に
よ
る
外
見
の
変
化
を
見
せ
な
い
な
お
み
。

こ
れ
ら
の
点
で
、
同
年
代
に
見
え
る
二
者
は
対
照
的
で
あ
る
。

　
　
　
　

三
、
な
お
み
の
名
と
衣
裳

　
「
ふ
る
い　

お
し
ろ
の　

あ
る　

ま
ち
」
（
前
掲
同
『
な
お
み
』
）
が
故
郷
で
あ
る
と
さ
れ
、
地
味
な
黒
の
振
袖
を
ま
と
い
古
い
日
本
人
形

と
し
て
の
外
見
を
呈
す
る
な
お
み
だ
が
、
「
な
お
み
」
と
い
う
名
は
日
本
で
比
較
的
近
年
に
な
っ
て
人
気
を
博
し
た
名
で
あ
る
。
日
本
人
女
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性
名
と
し
て
現
代
で
は
定
着
し
て
い
る
感
が
あ
る
が
、
日
本
人
名
と
し
て
よ
り
も
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
女
性
名
と
し
て
伝
統
を

持
ち
、
旧
約
聖
書
ル
ツ
記
に
登
場
す
る
女
性
に
ち
な
む
も
の
で
あ
る

）
3
（

。
現
在
も
そ
れ
ら
の
宗
教
圏
に
お
い
て
、
ナ
オ
ミ
と
い
う
名
を
名
乗

る
女
性
は
珍
し
く
な
い
。

　

旧
約
聖
書
由
来
の
ナ
オ
ミ
と
い
う
名
が
日
本
で
人
口
に
膾
炙
す
る
に
至
っ
た
機
縁
の
一
つ
に
、
谷
崎
潤
一
郎
に
よ
る
長
編
小
説
「
痴
人

の
愛
」
の
連
載
開
始
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
三
月
二
十
日
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
同

作
第
一
回
で
は
、
主
人
公
の
河
合
譲
治
が
ナ
オ
ミ
と
い
う
少
女
と
の
出
会
い
を
語
っ
て
い
る
。
周
囲
の
人
々
か
ら
「
直
ち
や
ん
」
と
呼
ば

れ
、
「N

A
O

M
I

と
書
く
と
ま
る
で
西
洋
人
の
や
う
」
な
奈
緒
美
と
い
う
本
名
を
持
つ
少
女
と
出
会
い
、
そ
の
変
わ
っ
た
名
が
ま
ず
気
を
惹

い
た
の
だ
と
い
う

）
4
（

。
連
載
第
五
回
に
も
、
「
第
一
お
前
の
名
前
か
ら
し
て
変
つ
て
ゐ
る
も
の
。
ナ
オ
ミ
な
ん
て
ハ
イ
カ
ラ
な
名
前
を
、
全
体

誰
が
つ
け
た
ん
だ
ね
」
（
谷
崎
潤
一
郎
「
痴
人
の
愛
」
第
五
回
、
大
正
十
三
年
三
月
二
十
四
日
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
）
と
い
う
譲
治
の
台
詞

が
あ
る
。
少
な
く
と
も
大
正
十
三
年
の
日
本
に
お
い
て
、
ナ
オ
ミ
と
い
う
名
は
西
洋
風
の
新
奇
な
名
と
い
う
印
象
を
与
え
た
こ
と
が
見
て

取
れ
る
。

　

明
治
安
田
生
命
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
発
表
し
て
い
る
「
名
前
ラ
ン
キ
ン
グ　

生
ま
れ
年
別
ベ
ス
ト
１
０
」
を
参
照
す
る
と
、
「
痴
人
の

愛
」
連
載
が
始
ま
っ
た
大
正
十
三
年
は
「
幸
子
」
が
最
も
人
気
の
女
子
名
と
な
っ
て
お
り
、
二
位
は
「
文
子
」
、
三
位
は
「
千
代
子
」
、
以

下
ベ
ス
ト
一
〇
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し
た
名
に
は
全
て
「
子
」
が
つ
い
て
い
る
。
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
ま
で
ベ
ス
ト
一
〇
を
「
子
」

の
つ
く
名
ば
か
り
が
占
め
る
状
態
が
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ナ
オ
ミ
と
い
う
名
を
ハ
イ
カ
ラ
で
変
わ
っ
て
い
る
と
評
し
た
「
痴
人
の

愛
」
で
の
譲
治
の
言
は
一
般
的
な
感
覚
に
近
い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
前
述
の
ラ
ン
ク
表
を
さ
ら
に
参
照
し
て
い
く
と
、
昭
和
三
十
二

年
（
一
九
五
七
）
に
は
、
ラ
ン
ク
表
が
公
開
さ
れ
て
い
る
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
以
降
初
め
て
「
子
」
の
つ
か
な
い
三
音
の
女
子

名
「
明
美
」
が
九
位
に
入
り
、
以
降
「
子
」
の
つ
か
な
い
三
音
の
名
前
が
ベ
ス
ト
一
〇
に
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

）
5
（

。
「
直
美
」
と
い
う
女
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子
名
は
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
、
一
〇
位
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し

）
6
（

、
昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）
に
は
六
位
、
昭
和
四
十
三
年

（
一
九
六
八
）
か
ら
同
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
に
か
け
て
は
一
位
と
な
っ
て
お
り
、
昭
和
四
十
年
前
後
に
特
に
人
気
の
あ
っ
た
名
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る

