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　（
論
　
文
）

〈
要

　約
〉

　
宮
澤
賢
治
は
散
文
作
者
と
し
て
、
な
ぜ
「
童
話
」
と
い
う
形
式
を
選
択
し
た
の
か
。
児
童
文
学
者
賢
治
が
登
場
す
る
初
発
期
の
事
情
を
考
察
し
て
い
く
な
か
で
、

本
稿
は
、
こ
う
し
た
問
い
に
答
え
を
求
め
る
。
評
伝
上
注
視
す
べ
き
観
点
に
関
心
を
は
ら
い
、
先
行
す
る
諸
説
を
併
せ
て
紹
介
し
な
が
ら
、
賢
治
自
身
の
内
面
に

在
っ
た
出
来
事
を
分
析
す
る
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
日
本
児
童
文
学
史
上
き
わ
め
て
重
要
な
作
家
の
「
誕
生
」
に
関
し
探
求
を
行
い
、
導
き
出
さ
れ
た
構
成
的

説
明
を
結
論
部
に
示
す
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
宮
沢
賢
治

　結
核

　法
華
経

　双
子
の
星

　銀
河
鉄
道
の
夜

横
　
手
　
拓
　
治

宮
澤
賢
治
試
論
：
童
話
作
家
「
誕
生
」
に
関
す
る
一
考
察

 

〜 

時
期
・
経
緯
・
動
機 

〜
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Ⅰ
：
序
文

　
本
稿
は
「
宮
澤
賢
治
は
な
ぜ
童
話
作
家
に
な
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
関
す
る

考
察
で
あ
る
。
こ
の
問
い
自
体
は
あ
ま
り
に
基
本
的
・
初
歩
的
な
印
象
を
受
け
、

そ
も
そ
も
考
察
対
象
と
し
て
あ
り
得
る
の
か
と
い
う
疑
念
す
ら
抱
か
せ
る
面
が
あ
る

の
は
承
知
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
う
し
た
問
い
を
立
て
る
の
か
。
ま
ず
そ
こ

か
ら
説
明
し
て
い
き
た
い
。

　
童
話１
は
詩２
と
と
も
に
賢
治
文
学
の
二
大
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
童
話
に

つ
い
て
、『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集３』
編
纂
委
員
の
一
人
、
天
沢
退
二
郎
は
、
講
演
や

講
座
の
さ
い
聴
衆
か
ら
「
賢
治
は
な
ぜ
童
話
を
書
い
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と
時
々

質
問
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
詩
に
つ
い
て
同
様
の
質
問
は
受
け
た
こ
と
が

な
い
、
と
記
し
て
い
る４
。
詩
人
へ
の
動
機
に
つ
い
て
興
味
が
な
い
の
に
、
童
話
作
家

の
そ
れ
に
は
あ
る
と
い
う
の
だ
。

　
も
っ
と
も
一
般
の
こ
う
し
た
反
応
は
、
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
韻
文
作
者

と
し
て
の
賢
治
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
長
い
キ
ャ
リ
ア
が
あ
る
。
短
歌
人
と
し
て
の

初
発
は
少
年
期
と
考
え
ら
れ
、
盛
岡
中
学
の
生
徒
だ
っ
た
一
九
一
一
年（
明
治
四
四
）

に
本
格
的
な
制
作
が
は
じ
ま
っ
て
い
る５
。
そ
の
後
、「
短
唱
」
と
よ
ば
れ
る
韻
文
形

―
「
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
」
と
い
う
一
群

―
を
経
て
口
語
詩
へ
と
移
行
、『
春
と
修
羅
』

（
第
一
集
）
ほ
か
に
収
め
ら
れ
た
作
品
群
を
成
し
た
。
な
か
で
も
妹
ト
シ
の
死
を
う

た
っ
た
「
永
訣
の
朝
」
は
有
名
だ
。
こ
の
あ
と
晩
年
に
向
か
い
文
語
詩
へ
と
関
心
を

深
め
て
い
く
。

　
は
じ
め
に
あ
っ
た
短
歌
制
作
は
、
当
時
、
少
な
か
ら
ぬ
日
本
人
が
取
り
組
ん
で

お
り
、
賢
治
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
。
盛
岡
高
等
農
林
学
校
の
三
年
生
時
の
夏
、
賢
治
が

仲
間
と
創
刊
し
た
同
人
誌
『
ア
ザ
リ
ア
』
で
は
、
短
歌
人
と
し
て
の
賢
治
が
記
録

さ
れ
て
い
る６
。
そ
こ
か
ら
口
語
詩
、
文
語
詩
へ
と
続
く
の
は
ご
く
自
然
な
プ
ロ
セ
ス
と

見
做
さ
れ
た
。
だ
か
ら
疑
問
は
な
い
。「
な
ぜ
詩
人
に
な
っ
た
の
か
」
を
質
問
す
る

必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
詩
人
と
い
え
ば
、
賢
治
が
登
場
す
る
以
前
の
時
期
、

透
谷
、
藤
村
、
朔
太
郎
を
は
じ
め
多
く
の
先
行
文
学
者
が
活
動
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、「
童
話
を
書
く
」
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
特
殊
で
あ
る
。
誰
も

が
や
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
、
文
学
志
向
の
誰
か
が
取
り
組
ん
だ
・
取
り
組
も
う
と

し
て
い
た
、
と
い
う
作
業
で
は
な
い
。
児
童
文
学
が
「
お
伽
話
」
を
脱
し
て
自
立
的
な

芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
に
飛
躍
し
た
の
は
大
正
時
代
、
と
り
わ
け
後
期
で
あ
っ
て（
後
述
）、

先
行
的
な
ス
タ
イ
ル
が
充
実
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。「
な
ぜ
」
が
発
せ
ら
れ
る

根
拠
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
問
い
」
は
童
話
作
家
賢
治
の
重
要
性

か
ら
諸
学
の
研
究
俎
上
に
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
系
譜
に
連
な
る
本
稿
は
、
先
行

す
る
有
力
な
説
を
紹
介
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

観
点
を
取
り
あ
げ
、「
問
い
」
を
よ
り
複
眼
的
に
見
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
書
の
構
成
を
記
す
。
童
話
作
家
・
宮
澤
賢
治
の
初
発
に
つ
い
て
は
、「
一
九
一
八
年

（
大
正
七
）
夏
」
と
「
一
九
二
〇
年（
大
正
九
）」
の
二
説
が
あ
る
。
両
者
を
紹
介
し
な

が
ら
ま
ず
時
期

0

0

を
検
討
す
る
。
続
い
て
童
話
創
作
を
め
ぐ
る
経
緯

0

0

を
、
最
新
の
資
料

全
集
『
新
校
本
』
の
考
証
ほ
か
を
ふ
ま
え
て
整
理
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
上
記
し
た

「
問
い
」
に
つ
い
て
「
答
え
」
を
求
め
て
い
く
、
す
な
わ
ち
、
動
機

0

0

に
つ
い
て
の
検
討
を

行
う
。
こ
れ
ら
が
以
下
、
本
稿
の
辿
る
道
筋
と
な
る
。
な
お
引
用
は
、
正
確
な
も
の

を
〈
　
〉
で
示
し
、「
　
」
は
前
後
の
文
脈
か
ら
著
者
が
多
少
言
葉
を
補
っ
た
箇
所
と

し
て
区
別
し
た
。
ス
ラ
ッ
シ
ュ
（
／
）
は
改
行
で
あ
る
。
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三

の
「
兄
賢
治
の
生
涯
」
に
よ
れ
ば
〉〈
こ
れ
に
従
え
ば
〉
と
二
度
に
わ
た
り
但
し
書
き
を

付
し
て
い
る
。
な
お
、「
大
爆
発
」
と
も
い
え
る
賢
治
の
童
話
創
作
の
活
発
化
は

「
一
九
二
一
年
半
ば
こ
ろ
」
に
生
じ
て
い
る（
後
述
）。「
一
九
一
八
年
夏
」
か
ら
「
一
九

二
一
年
半
ば
こ
ろ
」
ま
で
は
三
年
程
度
だ
が
、
こ
の
間
、
童
話
制
作
に
関
す
る
信
頼

で
き
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
現
在
の
考
証
上
、
全
体
に
乏
し
い
と
い
う
点
は
指
摘
し
て

お
き
た
い10
。

　
続
い
て
「
一
九
二
〇
年
」
説
で
あ
る
。「
一
九
一
八
年
夏
」
と
「
一
九
二
〇
年
」
の

間
に
は
、
妹
ト
シ
看
病
の
た
め
の
上
京（
一
九
一
八
年
一
二
月
）、
東
京
自
立
計
画
と

そ
の
失
敗
（
一
九
一
九
年
二
月
）
と
い
う
小
事
件
が
挟
ま
れ
る
も
の
の
、
童
話
作
家

初
発
と
い
う
点
で
は
、
こ
の
間
に
さ
し
た
る
評
伝
的
事
項
は
見
出
せ
な
い
。〈
賢
治
は

嫌
々
な
が
ら
家
の
手
伝
い
を
し
た
り
、
ひ
ど
い
煩
悶
を
し
な
が
ら
本
を
読
ん
だ
り
し
て

い
た
〉
と
い
う
清
六
の
記
述11
が
事
情
を
概
ね
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
じ

証
言
で
〈
内
に
燃
え
る
よ
う
な
宗
教
と
芸
術
の
激
し
い
ほ
の
お
を
燃
や
し
続
け
て
い
た
時

期
か
と
思
う
〉
と
の
追
想12
は
い
く
ぶ
ん
注
目
を
要
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
う
し
て
迎