）
7
（

。

　
『
な
お
み
』
の
刊
行
年
が
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）
で
あ
る
こ
と
を
再
考
す
る
と
、
西
洋
風
の
新
奇
な
名
と
い
う
印
象
を
脱
却
し
た

「
な
お
み
」
と
い
う
名
が
日
本
人
女
子
名
と
し
て
人
気
を
博
し
て
定
着
し
、
な
お
み
と
い
う
名
の
日
本
人
女
性
が
珍
し
く
な
く
な
っ
た
頃
に

刊
行
さ
れ
た
絵
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
旧
約
聖
書
由
来
の
名
で
あ
り
な
が
ら
作
品
発
表
の
少
し
前
に
日
本
で
流
行
し
た
名
を
古
め
か
し

い
姿
の
日
本
人
形
に
与
え
た
こ
と
に
よ
り
、
な
お
み
人
形
に
は
外
見
に
反
し
て
西
洋
風
か
つ
現
代
的
な
イ
メ
ー
ジ
も
付
与
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
な
お
み
の
時
間
軸
の
始
点
は
い
つ
の
時
代
で
あ
る
の
か
一
層
把
握
し
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

よ
く
似
た
お
か
っ
ぱ
頭
を
し
外
見
上
の
年
齢
も
近
い
よ
う
に
見
え
る
な
お
み
と
「
わ
た
し
」
だ
が
、
「
わ
た
し
」
は
簡
素
な
ワ
ン
ピ
ー
ス

や
デ
ニ
ム
の
オ
ー
バ
ー
オ
ー
ル
な
ど
、
現
代
風
の
活
動
的
な
洋
服
を
着
用
し
て
い
る
。
室
内
で
部
屋
の
奥
を
見
つ
め
る
な
お
み
の
向
こ
う

で
、
虫
捕
り
網
を
持
ち
裸
足
で
芝
生
の
上
を
走
る
活
発
な
姿
を
見
せ
て
い
る
場
面
も
あ
る
。
一
方
、
な
お
み
の
衣
裳
は
ど
の
場
面
で
も
同

じ
黒
い
振
袖
を
着
用
し
て
静
か
に
座
っ
た
り
、
立
っ
た
り
し
て
い
る
。
な
お
み
が
着
用
し
て
い
る
の
は
、
幼
い
少
女
の
外
見
に
似
つ
か
わ

し
く
な
い
、
年
配
の
女
性
が
身
に
着
け
る
衣
裳
の
よ
う
な
地
味
な
色
柄
の
振
袖
で
あ
る
。

　

谷
崎
潤
一
郎
は
「
陰
翳
礼
讃
」
第
二
回
（
『
経
済
往
来
』
昭
和
九
年
〈
一
九
三
四
〉
一
月
号
）
に
お
い
て
、
過
去
の
日
本
人
の
服
装
に
つ

い
て
「
衣
裳
な
ど
も
、
男
の
方
が
現
代
に
比
べ
て
派
手
な
割
合
に
、
女
の
方
は
そ
れ
程
で
は
な
い
。
旧
幕
時
代
の
町
家
の
娘
や
女
房
の
も

の
な
ど
は
驚
く
程
地
味
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
の
幼
少
期
に
あ
た
る
明
治
時
代
中
期
の
記
憶
を
掘
り
起
こ
し
て
も
、
女
性
の
外
出

着
は
地
味
な
色
、
模
様
で
あ
っ
た
と
い
う

）
8
（

。
黒
地
に
大
人
び
た
地
味
な
文
様
の
、
下
半
身
に
の
み
柄
付
け
が
さ
れ
た
な
お
み
の
振
袖
は
、

谷
崎
が
「
陰
翳
礼
讃
」
で
述
べ
て
い
る
旧
幕
時
代
や
明
治
時
代
の
女
性
の
よ
う
な
、
前
時
代
的
な
趣
味
と
い
え
る
。
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な
お
み
人
形
を
作
成
し
た
加
藤
子
久
美
子
は
、
な
お
み
の
衣
裳
に
使
用
し
た
正
絹
の
布
は
「
母
の
友
人
か
ら
い
た
だ
い
た
留
袖
」
（
注

（
2
）
掲
「
な
お
み
の
こ
と
」
。
以
下
、
引
用
同
じ
。
）
を
再
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

）
9
（

。
「
な
お
み
の
こ
と
」
で
は
、
「
谷
川
さ

ん
の
詩
を
初
め
て
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
、
す
ぐ
、
着
物
は
こ
れ
し
か
な
い
と
い
う
気
が
し
」
た
も
の
の
、
「
人
形
ら
し
い
か
わ
い
さ

の
全
く
な
い
柄
」
で
あ
る
た
め
、
作
者
の
谷
川
俊
太
郎
と
写
真
を
手
掛
け
る
沢
渡
朔
に
見
せ
、
納
得
を
得
た
と
い
う
逸
話
も
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
な
お
み
が
着
用
し
て
い
た
衣
裳
は
、
既
婚
女
性
用
の
地
味
で
古
い
黒
留
袖
を
人
形
用
の
振
袖
に
リ
メ
イ
ク
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
『
な
お
み
』
作
者
の
谷
川
俊
太
郎
と
ほ
ぼ
同
世
代
で
あ
る
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
生
ま
れ
の
宮
尾
登
美
子
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
「
鈴

木
松
年

）
10
（

さ
ん
の
葬
式
の
写
真
を
こ
の
ほ
ど
見
せ
て
頂
く
機
会
が
あ
り
、
京
都
南
禅
寺
で
行
わ
れ
た
そ
の
立
派
な
告
別
式
で
は
、
親
戚
ご
一

統
、
女
性
は
み
ん
な
喪
服
で
は
な
く
江
戸
褄
だ
っ
た
」
（
宮
尾
登
美
子
「
花
の
き
も
の
（
三
）　

く
す
玉
」
、
『
マ
ダ
ム
』
昭
和
五
十
七
年

〈
一
九
八
二
〉
十
二
月
号
）
と
、
現
在
で
は
慶
事
に
の
み
用
い
る
こ
と
が
常
識
と
さ
れ
て
い
る
黒
留
袖
を
弔
事
に
用
い
て
い
た
大
正
中
期
の

事
例
を
記
し
て
い
る
。
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
頃
、
当
時
五
、六
歳
の
宮
尾
が
故
郷
の
土
佐
で
着
て
い
た
黒
地
の
振
袖
に
つ
い
て
も
、「
次

兄
の
婚
礼
と
長
兄
の
葬
式
」
（
前
掲
「
花
の
き
も
の
（
三
）　

く
す
玉
」
）
で
着
用
し
て
い
る
写
真
が
残
っ
て
い
る
と
い
い

）
11
（

、
少
な
く
と
も
昭

和
初
期
頃
ま
で
は
、
少
女
の
黒
地
の
振
袖
は
慶
弔
を
問
わ
ず
着
用
で
き
る
礼
装
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か

る
。
な
お
み
の
黒
い
振
袖
も
ま
た
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
頃
ま
で
は
既
婚
女
性
の
黒
留
袖
に
準
じ
て
慶
弔
両
用
が
許
容
さ
れ
て
い
た
少

女
用
の
礼
装
と
い
え
る
。
古
い
布
を
再
利
用
し
た
過
去
の
時
代
の
礼
装
と
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
少
女
用
の
夏
の
普
段
着
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
着

衣
に
も
、
「
な
お
み
」
と
「
わ
た
し
」
の
対
照
性
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。

　

絵
画
で
は
な
く
実
際
の
建
物
や
屋
外
で
撮
影
さ
れ
た
少
女
と
な
お
み
の
写
真
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
視
覚
的
な
現
実
性
を
帯
び
て
二

者
の
対
照
性
を
読
者
に
強
く
訴
え
る
効
果
を
挙
げ
て
い
る
本
作
だ
が
、
加
齢
に
よ
る
外
見
の
変
化
も
時
代
や
年
齢
の
変
遷
に
伴
っ
た
適
切
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な
衣
服
の
変
化
も
経
験
し
な
い
な
お
み
は
、
時
代
と
年
齢
に
則
し
た
服
装
で
暮
ら
す
昭
和
生
ま
れ
の
「
わ
た
し
」
と
鮮
や
か
な
対
比
を
な

し
、
人
間
と
は
似
て
非
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
な
お
み
の
前
時
代
的
で
地
味
な
衣
裳
、
古
め
か
し
い
外
見
に
反
し
た

西
洋
風
の
名
前
は
、
な
お
み
が
「
わ
た
し
の　

う
ま
れ
る
／
ず
っ
と　

ま
え
か
ら
」
（
前
掲
同
『
な
お
み
』
）
存
在
し
、
少
な
く
と
も
「
わ

た
し
」
に
と
っ
て
年
齢
不
詳
で
あ
る
こ
と
を
一
層
強
調
し
て
い
る
。

　
　
　
　

四
、
な
お
み
の
神
仙
的
性
質

　

加
藤
子
久
美
子
は
、
な
お
み
の
衣
裳
の
模
様
を
「
海
の
中
の
岩
ば
か
り
の
よ
う
な
島
に
は
松
が
生
い
茂
り
、
中
国
風
の
反
り
を
も
っ
た

屋
根
の
、
桜
と
い
う
感
じ
の
家
は
、
赤
の
縫
い
と
り
」
で
、
「
そ
の
は
る
か
向
こ
う
に
、
頂
が
金
色
に
煙
っ
た
よ
う
な
高
い
不
思
議
な
山
々

が
、
雲
の
間
か
ら
か
す
ん
だ
よ
う
に
見
え
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
（
注
（
2
）
掲
「
な
お
み
の
こ
と
」
）
。
加
藤
子
が
こ
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
な
お
み
の
衣
裳
の
文
様
は
、
蓬
莱
仙
境
図
の
意
匠
で
あ
ろ
う

）
12
（

。
蓬
莱
は
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
第
十
二
巻
（
平
成

十
三
年
〈
二
〇
〇
一
〉
十
二
月
小
学
館
）
で
は
、
「
中
国
の
神
仙
思
想
で
説
か
れ
る
仙
境
の
一
つ
で
、
方
丈
、
瀛
州
（
え
い
し
ゅ
う
）
と
と

も
に
三
神
山
の
一
つ
。
渤
海
湾
に
面
し
た
山
東
半
島
の
は
る
か
東
方
の
海
中
に
あ
り
、
不
老
不
死
の
仙
人
が
住
む
と
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
。