え
た
一
九
二
〇
年
は
、「
大
爆
発
」
の
前
年
に
あ
た
り
、
こ
の
年
、
賢
治
は
散
文
表
現

自
体
に
集
中
し
て
取
り
組
ん
で
い
た
様
子
が
見
出
せ
る
。
生
前
未
発
表
な
が
ら
一
冊
に

綴
じ
合
わ
さ
れ
、
通
し
紙
番
号
が
付
さ
れ
た（
た
だ
し
賢
治
の
自
筆
で
は
な
い
）作
品
群

「
初
期
短
篇
綴
」
が
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
う
ち
八
作
品

―
「
丹た
ん

藤ど

川13」「
秋
田
街
道
」

「
沼
森
」「
柳
沢
」「
猫
」「
ラ
ジ
ュ
ウ
ム
の
雁
」「
女
」「
う
ろ
こ
雲
」
―
は
、
一
九

二
〇
年
の
成
立
と
さ
れ
る
。「
丹
藤
川
」「
女
」「
猫
」
は
本
文
末
尾
に
〈
１
９
２
０ 

５
．
14

―
〉、「
ラ
ジ
ュ
ウ
ム
の
雁
」「
う
ろ
こ
雲
」
は
同
〈
１
９
２
０ 

６
．
15

―
〉、「
秋
田
街

道
」「
沼
森
」「
柳
沢
」
は
同
〈
１
９
２
０ 

９
．
16

―
〉
と
記
入
し
て
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

記
述
は
単
純
に
制
作
月
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
清
書
原
稿
の
末
尾
記
載
と

Ⅱ
：
時
期
に
つ
い
て

　
童
話
作
家
の
初
発

―
童
話
創
作
の
は
じ
ま
り

―
に
は
二
説
あ
る
と
前
述
し
た

が
、
そ
の
う
ち
の
「
一
九
一
八
年
夏
」
は
、
賢
治
の
弟
宮
澤
清
六
が
記
し
た
「
兄

賢
治
の
生
涯
」（『
兄
の
ト
ラ
ン
ク
』
収
録
）
に
基
づ
き
措
定
さ
れ
て
い
る
。
該
当
箇
所

を
引
く
。

〈
こ
の
夏
に
、
私
は
兄
か
ら
童
話
「
蜘
妹
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」「
双
子
の
星
」
を

読
ん
で
聞
か
せ
ら
れ
た
こ
と
を
そ
の
口
調
ま
で
は
っ
き
り
お
ば
え
て
い
る
。

処
女
作
の
童
話
を
、
ま
っ
さ
き
に
私
ど
も
家
族
に
読
ん
で
き
か
せ
た
得
意
さ
は

察
す
る
に
余
り
あ
る
も
の
で
、
赤
黒
く
日
焼
け
し
た
顔
を
輝
か
し
、
目
を
き
ら

き
ら
さ
せ
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
に
ど
ん
な
素
晴
ら
し
い
こ
と
が
待
っ
て

い
る
か
を
予
期
し
て
い
た
よ
う
な
当
時
の
兄

７

が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。〉

　
こ
の
証
言
は
後
年
に
記
憶
を
辿
っ
た
も
の
だ
が
、「
一
九
一
八
年
夏
」
説
の
支
持
者

は
、
こ
れ
を
事
実
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
根
拠
は
同
証
言
で
あ
り
、
他
に
有
力
な

傍
証
は
な
い
。
他
方
、「
一
九
二
〇
年
」
説
に
立
つ
側
か
ら
す
れ
ば
、
証
言
は
清
六
の

記
憶
違
い
だ
と
な
る
。
ち
な
み
に
「
一
九
一
八
年
夏
」
説
が
主
張
さ
れ
る
大
き
な
理

由
と
し
て
、
記
憶
違
い
を
質
さ
れ
た
清
六
自
身
が
、
最
後
ま
で
期
日
の
修
正
を
付
さ

な
か
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る８
。
仲
の
良
い
兄
弟
と
し
て
絶
え
ず
賢
治
の
近
く
に
い
た

清
六
が
、「
間
違
い
な
い
」
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
説
得
力
の
高
さ
は
そ
こ
に
あ
る
。

実
際
『
新
校
本
』
年
譜
篇
で
は
、
一
九
一
八
年
「
八
月
」
に
清
六
の
回
想
が
記
載

さ
れ
て
、
初
発
の
事
情
を
示
し
て
い
る９
。
も
っ
と
も
同
記
載
は
慎
重
に
、〈
宮
沢
清
六
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れ
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。「
丹
藤
川
」「
女
」「
猫
」
は
本
文
末
尾
に
〈
１
９
２
０ 

５
．
14

―
〉、「
ラ
ジ
ュ
ウ
ム
の
雁
」「
う
ろ
こ
雲
」
は
同
〈
１
９
２
０ 

６
．
15

―
〉、「
秋
田
街

道
」「
沼
森
」「
柳
沢
」
は
同
〈
１
９
２
０ 

９
．
16

―
〉
と
記
入
し
て
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

記
述
は
単
純
に
制
作
月
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
清
書
原
稿
の
末
尾
記
載
と

Ⅱ
：
時
期
に
つ
い
て

　
童
話
作
家
の
初
発

―
童
話
創
作
の
は
じ
ま
り

―
に
は
二
説
あ
る
と
前
述
し
た

が
、
そ
の
う
ち
の
「
一
九
一
八
年
夏
」
は
、
賢
治
の
弟
宮
澤
清
六
が
記
し
た
「
兄

賢
治
の
生
涯
」（『
兄
の
ト
ラ
ン
ク
』
収
録
）
に
基
づ
き
措
定
さ
れ
て
い
る
。
該
当
箇
所

を
引
く
。

〈
こ
の
夏
に
、
私
は
兄
か
ら
童
話
「
蜘
妹
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」「
双
子
の
星
」
を

読
ん
で
聞
か
せ
ら
れ
た
こ
と
を
そ
の
口
調
ま
で
は
っ
き
り
お
ば
え
て
い
る
。

処
女
作
の
童
話
を
、
ま
っ
さ
き
に
私
ど
も
家
族
に
読
ん
で
き
か
せ
た
得
意
さ
は

察
す
る
に
余
り
あ
る
も
の
で
、
赤
黒
く
日
焼
け
し
た
顔
を
輝
か
し
、
目
を
き
ら

き
ら
さ
せ
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
に
ど
ん
な
素
晴
ら
し
い
こ
と
が
待
っ
て

い
る
か
を
予
期
し
て
い
た
よ
う
な
当
時
の
兄

７

が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。〉

　
こ
の
証
言
は
後
年
に
記
憶
を
辿
っ
た
も
の
だ
が
、「
一
九
一
八
年
夏
」
説
の
支
持
者

は
、
こ
れ
を
事
実
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
根
拠
は
同
証
言
で
あ
り
、
他
に
有
力
な

傍
証
は
な
い
。
他
方
、「
一
九
二
〇
年
」
説
に
立
つ
側
か
ら
す
れ
ば
、
証
言
は
清
六
の

記
憶
違
い
だ
と
な
る
。
ち
な
み
に
「
一
九
一
八
年
夏
」
説
が
主
張
さ
れ
る
大
き
な
理

由
と
し
て
、
記
憶
違
い
を
質
さ
れ
た
清
六
自
身
が
、
最
後
ま
で
期
日
の
修
正
を
付
さ

な
か
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る８
。
仲
の
良
い
兄
弟
と
し
て
絶
え
ず
賢
治
の
近
く
に
い
た

清
六
が
、「
間
違
い
な
い
」
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
説
得
力
の
高
さ
は
そ
こ
に
あ
る
。

実
際
『
新
校
本
』
年
譜
篇
で
は
、
一
九
一
八
年
「
八
月
」
に
清
六
の
回
想
が
記
載

さ
れ
て
、
初
発
の
事
情
を
示
し
て
い
る９
。
も
っ
と
も
同
記
載
は
慎
重
に
、〈
宮
沢
清
六
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四

の
教
え
に
規
制
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
入
信
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、

信
仰
に
と
ど
ま
ら
ず
「
家
へ
の
反
逆
」
を
あ
か
ら
さ
ま
に
し
た
行
為
と
い
え
よ
う
。

実
家
出
奔
の
決
定
的
な
伏
線
が
こ
こ
に
張
ら
れ
る
。

　
賢
治
は
上
京
後
、
本
郷
菊
坂
町
に
下
宿
し
た
が
、
そ
の
彼
が
ト
シ
発
病
の
報
を

受
け
急
遽
帰
郷
し
た
の
は
同
年
八
月
中
旬
か
ら
九
月
初
旬
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き

書
き
た
め
た
原
稿
が
ぎ
っ
し
り
つ
ま
っ
た
大
ト
ラ
ン
ク
を
持
ち
花
巻
駅
に
降
り
た
。

賢
治
は
在
京
中
、
童
話
を
多
作
し
た
の
だ
。
異
常
な
創
作
意
欲
が
湧
き
、
書
く
よ
り

早
く
頭
の
中
に
言
葉
が
浮
か
ん
で
く
る
と
い
う
一
種
の
ト
ラ
ン
ス
状
態19
に
さ
え
賢
治
は

陥
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
が
「
大
爆
発
」
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
爆
発
的
な
創
作
の
と
き
が
一
九
二
一
年
の
い
つ
な
の
か
は
確
定
し
が

た
い
。
午
前
は
印
刷
所
に
勤
務
し
、
午
後
は
一
〇
時
ま
で
、
入
信
し
た
国
柱
会
で
会
員

事
務
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
書
簡20
が
残
っ
て
い
る
同
年
三
月
や
、
上
京
し
て
き
た

父
政
次
郎
と
関
西
旅
行
に
出
か
け
た
四
月
（
旅
行
中
、
短
歌
制
作
が
多
く
な
さ
れ
て

い
る
）
は
、「
大
爆
発
」
の
さ
な
か
と
い
う
印
象
は
薄
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
脱
稿
時
期

と
お
ぼ
し
き
〈
１
９
２
１ 

６
．―
〉
が
草
稿
末
尾
に
記
入
さ
れ
た
短
篇
「
電
車
」「
床
屋
」

の
存
在
や
、
国
柱
会
奉
仕
時
間
を
短
縮
し
て
創
作
に
打
ち
込
ん
だ
こ
と
を
示
唆
す
る

〈
夜
は
大
低マ
マ

八
時
頃
に
帰
り
ま
す
〉
と
書
か
れ
た
七
月
三
日
付
保
阪
嘉
内
宛
書
簡21
を
考

慮
す
れ
ば
、
六
〜
七
月
上
旬
に
は
「
大
爆
発
」
の
さ
か
な
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
「
一
九
二
一
年
半
ば
」
に
「
大
爆
発
」
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ

の
前
年
五
〜
九
月
に
散
文
作
品
を
集
中
し
て
書
い
て
い
た
こ
と
は
、
童
話
創
作
の
前

段
階
と
し
て
自
然
な
結
び
つ
き
が
得
ら
れ
よ
う
。
実
際
、「
初
期
短
篇
綴
」
に
は
童
話

風
の
も
の
も
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
「
一
九
二
〇
年
」
説
が
示
さ
れ
る
の
だ
。

　
で
は
こ
こ
で
、
両
説
を
検
討
し
て
み
た
い
。
作
家
誕
生
に
は
助
走
期
が
あ
る
。

い
う
こ
と
も
あ
り
、『
新
校
本
』
の
年
譜
を
は
じ
め
、
脱
稿
年
月
と
し
て
一
定
認
め

ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
一
九
二
〇
年
、
賢
治
は
五
月
に
盛
岡
高
等
農
林
の
研
究
生
を
修
了
し
て
お
り
、

八
作
品
の
成
立
月
と
し
て
推
定
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
修
了（
五
月
二
〇
日
）前
後
か
ら
、

せ
い
ぜ
い
九
月
頃
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
。
八
作
品
に
は
掌
篇
小
説
あ
り
エ
ッ
セ
イ
あ
り
、

散
文
詩
あ
り
、
童
話
ふ
う
や
記
録
ふ
う
も
あ
っ
て
、
ジ
ャ
ン
ル
分
け
不
能
と
い
う
し
か

な
い
。
ジ
ャ
ン
ル
以
前
の
文
章
で
あ
り
、
習
作
と
も
い
え
な
い
メ
モ
的
ス
ケ
ッ
チ
で

あ
っ
て
、
賢
治
は
筆
の
向
く
ま
ま
、
思
い
つ
く
ま
ま
綴
っ
た
様
子
だ
。
も
っ
と
も

そ
の
な
か
で
「
う
ろ
こ
雲
」
は
、〈
月
光
を
吸
ふ
つ
め
く
さ
の
原
〉
で
、〈
に
や
に
や
笑
つ
て

う
た
つ
て
ゐ
る
〉〈
銀
の
小
人
〉
が
登
場
し
、
賢
治
童
話
の
片
鱗
が
う
か
が
え
る
。
ま
た

〈
な
ん
ば
ん
鉄
の
か
ぶ
と
む
し
〜
〉
と
、
後
年
の
賢
治
童
話
に
特
徴
的
な
「
う
た
物
語
」

の
形
式
も
見
え
る
の
は
注
意
を
要
す
る17
。

　
翌
一
九
二
一
年
は
賢
治
伝
最
大
の
ト
ピ
ッ
ク
の
一
つ
、
無
断
上
京
事
件
が
年
初
に

起
こ
っ
た
。
父
親
と
の
確
執
が
つ
い
に
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
事
態
を
招
い
た
の
だ
。

宗
教
上
の
対
立
は
深
刻
度
を
増
し
て
い
た
。
賢
治
が
日
蓮
上
人
の
教
え
に
入
信（「
正

信
に
入
る
」）・
帰
依
し
た
の
は

―
正
確
に
い
え
ば
、
帰
依
を
闡
明
し
た
の
は

―
、

前
年
一
〇
月
二
三
日
と
さ
れ
る
。
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
に
、〈
竜
ノ
口
御
法
難
六
百
五
十

年
の
夜
（
旧
暦
）
私
は
恐
ろ
し
さ
や
恥
か
し
さ
に
顫
え
な
が
ら
燃
え
る
計
り
の
悦
び
の
息

を
し
な
が
ら
、（
そ
の
月
夜
の
沈
む
迠マ
マ

座
つ
て
唱
題
し
や
う
と
し
た
田
圃
か
ら
立
つ
て
）

花
巻
町
を
叫
ん
で
歩
い
た
の
で
す
〉
と
あ
る
の
を
受
け
た
措
定
で
あ
る18
。
こ
れ
に
よ
っ

て
父
と
の
対
立
は
決
定
的
に
な
っ
た
。
宮
澤
家
は
浄
土
真
宗
だ
が
、
父
政
次
郎
は
そ

の
信
仰
が
篤
く
、
地
元
花
巻
の
熱
心
な
教
徒
グ
ル
ー
プ
・
仏
教
四
恩
会
の
中
心
的
な

運
営
者
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
政
次
郎
の
方
針
の
も
と
、
宮
澤
家
の
日
常
生
活
は
真
宗
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五

筆
修
業
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
ほ
う
が
、
散
文
作
者
の
助
走
期
間
と
し
て

は
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
一
九
一
八
年
頃
か
ら
、
彼
は
散
文
試
作
を
く
り

返
し
て
お
り
、
そ
の
ト
ピ
ッ
ク
的
な
、
や
や
不
正
確
か
も
し
れ
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

清
六
証
言
に
な
る
。
―
そ
の
よ
う
な
推
定
が
出
来
う
る
。「
蜘
妹
と
な
め
く
ぢ
と

狸
」「
双
子
の
星
」
の
現
存
草
稿
形
が
「
一
九
一
八
年
夏
」
に
仕
上
が
っ
た
と
い
う

よ
り
、
そ
の
初
期
表
現
が
発
現
さ
れ
た
と
い
う
の
な
ら
、
充
分
あ
り
う
る
話
と
な
る
。

本
稿
は
こ
れ
を
仮
説
と
し
て
次
項
に
筆
を
進
め
る
。

Ⅲ
：
経
緯
に
つ
い
て
①

　
童
話
創
作
の
助
走
開
始
時
期
を
「
一
九
一
八
年
夏
」
と
し
た
う
え
で
、
本
稿
は

次
に
評
伝
的
な
出
来
事
を
追
い
な
が
ら
、「
童
話
作
家
誕
生
」
の
経
緯
に
関
す
る
検
討

を
行
う
。
前
項
Ⅱ
で
は
散
文
創
作
の
初
発
問
題
を
取
り
扱
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
書
き

出
し
」
に
関
す
る
時
期
的
探
求
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
童
話
と
い
う
形
を
選
ん
だ
の
か
と

い
う
「
問
い
」
に
向
き
合
う
た
め
に
は
、
よ
り
細
か
く
時
系
的
な
探
索
が
必
要
に
な
る
。

本
項
の
役
割
は
そ
こ
に
あ
る
。
手キ

ー

ワ

ー

ド

が
か
り
と
な
る
語
と
し
て
、
本
稿
は
二
一
歳
の

賢
治
が
発
し
た
〈
あ
と
十
五
年
〉
に
注
目
し
て
い
る
。
一
五
年
の
命
し
か
残
さ
れ
て

い
な
い
の
意
で
あ
り
、
早
世
へ
の
お
そ
れ
と
お
の
の
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
青
年

賢
治
の
背
後
に
お
ぼ
ろ
に
、
ま
た
と
き
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
る
死
の
影
と
い
え

よ
う
（
後
述
）。

　
一
九
一
八
年
三
月
一
五
日
、
二
一
歳
の
宮
澤
賢
治
は
盛
岡
高
等
農
林
学
校
を
卒
業

す
る
（
当
時
は
「
得
業
」
と
い
う
）。
四
月
一
日
に
は
研
究
生
と
し
て
学
校
に
残
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
前
後
に
、
賢
治
は
二
つ
の
忘
れ
ら
れ
な
い
事
件
に
出
逢
っ
て

文
学
者
は
登
場
こ
そ
周
囲
か
ら
見
れ
ば
唐
突
な
出
来
事
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
文
章

執
筆
、
と
り
わ
け
散
文
執
筆
に
突
然
の
成
熟
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
。
あ
る
程
度

筆
修
業
を
経
な
け
れ
ば
、
後
年
に
残
る
作
品
を
生
み
出
す
筆
力
を
築
け
な
い
の
は
、

宮
澤
賢
治
と
い
う
大
才
で
あ
っ
た
と
し
て
も
例
外
で
は
な
い
は
ず
だ
。
実
際
ど
の
作
家

に
も
無
名
時
代（
助
走
期
）が
必
ず
あ
り
、
そ
れ
は
年
単
位
に
及
ぶ
の
が
通
常
で
あ
る
。

　
こ
の
助
走
と
い
う
観
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
両
説
に
関
す
る
見
方
は
一
つ
の
像
に

結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
。
本
格
的
な
作
品
が
群
と
し
て
成
立
す
る
の
が
「
大
爆
発
」

の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
逆
算
的
に
考
え
る
と
、

た
と
え
ば
、
作
家
と
し
て
の
習
作
始
動
期
が
「
一
九
一
八
年
夏
」、
ギ
ア
を
入
れ
て

加
速
期
に
な
っ
た
の
が
「
一
九
二
〇
年
」
と
い
っ
た
想
定
は
、
あ
な
が
ち
無
理
は
な
い
。

す
な
わ
ち
本
稿
は
、
両
者
を
「
説
」
と
し
て
別
立
て
に
す
る
考
え
に
異
を
唱
え
た
い

わ
け
だ
。
そ
し
て
、
賢
治
ほ
ど
の
大
才
で
あ
っ
た
と
し
て
も
助
走
期
は
一
年
程
度

で
は
す
ま
な
い
は
ず
だ
と
本
稿
は
捉
え
る
。

　
た
だ
し
、
清
六
証
言
に
あ
る
「
蜘
妹
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」「
双
子
の
星
」
の
登
場
を

「
一
九
一
八
年
夏
」
と
一
応
す
る
な
ら
ば
、
物
語
展
開
の
骨
法
が
成
立
し
て
い
る
両
作
の

脱
稿
が
ま
ず
あ
り（
Ｘ
）、
の
ち
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
散
文
表
現
を
模
索
し
た
断
片
的
・

習
作
的
な
「
初
期
短
篇
綴
」
が
成
さ
れ（
Ｙ
）、
そ
の
後
に
童
話
創
作
の
「
大
爆
発
」
が

起
き
た（
Ｚ
）と
い
う
時
間
的
流
れ
に
、
い
さ
さ
か
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
得
な
い
印
象
は

出
て
こ
よ
う
。
Ｙ
↓
Ｘ
↓
Ｚ
な
ら
ひ
と
ま
ず
腑
に
落
ち
る
が
、
Ｘ
↓
Ｙ
↓
Ｚ
は
ま
る
で

「
行
っ
た
り
来
た
り
」
で
あ
っ
て
、
ぴ
っ
た
り
し
た
理
解
に
像
を
結
ば
な
い
。

　
た
だ
上
記
「
行
っ
た
り
来
た
り
」
観
は
、
Ｘ
と
Ｙ
の
存
在
に
あ
ま
り
に
視
点
を

集
約
し
す
ぎ
た
結
果
出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
か
。
Ｘ
Ｙ
以
外
に
も
賢
治
は
助
走
期
の

習
作
に
取
り
組
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
大
爆
発
」
の
三
年
前
く
ら
い
か
ら
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五

筆
修
業
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
ほ
う
が
、
散
文
作
者
の
助
走
期
間
と
し
て

は
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
一
九
一
八
年
頃
か
ら
、
彼
は
散
文
試
作
を
く
り

返
し
て
お
り
、
そ
の
ト
ピ
ッ
ク
的
な
、
や
や
不
正
確
か
も
し
れ
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

清
六
証
言
に
な
る
。
―
そ
の
よ
う
な
推
定
が
出
来
う
る
。「
蜘
妹
と
な
め
く
ぢ
と

狸
」「
双
子
の
星
」
の
現
存
草
稿
形
が
「
一
九
一
八
年
夏
」
に
仕
上
が
っ
た
と
い
う

よ
り
、
そ
の
初
期
表
現
が
発
現
さ
れ
た
と
い
う
の
な
ら
、
充
分
あ
り
う
る
話
と
な
る
。

本
稿
は
こ
れ
を
仮
説
と
し
て
次
項
に
筆
を
進
め
る
。

Ⅲ
：
経
緯
に
つ
い
て
①

　

童
話
創
作
の
助
走
開
始
時
期
を
「
一
九
一
八
年
夏
」
と
し
た
う
え
で
、
本
稿
は

次
に
評
伝
的
な
出
来
事
を
追
い
な
が
ら
、「
童
話
作
家
誕
生
」
の
経
緯
に
関
す
る
検
討

を
行
う
。
前
項
Ⅱ
で
は
散
文
創
作
の
初
発
問
題
を
取
り
扱
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
書
き

出
し
」
に
関
す
る
時
期
的
探
求
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
童
話
と
い
う
形
を
選
ん
だ
の
か
と

い
う
「
問
い
」
に
向
き
合
う
た
め
に
は
、
よ
り
細
か
く
時
系
的
な
探
索
が
必
要
に
な
る
。

本
項
の
役
割
は
そ
こ
に
あ
る
。
手キ

ー

ワ

ー

ド

が
か
り
と
な
る
語
と
し
て
、
本
稿
は
二
一
歳
の

賢
治
が
発
し
た
〈
あ
と
十
五
年
〉
に
注
目
し
て
い
る
。
一
五
年
の
命
し
か
残
さ
れ
て

い
な
い
の
意
で
あ
り
、
早
世
へ
の
お
そ
れ
と
お
の
の
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
青
年

賢
治
の
背
後
に
お
ぼ
ろ
に
、
ま
た
と
き
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
る
死
の
影
と
い
え

よ
う
（
後
述
）。

　

一
九
一
八
年
三
月
一
五
日
、
二
一
歳
の
宮
澤
賢
治
は
盛
岡
高
等
農
林
学
校
を
卒
業

す
る
（
当
時
は
「
得
業
」
と
い
う
）。
四
月
一
日
に
は
研
究
生
と
し
て
学
校
に
残
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
前
後
に
、
賢
治
は
二
つ
の
忘
れ
ら
れ
な
い
事
件
に
出
逢
っ
て

文
学
者
は
登
場
こ
そ
周
囲
か
ら
見
れ
ば
唐
突
な
出
来
事
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
文
章

執
筆
、
と
り
わ
け
散
文
執
筆
に
突
然
の
成
熟
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
。
あ
る
程
度

筆
修
業
を
経
な
け
れ
ば
、
後
年
に
残
る
作
品
を
生
み
出
す
筆
力
を
築
け
な
い
の
は
、

宮
澤
賢
治
と
い
う
大
才
で
あ
っ
た
と
し
て
も
例
外
で
は
な
い
は
ず
だ
。
実
際
ど
の
作
家

に
も
無
名
時
代（
助
走
期
）が
必
ず
あ
り
、
そ
れ
は
年
単
位
に
及
ぶ
の
が
通
常
で
あ
る
。

　

こ
の
助
走
と
い
う
観
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
両
説
に
関
す
る
見
方
は
一
つ
の
像
に

結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
。
本
格
的
な
作
品
が
群
と
し
て
成
立
す
る
の
が
「
大
爆
発
」

の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
逆
算
的
に
考
え
る
と
、

た
と
え
ば
、
作
家
と
し
て
の
習
作
始
動
期
が
「
一
九
一
八
年
夏
」、
ギ
ア
を
入
れ
て

加
速
期
に
な
っ
た
の
が
「
一
九
二
〇
年
」
と
い
っ
た
想
定
は
、
あ
な
が
ち
無
理
は
な
い
。

す
な
わ
ち
本
稿
は
、
両
者
を
「
説
」
と
し
て
別
立
て
に
す
る
考
え
に
異
を
唱
え
た
い

わ
け
だ
。
そ
し
て
、
如
何
な
る
大
才
を
秘
め
た
に
せ
よ
助
走
期
は
一
年
程
度
で
は
す

ま
な
い
は
ず
だ
と
本
稿
は
捉
え
る
。

　

た
だ
し
、
清
六
証
言
に
あ
る
「
蜘
妹
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」「
双
子
の
星
」
の
登
場
を

「
一
九
一
八
年
夏
」
と
一
応
す
る
な
ら
ば
、
物
語
展
開
の
骨
法
が
成
立
し
て
い
る
両
作
の

脱
稿
が
ま
ず
あ
り（
Ｘ
）、
の
ち
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
散
文
表
現
を
模
索
し
た
断
片
的
・

習
作
的
な
「
初
期
短
篇
綴
」
が
成
さ
れ（
Ｙ
）、
そ
の
後
に
童
話
創
作
の
「
大
爆
発
」
が

起
き
た（
Ｚ
）と
い
う
時
間
的
流
れ
に
、
い
さ
さ
か
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
得
な
い
印
象
は

出
て
こ
よ
う
。
Ｙ
↓
Ｘ
↓
Ｚ
な
ら
ひ
と
ま
ず
腑
に
落
ち
る
が
、
Ｘ
↓
Ｙ
↓
Ｚ
は
ま
る
で

「
行
っ
た
り
来
た
り
」
で
あ
っ
て
、
ぴ
っ
た
り
し
た
理
解
に
像
を
結
ば
な
い
。

　

た
だ
上
記
「
行
っ
た
り
来
た
り
」
観
は
、
Ｘ
と
Ｙ
の
存
在
に
あ
ま
り
に
視
点
を

集
約
し
す
ぎ
た
結
果
出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
か
。
Ｘ
Ｙ
以
外
に
も
賢
治
は
助
走
期
の

習
作
に
取
り
組
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
大
爆
発
」
の
三
年
前
く
ら
い
か
ら
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六

云
ふ
事
は
な
き
も
山
を
歩
く
こ
と
な
ど
は
止
め
よ
と
の
事
に
て
水
薬
と
散
薬
と

を
貰
ひ
候
　
本
日
学
校
を
二
三
日
休
み
て
今
少
し
は
つ
き
り
と
な
り
て
出
校
致

し
た
き
旨
先
生
へ
申
し
候
処
そ
れ
な
ら
ば
鈴
木
医
学
士
に
見
て
貰
へ
と
の
事
に

て
先
刻
同
医
師
宅
に
参
り
候
／
診
察
の
末
只
今
は
決
し
て
悪
し
と
云
ふ
こ
と
な

き
も
殊マ
マ

に
よ
れ
ば
罹
る
や
も
知
れ
ず
薬
は
矢
張
用
ふ
る
様
且
つ
山
へ
行
く
前
に

は
必
ら
ず
見
て
貰
ふ
様
然
ら
ざ
る
も
毎
週
一
回
位
は
来
る
様
に
と
の
事
に
て
尚

只
今
の
分
析
は
差
支
な
し
と
の
事
に
御
座
候
〉

〈
到
々
私
も
弱
み
を
生
じ
終
り
候
　
就マ
マ

れ
来
春
よ
り
は
気
仙
郡
あ
た
り
に
て
も

静
な
る
仕
事
に
従
事
致
し
た
く
と
専
ら
願
ひ
居
り
候
／
又
仮
令
病
気
と
な
り
て

も
只
今
の
仕
掛
け
た
る
仕
事
の
み
は
幾
分
結
末
を
着
く
る
を
要
し
候
。
尚
私
の

こ
の
事
は
郡
へ
は
御
話
し
下
さ
ら
ぬ
様
奉
願
候
　
先
23

は
〉

　
胃
の
痛
み
を
感
じ
て
不
安
に
な
っ
た
賢
治
は
、
六
月
三
〇
日
、
岩
手
病
院
で
診
察

を
受
け
た
。
左
の
肋
膜
が
悪
い
と
い
わ
れ
、
医
師
は
、「
も
う
山
歩
き
は
し
て
は
い
け

な
い
」
と
賢
治
に
諭
し
た
。
心
配
に
な
っ
た
賢
治
は
、
盛
岡
高
等
農
林
学
校
教
授
の

関
豊
太
郎
に
相
談
す
る
。
関
か
ら
鈴
木
医
学
士
を
す
す
め
ら
れ
、
た
だ
ち
に
再
検
査

を
受
け
た
。
翌
七
月
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
診
断
は
や
は
り
肋
膜
の
病
疾
で
あ
っ
た
。