蓬
莱
山
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
加
藤
子
が
こ
れ
ら
の
知
識
を
ど
れ
だ
け
踏
ま
え
て
な
お
み
の
衣
裳
を
作
成
し
た
か
を
判
断
す
る
材
料
に

は
欠
け
る
が
、
蓬
莱
山
の
図
は
鶴
亀
や
日
の
出
、
富
士
、
七
福
神
と
並
ん
で
縁
起
の
良
い
場
で
飾
ら
れ
る
絵
画
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た

こ
と
か
ら
、
常
識
的
知
識
と
し
て
あ
る
程
度
備
え
て
い
た
も
の
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
『
竹
取
物
語
』
で
は
、
求
婚
に
来
た
貴
公
子
に
か
ぐ
や
姫
が
「
東
の
海
に
蓬
莱
と
い
ふ
山
あ
る
な
り
」
と
前
置
き
を
し
て
難
題
を
出
し
て

お
り
、
か
ぐ
や
姫
を
妻
に
望
む
車
持
皇
子
は
、
「
海
の
上
に
た
ゞ
よ
へ
る
山
、
い
と
大
き
に
て
あ
り
。
そ
の
山
の
さ
ま
、
高
く
う
る
は
し
」

と
偽
の
蓬
莱
山
発
見
談
を
語
っ
て
い
る

）
13
（

。
車
持
皇
子
は
「
天
人
の
装
ひ
し
た
る
女
」
が
現
れ
た
と
も
語
っ
て
い
る
が
、
「
天
人
の
装
ひ
し
た
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る
女
」
と
は
、
女
仙

）
14
（

と
も
呼
ば
れ
る
女
性
仙
人
を
想
定
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
経
年
に
伴
う
外
見
の
老
化
が
な
く
、
死
に
よ
っ
て

こ
の
世
か
ら
い
な
く
な
る
こ
と
の
な
い
な
お
み
は
、
仙
人

）
15
（

に
等
し
い
不
老
不
死
の
性
質
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
な
お
み
の

振
袖
に
描
か
れ
た
蓬
莱
仙
境
図
は
、
着
用
者
で
あ
る
な
お
み
の
神
仙
的
性
質
を
象
徴
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
な
お
み
が
締
め
て
い
る
帯
の
正
面
に
は
二
対
の
向
か
い
鶴
が
織
り
出
さ
れ
て
い
る

）
16
（

。
『
御
伽
草
子
』
の
一
篇
で
あ
る
「
浦
島
太
郎
」

に
は
、
竜
宮
か
ら
戻
っ
た
浦
島
太
郎
が
「
鶴
に
な
り
、
蓬
莱
の
山
に
あ
ひ
を
な
す
」
と
あ
り
、
鶴
は
「
甲
に
三
せ
き
の
い
わ
ゐ
を
そ
な
へ
、

万
代
を
経
」
た
亀
と
蓬
莱
山
に
お
い
て
「
夫
婦
の
明
神
と
な
」
っ
て
物
語
が
終
わ
っ
て
い
る

）
17
（

。
亀
が
浦
島
太
郎
に
与
え
た
玉
手
箱
の
中
に

は
彼
の
年
齢
が
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が

）
18
（

、
玉
手
箱
を
開
け
た
浦
島
太
郎
は
箱
か
ら
立
ち
上
っ
た
煙
に
よ
っ
て
鶴
と

な
り
、
蓬
莱
山
で
亀
姫
と
共
に
永
遠
の
命
を
保
つ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
浦
島
太
郎
が
鶴
に
な
り
蓬
莱
へ
飛
び
去
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
浅
見
徹
は
「
鶴
が
神
仙
の
乗
物
で
あ
り
、
蓬
莱
の
島
が
亀
の
背
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
か
ら
、
鶴
や
亀
が
蓬
莱
に
結
び

付
く
機
縁
は
、
昔
か
ら
存
在
し
た
の
で
あ
る
」
と
前
置
き
を
し
た
上
で
、
「
蓬
莱
の
島
に
、
不
老
長
寿
の
象
徴
と
し
て
の
鶴
と
亀
が
付
き
も

の
に
な
る
の
は
、
ず
っ
と
後
世
の
、
や
は
り
中
世
頃
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
御
伽
草
子
で
は
、
老
衰
死
し
た
浦
島
を
の
ち

に
鶴
と
し
て
転
生
さ
せ
、
亀
と
長
生
の
喜
び
を
共
に
さ
せ
る
結
末
を
作
り
上
げ
て
い
る
」
と
、
蓬
莱
と
鶴
亀
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
し
て

い
る
（
浅
見
徹
『
改
稿　

玉
手
箱
と
打
出
の
小
槌
』
平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
十
月
和
泉
書
院
。
以
下
、
引
用
同
じ
）
。

　

な
お
み
の
帯
に
織
ら
れ
て
い
る
鶴
は
亀
と
並
ぶ
長
寿
の
象
徴
と
し
て
知
ら
れ
、
不
老
不
死
の
世
界
で
あ
る
蓬
莱
と
縁
が
深
い
と
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
上
、
「
わ
た
し
」
と
な
お
み
が
肩
を
並
べ
て
腰
か
け
て
い
る
岩
と
彼
女
た
ち
が
眺
め
て
い
る
雨
に
曇
っ
た
灰
色
の
海
は
、
彼
女

の
振
袖
に
描
か
れ
た
、
霞
ん
だ
海
上
に
そ
び
え
る
灰
色
の
蓬
莱
山
を
連
想
さ
せ
る
。
「
わ
た
し
」
の
隣
に
座
っ
て
は
い
て
も
人
間
で
あ
る

「
わ
た
し
」
と
人
形
で
あ
る
な
お
み
の
間
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
り
、
な
お
み
は
不
老
不
死
の
神
仙
世
界
の
住
人
で
あ
る
こ
と
を
、
な
お
み

の
振
袖
の
蓬
莱
仙
境
図
と
帯
に
織
ら
れ
た
鶴
は
示
唆
し
て
い
る
。
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所
有
者
で
あ
る
少
女
が
成
長
し
て
母
親
と
な
り
、
容
姿
や
年
齢
、
世
間
の
流
行
、
季
節
の
変
化
に
応
じ
て
服
装
を
変
化
さ
せ
て
ゆ
く
一

方
、
な
お
み
は
「
ふ
る
い　

お
し
ろ
の　

あ
る　

ま
ち
」
（
前
掲
同
『
な
お
み
』
）
で
生
ま
れ
て
以
降
加
齢
に
よ
る
容
姿
の
変
化
を
迎
え
ず
、

流
行
や
時
代
の
変
遷
に
応
じ
て
服
装
を
変
え
る
こ
と
も
な
い
。
旧
約
聖
書
由
来
で
あ
り
な
が
ら
『
な
お
み
』
発
行
年
の
昭
和
五
十
七
年

（
一
九
八
二
）
に
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
名
、
年
配
女
性
用
の
古
い
地
味
な
留
袖
を
再
利
用
し
少
女
に
ふ
さ
わ
し
く

赤
い
帯
揚
げ
や
比
翼
衿
で
華
や
か
さ
を
添
え
た
振
袖
、
振
袖
に
描
か
れ
た
中
国
由
来
の
蓬
莱
仙
境
図
と
い
う
特
定
の
国
や
時
代
に
偏
ら
な

い
な
お
み
の
構
成
要
素
は
、
な
お
み
が
特
定
の
時
代
や
場
所
に
の
み
帰
属
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　

女
仙
に
等
し
い
不
老
不
死
の
性
質
を
持
っ
て
描
か
れ
て
い
る
な
お
み
に
対
し
、
な
お
み
と
別
れ
た
「
わ
た
し
」
は
、
な
お
み
の
不
在
を

嘆
き
は
す
る
も
の
の
、
空
の
虹
や
春
の
花
を
愛
で
年
月
を
重
ね
て
成
長
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
書
で
は
人
間
の
短

い
生
涯
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
死
に
向
か
い
な
が
ら
年
月
を
重
ね
て
生
き
て
い
く
こ
と
は
、
虹
や
花

と
い
っ
た
遭
遇
の
機
会
が
限
定
さ
れ
た
美
し
い
も
の
を
目
に
す
る
可
能
性
を
よ
り
多
く
得
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
前
掲
『
改
稿　

玉

手
箱
と
打
出
の
小
槌
』
で
は
、
神
と
人
間
と
の
婚
姻
譚
に
お
い
て
必
ず
別
れ
が
生
じ
る
理
由
を
、
「
人
間
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
神
の
伴
侶
に

選
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
ば
ら
し
い
幸
運
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
神
の
婿
、
神
の
嫁
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
神
と
同
格
に
な

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
（
中
略
）
所
詮
は
、
神
と
人
で
あ
る
。
い
つ
か
、
二
人
は
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
人
が
相
手
を

自
分
と
は
異
質
な
存
在
、
神
だ
と
悟
っ
て
し
ま
っ
た
時
で
あ
っ
た
」
と
解
説
し
て
い
る
。
『
な
お
み
』
は
神
と
人
と
の
婚
姻
を
描
い
た
作
品

で
は
な
い
が
、
「
わ
た
し
」
と
な
お
み
の
別
れ
も
人
間
で
あ
る
「
わ
た
し
」
が
な
お
み
と
の
異
質
性
に
気
付
い
た
時
に
訪
れ
て
い
る
。
神
仙

と
し
て
の
性
質
を
持
つ
な
お
み
と
生
身
の
人
間
で
あ
る
六
歳
の
「
わ
た
し
」
が
親
密
な
日
々
を
送
る
も
の
の
相
互
の
異
質
さ
に
気
付
い
た

と
き
別
れ
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
展
開
、
永
遠
の
命
を
持
ち
な
が
ら
豊
か
な
感
情
を
持
た
な
い
人
形
と
有
限
の
命
で
あ
り
な
が
ら
豊
か
な

感
情
を
備
え
た
人
間
と
い
う
対
比
は
、
浅
見
徹
が
「
浦
島
太
郎
」
や
「
一
寸
法
師
」
を
例
に
挙
げ
て
説
い
て
い
る
神
婚
譚
の
類
型
構
造
に
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一
致
し
て
い
る
。
神
婚
譚
の
構
造
を
踏
ま
え
て
神
仙
的
性
質
を
持
つ
人
形
の
な
お
み
と
人
間
で
あ
る
「
わ
た
し
」
の
交
流
と
別
れ
を
描
き
、

個
々
の
人
間
の
誕
生
、
成
長
、
死
を
繰
り
返
し
な
が
ら
人
類
が
生
命
を
継
承
し
て
き
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
が
『
な
お
み
』
で
あ
る
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