鈴
木
は
言
葉
を
選
び
な
が
ら
、「
今
す
ぐ
悪
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、

こ
と
に
よ
れ
ば
、
と
い
う
状
態
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
薬
は
ち
ゃ
ん
と
飲
む

よ
う
に
し
な
さ
い
。
岩
手
病
院
で
も
言
わ
れ
た
だ
ろ
う
が
、
山
歩
き
は
や
は
り
や
め
た

ほ
う
が
い
い
。
ど
う
し
て
も
行
く
と
き
は
、
必
ず
前
も
っ
て
診
察
を
受
け
る
よ
う
に
」

と
言
っ
た
と
書
簡
中
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
研
究
生
と
し
て
の
賢
治
の
仕
事

は
、
稗
貫
郡
土
性
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
当
然
、「
山
歩
き
」
は
行
わ
な

い
る
。
一
つ
は
三
月
一
三
日
に
保
阪
嘉
内
が
学
校
を
除
籍
さ
れ
た
こ
と
だ
。
保
阪
は

学
内
の
同
人
雑
誌
『
ア
ザ
リ
ア
』
を
一
緒
に
興
し
た
仲
間
で
あ
り
、
賢
治
に
と
っ
て

心
を
許
せ
る
無
二
の
友
と
い
え
た
。
除
籍
の
理
由
は
、
保
阪
が
『
ア
ザ
リ
ア
』
に

発
表
し
た
一
文
が
「
虚
無
思
想
」
に
当
た
る
と
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
保
阪

除
籍
に
賢
治
は
愕
然
と
な
る
。
早
速
行
動
し
、
父
に
頼
み
こ
ん
で
急
遽
嘆
願
書
を

出
し
て
も
ら
う
が
、
時
す
で
に
遅
し
だ
っ
た
。
憤
懣
や
る
か
た
な
い
賢
治
は
、
保
阪
を

去
ら
せ
る
な
ら
自
分
も
去
る
と
、
退
学
の
意
を
教
師
に
伝
え
た
。
保
阪
庸
夫
「
賢
治

と
父
」
に
記
さ
れ
た
、
賢
治
の
妹
シ
ゲ
の
回
想
を
引
く
。

〈
そ
の
教
授
会
？
の
席
上
で
校
長
先
生
が
「
ほ
ん
と
う
の
幸
せ
と
は
何
か
、

宮
沢
君
か
ら
そ
れ
を
聞
こ
う
じ
や
な
い
か
」
と
言
わ
れ
た
と
云
ふ
た
の
が
耳
に

残
つ
て
居

22

り
ま
す
。〉

　
こ
こ
で
〈
教
授
会
？
〉
と
い
う
の
は
、
賢
治
が
乗
り
込
み
、
そ
こ
で
退
学
の
意
を
宣

し
た
教
師
達
の
会
議
の
こ
と
。
シ
ゲ
の
一
文
よ
れ
ば
、
ど
う
や
ら
激
し
た
賢
治
の
一

方
的
宣
言
は
、
結
局
、
校
長
に
よ
っ
て
巧
み
に
い
な
さ
れ
て
う
や
む
や
に
終
わ
っ
た
様

子
だ
。
な
お
退
学
処
分
を
受
け
た
保
阪
は
盛
岡
を
去
り
出
京
、
明
治
大
学
へ
入
学
し
、

牛
込
矢
来
町
に
住
む
。

　
も
う
一
つ
の
事
件
は
、
第
一
事
件
か
ら
し
ば
ら
く
あ
と
の
六
月
に
起
き
た
。〈
肋
膜
〉

の
疾
病
診
断
で
あ
る
。
七
月
一
日
付
、
賢
治
の
父
政
次
郎
宛
書
簡
か
ら
該
当
箇
所
を

引
く
。（
書
簡
で
前
文
に
続
く
箇
所
が
前
段
の
引
用
文
、
末
尾
に
あ
た
る
の
が
後
段
の

引
用
文
。）

〈
近
来
少
し
く
胃
の
近
く
痛
む
様
に
て
或
は
肋
膜
か
と
神
経
を
起
し
昨
日
岩
手

病
院
に
参
り
候
処
左
の
方
少
し
く
悪
き
様
に
て
今
別
段
に
水
の
溜
れ
る
と
か
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七

残
っ
て
い
る
。『
ア
ザ
リ
ア
』
創
刊
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
、
賢
治
と
の
繋
が
り
が
強
い

河
本
義
行
は
、
七
月
四
日
と
推
定
さ
れ
る
書
簡
に
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

〈
宮
沢
氏
は
肋
莫マ
マ

に
て
実
家
に
帰
つ
た
。
私
の
い
の
ち
も
あ
と
十
五
年
は
あ
る

ま
い
と
。
淋
し
い
、
限
り
な
く
淋
し
い
ひ
び
き
を
持
つ
た
言
葉
を
残
し
て
汽
車

に

25

乗
つ
た
。〉

　
手
紙
の
相
手
は
保
阪
嘉
内
。『
ア
ザ
リ
ア
』
の
仲
間
で
、
同
人
の
動
静
報
告
を
し
て

い
た
の
だ
。
賢
治
は
暗
い
予
感
に
と
ら
わ
れ
な
が
ら
、
花
巻
の
父
の
も
と
へ
帰
っ
て

行
っ
た
。
賢
治
の
生
命
が
消
え
た
の
は
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
九
月
二
一
日
だ
か

ら
、
こ
の
時
点
か
ら
一
五
年
と
二
か
月
半
。〈
あ
と
十
五
年
〉
は
ほ
ぼ
正
確
だ
っ
た
こ

と
に
な
る
。
死
の
影
は
未
来
の
時
間
ま
で
正
し
く
賢
治
に
耳
打
ち
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

不
気
味
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
な
お
、
賢
治
の
身
体
に
生
命
を
長
ら
え
な
い
か
も

し
れ
ぬ
要
因
が
あ
る
こ
と
は
、
岩
手
病
院
で
の
診
察
の
少
し
前
に
も
、
別
の
と
こ
ろ

か
ら
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
年
四
月
末
、
彼
は
徴
兵
検
査
を
受
け
た
。
結
果
は
第
二

乙
種
。
こ
の
と
き
検
査
用
ラ
ッ
パ
を
賢
治
の
胸
に
当
て
た
軍
医
が
「
き
み
は
心
臓
が

弱
い
ね
」
と
告
げ
、
こ
の
発
言
を
賢
治
は
い
た
く
気
に
し
た
。〈
か
ら
だ
が
無
暗
に
軽

く
又
ひ
つ
そ
り
と
し
た
様
に
思
ひ
ま
す
。〉
と
保
阪
に
伝
え
て
い
る26
。
賢
治
は
当
初
第

一
乙
だ
っ
た
が
、「
心
臓
が
弱
い
」
こ
と
が
わ
か
っ
て
第
二
乙
に
変
え
ら
れ
た
よ
う
だ
。

　
前
記
も
し
た
よ
う
に
、「
一
九
一
八
年
夏
」
に
至
る
数
か
月
間
の
な
か
で
、
賢
治
は
、

盛
岡
高
等
農
林
学
校
を
無
事
卒
業
し
、
助
手
（
研
究
生
）
と
し
て
学
校
に
残
る
道
を

歩
み
出
し
て
い
た
。
青
春
期
を
脱
し
、
一
人
前
の
大
人
へ
と
社
会
的
に
も
成
熟
を

は
じ
め
る
起
点
に
立
ち
、
未
来
が
拓
か
れ
る
は
ず
の
時
点
を
迎
え
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
無
二
の
親
友
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
り
、
そ
し
て「
死
」
の

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
趣
味
で
は
な
い
（
そ
れ
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
）、「
山
歩
き
」
は

与
え
ら
れ
た
仕
事
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
医
者
は
そ
れ
を
「
控
え
な
さ
い
」
と
言
う
。

し
か
も
鈴
木
は
続
け
て
、「
こ
れ
か
ら
は
週
に
一
回
、
受
診
し
な
さ
い
」
と
告
げ
た
。

本
当
に
「
い
ま
す
ぐ
悪
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
」
だ
と
し
た
ら
、
医
師
は
こ
ん
な
ふ
う

に
言
う
だ
ろ
う
か

―
賢
治
の
な
か
に
暗
い
予
感
が
広
が
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

　
実
は
賢
治
周
辺
で
先
立
つ
小
事
件
が
起
き
て
い
る
。
六
月
二
三
日
、
同
居
中
の

岩
田
磯
吉
が
肋
膜
炎
の
診
断
を
受
け
、
一
時
帰
郷
す
る
こ
と
に
な
っ
た24
。
岩
田
は

従
弟
で
当
時
、
盛
岡
高
等
農
林
学
校
の
二
年
生
だ
っ
た
。〈
肋
膜
〉
は
賢
治
の
身
近
に

発
症
者
を
生
ん
で
い
た
の
だ
。
そ
の
直
後
、
今
度
は
自
分
の
身
に
発
症
の
疑
惑
が

生
じ
た
わ
け
で
、
不
安
感
が
増
す
心
理
状
態
に
な
る
も
の
想
定
で
き
る
。〈
肋
膜
〉
は

悪
化
す
れ
ば
、
病
名
は
結
核
と
な
る
。
当
時
、
結
核
は
死
の
病
だ
っ
た
。
賢
治
の

親
族
の
な
か
に
も
、
結
核
で
生
命
を
奪
わ
れ
た
者
が
多
々
お
り
、
療
養
中
の
身
の
者
も

い
た
（
母
の
妹
コ
ト
な
ど
）。
二
一
歳
時
の
賢
治
が
自
身
の
結
核
に
つ
い
て
、
ど
れ

だ
け
明
確
な
自
覚
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
見
方
が
あ
り
う
る
が
、

潜
在
的
な
不
安
感
を
抱
き
や
す
い
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
結
核
と

い
う
病
気
は
、
実
際
、
最
後
に
賢
治
の
生
命
の
火
を
消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
最
初
の
兆
候
が
二
一
歳
の
賢
治
に
宣
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
が
「
一
九
一
八
年
夏
」
に
先
立
つ
同
年
六
月
で
あ
っ
た
。