世
代
交
代
を
繰
り
返
し
て
生
命
の
継
承
を
続
け
て
い
る
人
間
に
対
し
、
無
限
の
生
命
を
持
ち
人
間
の
世
代
交
代
を
見
守
り
続
け
る
な
お

み
は
、
不
老
不
死
の
神
仙
と
も
い
え
る
存
在
で
あ
る
。
な
お
み
の
服
装
も
容
貌
も
少
女
の
遊
び
相
手
と
い
う
存
在
意
義
も
、
時
代
の
変
遷

や
年
月
の
経
過
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
元
来
西
洋
風
で
は
あ
っ
た
が
昭
和
の
日
本
で
人
気
を
博
し
浸
透
し
た
な
お
み
と
い
う
女
子

名
、
中
国
の
神
仙
思
想
に
基
づ
い
た
世
界
を
描
い
た
蓬
莱
仙
境
図
の
振
袖
、
蓬
莱
と
縁
の
深
い
鶴
の
織
ら
れ
た
帯
は
、
あ
ら
ゆ
る
少
女
の

前
に
出
現
し
得
る
な
お
み
の
普
遍
性
を
視
覚
的
に
表
し
て
い
る
。

　

な
お
み
を
所
有
す
る
少
女
は
幼
少
期
の
ご
く
短
期
間
し
か
な
お
み
を
遊
び
相
手
に
せ
ず
、
幼
少
期
を
終
え
る
頃
に
人
形
と
人
間
の
差
異

に
気
付
き
、
な
お
み
の
死
に
よ
っ
て
人
形
と
の
別
れ
を
迎
え
る
。
相
手
と
自
分
と
の
異
質
性
の
認
識
と
い
う
な
お
み
と
少
女
の
別
れ
の
契

機
は
、
神
婚
譚
に
多
く
見
ら
れ
る
破
鏡
の
契
機
と
同
一
で
あ
る
。
少
女
の
心
身
は
常
に
変
化
し
続
け
て
成
長
し
い
つ
か
死
ぬ
の
に
対
し
、

な
お
み
は
老
化
さ
え
し
な
い
。
不
老
不
死
で
あ
る
な
お
み
は
、
ど
の
時
代
の
少
女
の
前
に
も
同
一
の
姿
の
ま
ま
で
出
現
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
成
長
し
母
親
と
な
っ
た
「
わ
た
し
」
が
昔
の
ま
ま
の
な
お
み
と
再
会
し
幼
い
娘
に
な
お
み
を
譲
る
場
面
に
、
不
老
不
死
と
い
う
な
お

み
の
神
仙
的
性
質
が
最
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
短
い
命
を
持
つ
人
間
と
不
老
不
死
で
あ
る
人
形
の
対
照
性
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

脈
々
と
生
命
の
継
承
を
繰
り
返
す
人
類
の
生
命
活
動
を
印
象
深
い
も
の
に
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
死
と
再
生
を
繰
り
返
し
人
間
と
時
間
軸
を
共
有
し
一
人
の
人
間
の
何
倍
に
も
相
当
す
る
時
間
を
生
き
る
人
外
と
い
う
、
『
な

お
み
』
と
よ
く
似
た
モ
チ
ー
フ
を
扱
っ
た
絵
本
に
、
佐
野
洋
子
に
よ
る
『
１
０
０
万
回
生
き
た
猫
』
（
昭
和
五
十
二
年
〈
一
九
七
七
〉
十
月
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講
談
社
）
が
あ
る
。
『
１
０
０
万
回
生
き
た
猫
』
で
は
死
と
再
生
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
が
猫
で
あ
り
、
文
章
に
添
え
ら
れ
て
い
る
の
が
淡

い
タ
ッ
チ
の
絵
で
あ
る
せ
い
か
、
日
本
人
形
の
写
真
を
用
い
た
『
な
お
み
』
よ
り
も
親
し
み
や
す
い
と
み
ら
れ
、
現
在
で
も
高
い
知
名
度

を
誇
る
人
気
の
絵
本
で
あ
る
。
佐
野
は
昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
に
谷
川
俊
太
郎
と
の
共
著
を
出
版
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
か

ら
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）
ま
で
は
婚
姻
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
『
１
０
０
万
回
生
き
た
猫
』
刊
行
と
近
接
し
た
時
期
に

類
似
の
着
想
の
『
な
お
み
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
佐
野
洋
子
と
の
交
流
に
お
い
て
谷
川
が
啓
発
さ
れ
『
な
お
み
』
の
着
想
を
得
た
た
め

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
機
を
改
め
て
追
究
し
た
い
。

注（
1
） 

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
、
哲
学
者
谷
川
徹
三
の
長
男
と
し
て
東
京
で
生
ま
れ
た
。
詩
集
『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』
（
昭
和
二
十
七
年
〈
一
九
五
二
〉

六
月
創
元
社
）
を
は
じ
め
と
す
る
詩
集
や
絵
本
の
他
、
多
数
の
翻
訳
も
手
掛
け
て
い
る
。

（
2
）
な
お
み
人
形
を
製
作
し
た
加
藤
子
久
美
子
（
か
と
う
じ
く
み
こ
）
は
『
な
お
み
』
折
り
込
み
ふ
ろ
く
「
絵
本
の
た
の
し
み
」
掲
載
の
「
な
お
み
の
こ