　
診
断
結
果
を
聞
い
て
、
両
親
の
不
安
は
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
大
事
な
長
子
に

死
の
影
が
さ
し
た
の
だ
。
そ
し
て
な
に
よ
り
、
若
い
賢
治
自
身
の
シ
ョ
ッ
ク
は
大
変

な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。〈
仮
令
病
気
と
な
り
て
も
只
今
の
仕
掛
け
た
る
仕
事
の

み
は
幾
分
結
末
を
着
く
る
〉〈
こ
の
事
は
郡
へ
は
御
話
し
下
さ
ら
ぬ
様
〉
の
文
が
賢
治
の

心
理
状
態
を
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
時
期
の
賢
治
の
心
境
を
伝
え
る
伝
聞
が
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七

残
っ
て
い
る
。『
ア
ザ
リ
ア
』
創
刊
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
、
賢
治
と
の
繋
が
り
が
強
い

河
本
義
行
は
、
七
月
四
日
と
推
定
さ
れ
る
書
簡
に
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

〈
宮
沢
氏
は
肋
莫マ
マ

に
て
実
家
に
帰
つ
た
。
私
の
い
の
ち
も
あ
と
十
五
年
は
あ
る

ま
い
と
。
淋
し
い
、
限
り
な
く
淋
し
い
ひ
び
き
を
持
つ
た
言
葉
を
残
し
て
汽
車

に

25

乗
つ
た
。〉

　
手
紙
の
相
手
は
保
阪
嘉
内
。『
ア
ザ
リ
ア
』
の
仲
間
で
、
同
人
の
動
静
報
告
を
し
て

い
た
の
だ
。
賢
治
は
暗
い
予
感
に
と
ら
わ
れ
な
が
ら
、
花
巻
の
父
の
も
と
へ
帰
っ
て

行
っ
た
。
賢
治
の
生
命
が
消
え
た
の
は
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
九
月
二
一
日
だ
か

ら
、
こ
の
時
点
か
ら
一
五
年
と
二
か
月
半
。〈
あ
と
十
五
年
〉
は
ほ
ぼ
正
確
だ
っ
た
こ

と
に
な
る
。
死
の
影
は
未
来
の
時
間
ま
で
正
し
く
賢
治
に
耳
打
ち
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

不
気
味
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
な
お
、
賢
治
の
身
体
に
生
命
を
長
ら
え
な
い
か
も

し
れ
ぬ
要
因
が
あ
る
こ
と
は
、
岩
手
病
院
で
の
診
察
の
少
し
前
に
も
、
別
の
と
こ
ろ

か
ら
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
年
四
月
末
、
彼
は
徴
兵
検
査
を
受
け
た
。
結
果
は
第
二

乙
種
。
こ
の
と
き
検
査
用
ラ
ッ
パ
を
賢
治
の
胸
に
当
て
た
軍
医
が
「
き
み
は
心
臓
が

弱
い
ね
」
と
告
げ
、
こ
の
発
言
を
賢
治
は
い
た
く
気
に
し
た
。〈
か
ら
だ
が
無
暗
に
軽

く
又
ひ
つ
そ
り
と
し
た
様
に
思
ひ
ま
す
。〉
と
保
阪
に
伝
え
て
い
る26
。
賢
治
は
当
初
第

一
乙
だ
っ
た
が
、「
心
臓
が
弱
い
」
こ
と
が
わ
か
っ
て
第
二
乙
に
変
え
ら
れ
た
よ
う
だ
。

　
前
記
も
し
た
よ
う
に
、「
一
九
一
八
年
夏
」
に
至
る
数
か
月
間
の
な
か
で
、
賢
治
は
、

盛
岡
高
等
農
林
学
校
を
無
事
卒
業
し
、
助
手
（
研
究
生
）
と
し
て
学
校
に
残
る
道
を

歩
み
出
し
て
い
た
。
青
春
期
を
脱
し
、
一
人
前
の
大
人
へ
と
社
会
的
に
も
成
熟
を

は
じ
め
る
起
点
に
立
ち
、
未
来
が
拓
か
れ
る
は
ず
の
時
点
を
迎
え
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
無
二
の
親
友
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
り
、
そ
し
て「
死
」
の

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
趣
味
で
は
な
い
（
そ
れ
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
）、「
山
歩
き
」
は

与
え
ら
れ
た
仕
事
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
医
者
は
そ
れ
を
「
控
え
な
さ
い
」
と
言
う
。

し
か
も
鈴
木
は
続
け
て
、「
こ
れ
か
ら
は
週
に
一
回
、
受
診
し
な
さ
い
」
と
告
げ
た
。

本
当
に
「
い
ま
す
ぐ
悪
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
」
だ
と
し
た
ら
、
医
師
は
こ
ん
な
ふ
う

に
言
う
だ
ろ
う
か

―
賢
治
の
な
か
に
暗
い
予
感
が
広
が
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

　
実
は
賢
治
周
辺
で
先
立
つ
小
事
件
が
起
き
て
い
る
。
六
月
二
三
日
、
同
居
中
の

岩
田
磯
吉
が
肋
膜
炎
の
診
断
を
受
け
、
一
時
帰
郷
す
る
こ
と
に
な
っ
た24
。
岩
田
は

従
弟
で
当
時
、
盛
岡
高
等
農
林
学
校
の
二
年
生
だ
っ
た
。〈
肋
膜
〉
は
賢
治
の
身
近
に

発
症
者
を
生
ん
で
い
た
の
だ
。
そ
の
直
後
、
今
度
は
自
分
の
身
に
発
症
の
疑
惑
が

生
じ
た
わ
け
で
、
不
安
感
が
増
す
心
理
状
態
に
な
る
も
の
想
定
で
き
る
。〈
肋
膜
〉
は

悪
化
す
れ
ば
、
病
名
は
結
核
と
な
る
。
当
時
、
結
核
は
死
の
病
だ
っ
た
。
賢
治
の

親
族
の
な
か
に
も
、
結
核
で
生
命
を
奪
わ
れ
た
者
が
多
々
お
り
、
療
養
中
の
身
の
者
も

い
た
（
母
の
妹
コ
ト
な
ど
）。
二
一
歳
時
の
賢
治
が
自
身
の
結
核
に
つ
い
て
、
ど
れ

だ
け
明
確
な
自
覚
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
見
方
が
あ
り
う
る
が
、

潜
在
的
な
不
安
感
を
抱
き
や
す
い
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
結
核
と

い
う
病
気
は
、
実
際
、
最
後
に
賢
治
の
生
命
の
火
を
消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
最
初
の
兆
候
が
二
一
歳
の
賢
治
に
宣
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
が
「
一
九
一
八
年
夏
」
に
先
立
つ
同
年
六
月
で
あ
っ
た
。

　
診
断
結
果
を
聞
い
て
、
両
親
の
不
安
は
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
大
事
な
長
子
に

死
の
影
が
さ
し
た
の
だ
。
そ
し
て
な
に
よ
り
、
若
い
賢
治
自
身
の
シ
ョ
ッ
ク
は
大
変

な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。〈
仮
令
病
気
と
な
り
て
も
只
今
の
仕
掛
け
た
る
仕
事
の

み
は
幾
分
結
末
を
着
く
る
〉〈
こ
の
事
は
郡
へ
は
御
話
し
下
さ
ら
ぬ
様
〉
の
文
が
賢
治
の

心
理
状
態
を
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
時
期
の
賢
治
の
心
境
を
伝
え
る
伝
聞
が
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八

と
と
矛
盾
し
な
い
。
人
間
は
実
存
的
苦
悩
を
抱
い
た
な
か
で
も
、
他
者
に
対
し
多
面
的

に
ふ
る
ま
う
こ
と
は
珍
し
く
な
い
は
ず
だ
。
賢
治
が
そ
れ
を
極
端
に
表
わ
し
た
可
能
性

は
、
た
と
え
ば
教
師
時
代
の
自
己
韜
晦
的
・
演
劇
的
と
も
い
え
る
畸
人
ぶ
り29
か
ら
も
、

う
か
が
え
な
く
は
な
い
。

　
さ
て
、
一
九
一
八
年
七
月
四
日
、
自
分
の
人
生
も
〈
あ
と
十
五
年
は
あ
る
ま
い
〉
と

淋
し
く
語
っ
た
賢
治
だ
が
、
も
っ
と
も
こ
の
す
ぐ
あ
と
、〈
暗
澹
と
し
た
予
感
〉
を
取
り

払
う
出
来
事
が
起
き
て
い
る
。
賢
治
の
妹
ト
シ
は
地
元
で
は
才
媛
と
い
わ
れ
、
日
本

女
子
大
学
校
家
政
学
部
へ
進
ん
で
い
た
。
二
歳
年
下
の
こ
の
宮
澤
家
長
女
は
、
ひ
と
り

の
肉
親
の
位
置
を
超
え
て
、
長
男
賢
治
の
最
愛
の
存
在
に
ま
で
達
し
た
と
さ
れ
る

見
方
は
、
賢
治
文
学
の
解
釈
上
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
い
え
る
。〈
け
ふ
の
う
ち
に
／

と
ほ
く
へ
い
つ
て
し
ま
ふ
わ
た
く
し
の
い
も
う
と
よ
〉
で
は
じ
ま
る
、
詩
「
永
訣
の
朝
」

に
み
な
ぎ
る
緊
張
感
と
詩
情
の
豊
か
さ
は
、
ト
シ
の
死
の
絶
対
性
が
い
か
に
深
甚
で

あ
っ
た
か
を
差
し
示
し
て
い
る
。
ト
シ
は
満
二
四
歳
で
早
世
す
る
が
、
死
因
は
結
核

で
あ
っ
た
。〈
あ
と
十
五
年
〉
―
賢
治
に
淋
し
い
人
生
の
予
感
を
さ
さ
や
き
だ
し
た

結
核
が
、
そ
の
五
年
後
、
深
い
兄
妹
愛
の
対
象
だ
っ
た
ト
シ
を
奪
っ
て
い
く
の
だ
。

も
っ
と
も
一
九
一
八
年
時
点
の
ト
シ
は
ま
だ
一
九
歳
で
、
死
の
影
の
な
か
に
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
未
来
あ
る
闊
達
自
在
の
風
気
を
も
っ
た
女
性
で
あ
る
。

　
同
年
六
月
二
日
、
ト
シ
は
母
の
末
妹
・
瀬
川
コ
ト
を
東
京
京
橋
の
古
宇
田
病
院
に

見
舞
っ
て
い
る
が
、
実
は
こ
の
と
き
、
ト
シ
自
身
も
体
の
調
子
が
悪
く
、
大
事
を

と
っ
て
過
ご
し
て
い
た
。
体
の
具
合
を
考
え
て
、
ク
ラ
ブ
活
動
も
や
め
て
い
る
。

ト
シ
の
体
調
悪
化
は
花
巻
の
宮
澤
家
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
ト
シ
が
七
月
一
三
日

発
の
汽
車
で
、
花
巻
の
実
家
へ
と
帰
っ
て
き
た
の
だ
。
当
時
、
賢
治
は
実
家
に
お
り
、

療
養
中
で
あ
っ
た
。
一
方
、
心
配
さ
れ
た
ト
シ
は
、
す
で
に
健
康
を
回
復
し
て
い
た
。

予
感
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
れ
と
期
を
一い
つ

に
し
て
、
童
話
作
家
・
宮
澤
賢
治
が
初
発
を
迎
え
た
と
し
た
な
ら
。

両
者
の
関
連
性
は
、
無
視
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」

や
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
は
、
か
け
が
え
の
な
い
人
物
の
餓
死
や
溺
死
、
そ
し
て
自
己

犠
牲
と
し
て
の
死
が
作
品
を
動
か
す
要
因
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
代
表
作
の
特
徴

を
考
え
て
も
、
は
じ
ま
り
の
地
点
に
早
世
の
予
感
・
死
の
接
近
観
が
あ
り
、
そ
れ
を

文
学
作
品
に
昇
華
せ
ん
と
す
る
作
家
の
心
理
的
導
因
を
設
定
す
る
の
は
無
理
と
は

い
え
ま
い
。

　
た
だ
こ
の
経
緯
を
見
て
、
一
つ
の
疑
問
が
起
こ
る
。
清
六
証
言
と
の
整
合
性
で
あ
る
。

「
誕
生
」
時
の
賢
治
に
つ
い
て
、〈
赤
黒
く
日
焼
け
し
た
顔
を
輝
か
し
、
目
を
き
ら
き
ら
〉

さ
せ
て
お
り
、〈
こ
れ
か
ら
の
人
生
に
ど
ん
な
素
晴
ら
し
い
こ
と
が
待
っ
て
い
る
か
を
予
期

し
て
い
た
〉と
記
し
た
箇
所
だ
。
兄
賢
治
は
明
る
い
未
来
を
前
に
し
て
い
た
と
読
め
る
。

〈
私
の
い
の
ち
も
あ
と
十
五
年
は
あ
る
ま
い
〉
と
い
う
、〈
淋
し
い
、
限
り
な
く
淋
し
い
〉

響
き
を
持
つ
言
葉
を
呟
き
な
が
ら
実
家
へ
戻
っ
て
行
っ
た
賢
治
。
そ
れ
が
わ
ず
か

ひ
と
月
程
度
で
、〈
素
晴
ら
し
い
こ
と
が
待
っ
て
い
る
〉
人
生
を
予
期
す
る
表
情
を
見
せ
た

わ
け
で
、
引
き
裂
か
れ
た
賢
治
像
の
背
景
に
は
い
っ
た
い
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
双
像
に
つ
い
て
明
確
な
答
え
は
見
出
し
に
く
い
。
た
だ
先
行
研
究
者
の
次
の
指
摘
は

参
考
に
な
る
。『
新
修
宮
沢
賢
治
全
集
』
第
八
巻
解
説
に
て
天
沢
退
二
郎
は
、〈
童
話
を

書
き
は
じ
め
た
頃
の
詩
人
の
魂
は
お
そ
ら
く
、
清
六
氏
の
証
言
通
り
の
未
来
へ
の
明
る
い

希
望
と
、
死
病
へ
の
暗
澹
と
し
た
予
感
と
、
こ
の
激
し
い
明
暗
交
錯
の
あ
わ
い

0

0

0

を
揺
れ

う
ご
い
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
〉
と
賢
治
の
内
面
を
整
理
し
て
い
る（
傍
点
原
文27
）。
こ

の
見
解
に
本
稿
は
同
意
す
る
。
す
な
わ
ち
、
幼
い
弟
相
手28
に
「
目
を
き
ら
き
ら
さ
せ

た
」「
明
る
い
」
賢
治
は
、
一
方
で
、
内
に
悲
劇
的
な
ほ
ど
の
葛
藤
を
抱
い
て
い
た
こ
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Ⅳ
：
経
緯
に
つ
い
て
②

　
前
項
Ⅲ
で
は
「
一
九
一
八
年
夏
」
に
先
立
つ
時
期
、
賢
治
は
早
世
の
不
安
に
面
前

し
て
い
た
事
実
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
検
討
し
、「
童
話
作
家
」
を

目
ざ
す
他
の
要
因
も
探
る
た
め
に
は
、
評
伝
的
経
緯
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
さ
ら
に
注
視

す
る
作
業
が
要
る
。
本
項
の
役
割
は
そ
こ
に
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、『
新
校
本
』
年
譜

篇
の
記
述
を
中
心
に
、
一
部
既
述
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
一
九
一
八
年
の
年
初
か

ら
八
月
ま
で
、
賢
治
に
関
す
る
鍵
事
項
を
箇
条
書
き
で
次
に
記
す
。

※
二
月 

一
日 

 

関
豊
太
郎
教
授
か
ら
、
卒
業
後
も
研
究
生
と
し
て
学
校
に
残
ら
な
い

か
、
と
打
診
さ
れ
る
。
月
の
給
料
は
二
〇
円
位
で
比
較
的
好
条
件
。

※
二
月 

一
日 

 

父
・
政
次
郎
に
対
し
て
、
自
身
の
徴
兵
検
査
を
延
期
し
な
い
で

ほ
し
い
と
主
張
す
る
。
父
は
徴
兵
を
逃
れ
る
た
め
に
も
、
研
究
生

と
し
て
残
る
の
は
よ
い
、
と
考
え
て
い
た
。

※
二
月 

二
日 

 

父
へ
の
書
簡
で
、
法
華
経
行
者
と
し
て
の
立
場
を
改
め
て
明
確
に

す
る
。

※
二
月
二
三
日 

 

徴
兵
検
査
の
手
続
き
を
し
て
ほ
し
い
と
父
に
依
頼
。

※
三
月
一
三
日 

 

保
阪
嘉
内
、
学
籍
か
ら
除
名
さ
れ
る
。

※
三
月
一
四
日 

 

保
阪
を
除
名
す
る
な
ら
自
分
も
退
学
す
る
と
教
授
会
で
訴
え
た
が
、

校
長
に
や
ん
わ
り
い
な
さ
れ
て
終
わ
る
。

※
三
月
一
五
日 

 

盛
岡
高
等
農
林
学
校
の
得
業
証
書
授
与
式
。
賢
治
、
卒
業
す
る
。

※
三
月
二
〇
日
頃 

 

保
阪
へ
書
簡
。
末
尾
に
〈
あ
の
赤
い
経
巻
は
一
切
衆
生
の
帰
趣
で

〈
私
ハ
無
事
可
成
丈
夫
に
て
勉
め
居
り
候
〉
と
、
父
政
次
郎
宛
書
簡
で
事
前
に
伝
え
て

き
た
の
だ30
。
東
京
で
は
体
操
や
散
歩
と
い
っ
た
軽
い
運
動
に
加
え
、
摩
擦
な
ど
に

取
り
組
ん
だ
結
果
、
授
業
の
欠
席
も
な
く
過
ご
せ
て
い
た
。
妹
が
健
康
体
で
帰
っ
て

き
た
こ
と
は
、
兄
賢
治
を
喜
ば
せ
た
。
そ
し
て
、
わ
が
こ
と
の
よ
う
に
嬉
し
か
っ
た
に

違
い
な
い
。
自
分
の
症
状
に
し
て
も
一
過
性
で
、
ト
シ
の
よ
う
に
す
ぐ
元
気
に
な
れ

る
。
そ
し
て
ま
た
、
土
性
調
査
な
ど
で
の
山
歩
き
も
で
き
る
…
…
。
明
る
い
ト
シ
の

姿
を
見
て
、
賢
治
は
死
の
影
が
振
り
払
わ
れ
る
思
い
が
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
不
安
か
ら
希
望
へ
。
賢
治
の
心
性
が
変
わ
る
契
機
と
な
っ
た
も
う
一
つ
の
、
決
定
的

な
出
来
事
も
あ
っ
た
。
鈴
木
医
師
か
ら
、「
こ
れ
か
ら
は
週
に
一
回
、
受
診
し
な
さ
い
」

と
わ
れ
た
賢
治
は
、
そ
の
後
も
診
察
を
受
け
続
け
た
。
そ
し
て
、〈
鈴
木
医
師
の
診
察

を
求
め
候
処
歩
き
て
も
差
支
な
し
と
申
し
候
〉
と
父
に
報
告
す
る
に
至
る
。
調
査
の

た
め
の
山
歩
き
も
大
丈
夫
と
の
診
断
を
受
け
た
の
だ
。
こ
れ
は
、
賢
治
の
七
月
二
〇
日

付
、
政
次
郎
宛
書
簡31
で
、
近
況
を
列
記
す
る
な
か
に
短
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
前
に

出
し
た
七
月
一
七
日
の
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
で
も
、〈
私
は
先
日
一
寸
肋
膜
が
悪
い
と
云