と
」
で
、
「
身
長
は
九
五
セ
ン
チ
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
3
）
旧
約
聖
書
ル
ツ
記
に
登
場
す
る
女
性
で
、
ダ
ビ
デ
王
の
祖
父
に
あ
た
る
人
物
を
生
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
ル
ツ
の
姑
が
ナ
オ
ミ
で
あ
る
。
旧
約
新
約
聖

書
大
事
典
編
集
委
員
会
編
『
旧
約
新
約
聖
書
大
事
典
』
（
平
成
元
年
〈
一
九
八
九
〉
六
月
教
文
館
）
に
よ
れ
ば
、
ナ
オ
ミ
と
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
「
愛
ら

し
い
者
」
、
「
私
の
愛
ら
し
い
者
」
な
ど
の
意
だ
と
い
う
。

（
4
）
「
「
奈
緒
美
」
と
云
ふ
名
前
が
、
大
変
私
の
好
奇
心
に
投
じ
ま
し
た
。
「
奈
緒
美
」
は
素
敵
だ
、N

A
O

M
I

と
書
く
と
ま
る
で
西
洋
人
の
や
う
だ
、
と
、

さ
う
思
つ
た
の
が
始
ま
り
で
、
そ
れ
か
ら
次
第
に
彼
女
に
注
意
し
出
し
た
の
で
す
。
不
思
議
な
も
の
で
名
前
が
ハ
イ
カ
ラ
だ
と
、
顔
だ
ち
な
ど
も
何

処
か
西
洋
人
臭
く
、
さ
う
し
て
大
さ
う
悧
巧
に
見
え
」
た
と
あ
り
、
「
実
際
ナ
オ
ミ
の
顔
だ
ち
は
、
（
中
略
）
確
か
に
西
洋
人
じ
み
て
ゐ
ま
し
た
」
と
、
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ナ
オ
ミ
は
名
前
も
容
姿
も
西
洋
人
風
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
谷
崎
潤
一
郎
「
痴
人
の
愛
」
第
一
回
、
大
正
十
三
年
〈
一
九
二
四
〉
三

月
二
十
日
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
）
。

（
5
）h

ttp://w
w

w
.m

eijiyasu
da.co.jp/en

joy/ran
kin

g/year_m
en

/girl.h
tm

l

参
照
。
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）
年
一
月
十
二
日
閲
覧
。
閲
覧
日
時
点

で
、
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
か
ら
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
ま
で
の
男
女
別
人
気
の
名
前
ベ
ス
ト
十
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
明
治
四
十
五
年

か
ら
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
に
つ
い
て
は
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
時
点
の
、
平
成
元
年
以
降
は
そ
の
年
の
加
入
者
を
対
象
に
毎
年
の
調
査

を
行
っ
た
と
い
う
注
記
が
あ
る
。
デ
ー
タ
の
あ
る
明
治
四
十
五
・
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
か
ら
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
ま
で
は
ベ
ス
ト
十
に
ハ

ル
、
ハ
ナ
、
キ
ヨ
、
ヨ
シ
な
ど
子
の
つ
か
な
い
二
音
の
女
子
名
が
散
見
さ
れ
る
が
、
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
以
降
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）

ま
で
は
子
の
つ
く
三
音
の
女
子
名
の
み
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る
。

（
6
）
「
直
美
」
が
最
初
に
ラ
ン
ク
イ
ン
す
る
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
の
前
年
で
あ
る
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
、
お
よ
び
昭
和
四
十
一
年

（
一
九
六
六
）
、
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
以
降
は
注
（
五
）
で
閲
覧
で
き
る
ベ
ス
ト
一
〇
の
ラ
ン
キ
ン
グ
表
に
は
載
っ
て
お
ら
ず
、
十
一
位
以

下
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

（
7
）
紀
田
順
一
郎
『
名
前
の
日
本
史
』
（
平
成
十
四
年
〈
二
〇
〇
二
〉
九
月
文
春
新
書
）
で
は
、
「
女
子
の
名
前
か
ら
「
子
」
が
な
く
な
っ
て
い
く
過
程
が
、

高
度
成
長
期
以
後
の
大
き
な
変
化
と
い
え
よ
う
。
三
十
年
代
（
論
者
注
・
昭
和
三
十
年
代
の
こ
と
）
に
入
っ
て
か
ら
、
明
美
、
真
由
美
、
由
美
、
ゆ

か
り
、
直
美
と
い
っ
た
名
前
が
相
次
い
で
ベ
ス
ト
テ
ン
に
入
り
（
下
略
）
」
と
、
高
度
成
長
期
以
降
の
日
本
で
「
子
」
の
つ
か
な
い
女
子
名
が
増
加
し

て
い
っ
た
中
、
人
気
の
あ
っ
た
名
の
一
つ
が
「
直
美
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
谷
崎
潤
一
郎
の
幼
少
時
代
、
明
治
二
十
年
代
（
一
八
八
七
～
一
八
九
六
）
の
母
親
や
伯
母
の
服
装
の
記
憶
と
し
て
、
本
文
掲
「
陰
翳
礼
讃
」
第
二
回

に
は
「
不
断
着
は
覚
え
て
ゐ
な
い
が
、
余
所
行
き
の
時
は
鼠
地
の
細
か
い
小
紋
を
し
ば
〳
〵
着
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
『
な
お
み
』
折
り
込
み
ふ
ろ
く
で
は
、
加
藤
子
久
美
子
は
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
生
ま
れ
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
母
親
の
世
代
で
あ
れ
ば
お
お

よ
そ
明
治
後
期
頃
の
生
ま
れ
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
み
の
衣
裳
に
使
わ
れ
た
黒
留
袖
が
結
婚
の
際
に
持
参
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
仮
定
す

る
と
、
遅
く
と
も
昭
和
初
期
前
後
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
品
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
10
）
女
性
日
本
画
家
上
村
松
園
（
明
治
八
年
〈
一
八
七
五
〉
～
昭
和
二
十
四
年
〈
一
九
四
九
〉
）
の
最
初
の
師
匠
で
、
江
戸
時
代
末
期
の
京
都
に
生
ま
れ
大

正
七
年
（
一
九
一
八
）
に
没
し
て
い
る
。

（
11
）
本
文
掲
「
花
の
き
も
の
（
三
）　

く
す
玉
」
で
、
「
黒
い
も
の
な
ら
少
々
模
様
が
つ
い
て
い
て
も
よ
ろ
し
い
と
い
う
感
覚
」
か
ら
、
弔
事
に
も
模
様
の

あ
る
振
袖
を
着
せ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

（
12
）
中
国
や
日
本
に
伝
わ
る
蓬
莱
仙
境
図
に
は
、
海
の
そ
ば
の
高
い
崖
、
崖
の
上
に
あ
る
中
国
風
建
物
と
松
、
山
に
か
か
る
雲
霞
が
描
か
れ
る
こ
と
が
多

い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
横
山
大
観
の
「
蓬
莱
山
」
に
も
、
こ
れ
ら
の
事
物
が
余
さ
ず
描
か
れ
て
い
る
。

（
13
）
阪
倉
篤
義
、
大
津
有
一
他
校
注
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語
』
（
昭
和
三
十
二
年
〈
一
九
五
七
〉
十
月
岩
波
書
店
、
日
本
古
典
文
学
大
系
９
）

よ
り
引
用
。

（
14
）
宮
家
準
『
霊
山
と
日
本
人
』
（
平
成
二
十
八
年
〈
二
〇
一
六
〉
二
月
講
談
社
学
術
文
庫
）
で
は
、
「
女
仙
は
若
い
美
女
の
ま
ま
年
を
と
ら
ぬ
」
と
説
明

さ
れ
て
い
る
。
同
書
収
録
の
山
の
異
人
の
特
徴
を
ま
と
め
た
表
で
は
、
仙
人
の
形
姿
に
つ
い
て
「
白
髪
の
老
人
、
若
い
女
性
姿
」
と
男
女
毎
の
顕
著

な
特
徴
を
掲
げ
、
男
性
仙
人
の
老
翁
の
姿
は
「
神
と
人
間
の
中
間
に
位
置
す
る
境
界
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
よ
う
」
と
解
説
し

て
い
る
。

（
15
）
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
、
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
第
八
巻
（
平
成
十
三
年
〈
二
〇
〇
一
〉
八
月
小

学
館
）
に
は
、
「
道
家
の
理
想
と
し
た
想
像
上
の
人
物
。
人
間
界
を
は
な
れ
て
山
中
に
す
み
、
不
老
不
死
の
法
を
修
め
、
神
変
自
在
の
術
を
体
得
し
た

も
の
と
す
る
」
と
あ
る
。

（
16
）
注
（
2
）
掲
加
藤
子
久
美
子
「
な
お
み
の
こ
と
」
で
は
、
な
お
み
が
締
め
て
い
る
帯
は
「
グ
レ
ー
の
地
色
に
赤
茶
色
で
、
鶴
、
孔
雀
、
菊
、
梅
な
ど

を
紋
織
の
丸
帯
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
な
お
み
の
締
め
て
い
る
帯
に
は
銀
糸
で
織
ら
れ
た
扇
面
や
流
水
、
菊
紋
が
確
認
で
き
る
が
、
正
面
や
や
左

寄
り
に
見
え
る
赤
っ
ぽ
い
糸
で
織
り
出
さ
れ
た
向
か
い
鶴
が
最
も
目
立
つ
文
様
で
あ
る
。

（
17
）
市
古
貞
次
校
注
『
御
伽
草
子
』
所
収
「
浦
島
太
郎
」
（
昭
和
三
十
三
年
〈
一
九
五
八
〉
七
月
岩
波
書
店
、
日
本
古
典
文
学
大
系
38
）
よ
り
引
用
。

（
18
）
注
（
17
）
掲
「
浦
島
太
郎
」
に
、
「
う
ら
し
ま
が
年
を
亀
が
は
か
ら
ひ
と
し
て
た
ゝ
み
入
に
け
り
。
さ
て
こ
そ
七
百
年
の
よ
は
ひ
を
た
も
ち
け
る
」
と



谷
川
俊
太
郎
『
な
お
み
』
論

195

あ
る
。

〔
付
記
〕

引
用
文
は
特
記
し
た
も
の
を
除
い
て
そ
れ
ぞ
れ
初
出
に
よ
り
、
斜
線
で
改
行
を
示
し
、
通
行
の
字
体
を
用
い
適
宜
ル
ビ
を
省
い
た
。

 

（
み
や
も
と
わ
か
こ
・
本
学
非
常
勤
講
師
）