は
れ
て
居
ま
し
た
が
今
は
す
っ
か
り
治
り
ま
し
た
〉
と
賢
治
は
記
し
て
お
り
、
心
境
は

通
じ
る32
。

　
六
月
中
旬
以
前
か
ら
た
だ
な
ら
ぬ
不
調
を
感
じ
、
六
月
三
〇
日
、
賢
治
に
は
っ
き
り

兆
し
た
死
の
影
。
し
か
し
そ
れ
は
わ
ず
か
二
週
間
ほ
ど
で
、
さ
っ
ぱ
り
晴
れ
た
。

あ
れ
は
幻
だ
っ
た
の
か
。
賢
治
に
は
安
堵
の
表
情
も
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。「
淋
し
い
」

賢
治
か
ら
「
顔
を
輝
か
し
た
」
賢
治
へ
の
転
換
は
、
こ
の
時
点
で
起
こ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
天
沢
の
い
う
〈
激
し
い
明
暗
交
錯
〉
と
い
う
の
は
、
心
理

現
象
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
実
に
死
の
影
が（
一
時
的
に

―
後
述
）
取
り
払
わ
れ

た
事
情
も
ま
た
想
定
で
き
よ
う
。
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※
六
月
二
〇
日 
 

父
あ
て
書
簡
で
、
研
究
生
と
し
て
行
な
っ
て
い
る
土
壌
分
析
の

仕
事
は
自
分
に
適
し
て
い
な
い
、
と
記
す
。〈
先
生
は
私
は
本
統
は

分
析
等
に
は
余
り
適
せ
ず
一
人
に
て
本
を
読
み
て
考
へ
て
居
る
事

最
適
な
る
由
を
も
申
さ
れ
候
〉
と
し
、
関
教
授
か
ら
も
不
適
を
示

唆
さ
れ
て
い
る
旨
、
伝
え
て
い
る
。

※
六
月
二
二
日 

 

父
へ
の
書
簡
で
、
自
身
の
「
副
業
」
と
し
て
、〈
例
へ
ば
セ
メ
ン
ト
の

原
料
を
堀
り
て
売
る
と
か
〉
な
ど
と
具
体
的
な
提
案
を
す
る
。

※
六
月
二
三
日 

 

盛
岡
で
同
居
し
て
い
た
従
弟
の
岩
田
磯
吉
が
一
時
帰
省
す
る
。

数
日
前
よ
り
胸
痛
が
あ
り
、
岩
手
病
院
で
薬
を
受
け
て
い
た
が
、

二
二
日
、
肋
膜
炎
の
診
断
と
な
っ
た
た
め
。

※
六
月
二
四
日 

 

父
あ
て
書
簡
で
、
工
業
原
料
の
売
買
に
関
す
る
事
業
を
提
案
す
る
。

し
か
し
、
自
分
が
経
営
を
や
る
と
人
と
の
取
引
が
苦
手
で
失
敗

し
て
し
ま
う
、
と
も
書
く
。
も
し
実
家
で
新
事
業
を
行
う
と
し

た
ら
、
自
身
を
技
術
者
と
し
て
使
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
。

※
六
月
二
六
日 

 

保
阪
あ
て
書
簡
で
、〈
あ
な
た
自
ら
の
手
で
か
の
赤
い
経
巻
の
如
来

寿
量
品
を
御
書
き
に
な
つ
て
御
母
さ
ん
の
前
に
御
供
へ
な
さ
い
。〉

と
説
く
。

※
六
月
二
七
日 

 

保
阪
あ
て
書
簡
で
、
再
び
法
華
経
の
教
え
を
説
く
。

※
六
月
三
〇
日 

 

岩
手
病
院
で
診
察
。
肋
膜
の
疾
病
を
指
摘
さ
れ
る
。
結
核
の

は
じ
ま
り
と
さ
れ
る
。

※
七
月 
四
日 

 

河
本
義
行
か
ら
保
阪
へ
の
書
簡
で
、
賢
治
の
消
息
が
伝
え
ら
れ
る
。

〈
私
の
い
の
ち
も
あ
と
十
五
年
は
あ
る
ま
い
と
。
淋
し
い
、
限
り
な
く

淋
し
い
ひ
び
き
を
持
つ
た
言
葉
を
残
し
て
汽
車
に
乗
つ
た
〉
と
。

こ
の
日
、
賢
治
は
静
養
に
つ
と
め
る
た
め
花
巻
の
実
家
へ
帰
っ
た
。

あ
る
事
を
幾
分
な
り
と
も
御
信
じ
下
さ
れ
本
気
に
一
品
で
も
御
読

み
下
さ
い
　
そ
し
て
今
に
私
に
も
教
へ
て
下
さ
い
。〉
と
記
す
。〈
赤

い
教
巻
〉と
は
先
に
送
っ
て
い
た
島
地
大
等
編
著『
漢
和
対
照
　
妙

法
蓮
華
教
』
の
こ
と
。

※
春
（
時
期
不
明
）  
菜
食
を
主
と
す
る
よ
う
に
な
る
。〈
私
は
春
か
ら
生
物
の
か
ら
だ
を

食
ふ
の
を
や
め
ま
し
た
。〉
と
保
阪
あ
て
書
簡
に
あ
る
。

※
四
月 

一
日 

 

盛
岡
高
等
農
林
学
校
へ
研
究
生
と
し
て
入
学
。

※
四
月
一
八
日 

 

級
友
だ
っ
た
佐
々
木
又
治
あ
て
書
簡
。
な
か
で〈
私
ハ
後
ニ
兵
隊

ニ
デ
モ
行
ツ
テ
戦
ニ
デ
モ
出
タ
ラ
コ
ン
ナ
事
ヲ
思
ヒ
出
ス
ダ
ラ
ウ
ト

思
ヒ
マ
ス
。〉
と
記
す
。〈
コ
ン
ナ
事
〉
と
は
、
賢
治
の
た
め
に
、

父
親
が
背
嚢
の
な
か
へ
薄
荷
糖
を
そ
っ
と
入
れ
て
お
い
て
く
れ
た

こ
と
を
指
す
。

※
四
月
一
八
日 

 

級
友
だ
っ
た
成
瀬
金
太
郎
あ
て
書
簡
。
法
華
経
に
帰
命
し
奮
励

す
る
こ
と
を
勧
め
る
。

※
四
月
三
〇
日
か 

 

徴
兵
検
査
。
賢
治
は
第
二
乙
種
で
あ
っ
た
。〈
君
は
心
臓
が
弱
い
ね
。〉

と
軍
医
に
言
わ
れ
、
賢
治
は
〈
か
ら
だ
が
無
暗
に
軽
く
又
ひ
つ
そ
り

と
し
た
様
に
思
〉
っ
た
と
記
す
（
保
阪
あ
て
書
簡
）。

※
五
月
一
〇
日 

 

盛
岡
高
等
農
林
学
校
で
実
験
指
導
補
助
を
嘱
託
さ
れ
る
。
関
教
授
が

賢
治
の
身
分
を
保
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
。
給
費
は
年
額
一
五
〇
円

ほ
ど
。
た
だ
賢
治
は
こ
の
仕
事
に
乗
り
気
で
は
な
か
っ
た
。

※
六
月
二
〇
日
頃 

 

保
阪
あ
て
書
簡
の
な
か
で
、〈
不
孝
の
事
で
す
が
私
は
妻
を
貰
つ

て
母
を
安
心
さ
せ
又
母
の
劬
労
を
軽
く
す
る
と
云
ふ
事
を
致
し
ま

せ
ん
。〉
と
記
す
。
妻
帯
否
定
の
理
由
は
、
法
華
経
信
仰
の
道
に

入
る
た
め
と
し
て
い
る
。
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を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
に
、〈
あ
と
十
五
年
〉
の
い
の
ち
を
覚
悟
さ
せ
た
病
気
は
、

〈
す
っ
か
り
治
り
ま
し
た
〉
と
、
賢
治
が
保
阪
嘉
内
に
伝
え
た
経
緯
を
紹
介
し
た
。

し
か
し
、
同
じ
保
阪
あ
て
書
簡
で
、
わ
ず
か
八
日
後
の
文
面
は
、〈
胸
が
苦
し
く
て

仕
方
な
か
っ
た
の
で
す
〉が
記
載
さ
れ
る
。
再
び
死
の
影
が
賢
治
を
襲
っ
て
い
る
の
だ
。

　
関
連
し
て
別
の
証
言
を
紹
介
し
て
お
く
。
盛
岡
高
等
農
林
学
校
の
助
教
授
、
小
泉

多
三
郎
は
こ
の
夏
、
賢
治
と
一
緒
に
林
業
調
査
に
出
か
け
た
。
北
上
川
水
系
の
豊
沢
川

な
ど
の
川
筋
を
踏
査
す
る
「
山
歩
き
」
だ
っ
た
。
七
月
の
下
旬
か
ら
八
月
の
上
旬
の

頃
で
、
猛
暑
の
な
か
だ
っ
た
と
い
う
。
時
期
を
考
え
る
と
、
鈴
木
医
師
の
太
鼓
判

〈
歩
き
て
も
差
支
な
し
〉
を
受
け
て
の
山
行
と
も
考
え
ら
れ
る
。
山
行
中
、
賢
治
と
対
話

し
続
け
た
小
泉
は
そ
の
博
学
に
驚
い
た
と
い
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
彼
は
異
様
な
賢

治
の
す
が
た
を
覚
え
て
い
た
。

〈
鉛
温
泉
の
後
の
山
を
越
し
て
石
鳥
谷
方
面
へ
出
る
時
、
夏
の
盛
り
に
僕
な
ど
は

文
字
通
り
の
流
汗
り
ん
り
で
あ
つ
た
が
君
は
寒
い
と
云
ひ
だ
し
た
。
そ
こ
で
君
の

体
は
常
人
と
は
全
く
反
対
だ
、
医
者
に
診
断
し
て
貰
ふ
て
は
ど
う
だ
と
す
ゝ
め
た

事
を
記
憶
し
て

34

居
る
。〉

　
猛
暑
の
夏
に
「
寒
い
」
と
言
い
出
す
の
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
。
自
覚
症
状
が

あ
る
の
だ
。〈
す
っ
か
り
治
り
ま
し
た
〉
は
仮
装
で
あ
り
、
賢
治
は
ひ
そ
か
に
独
り
悩
み

続
け
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
彼
は
、
心
を
割
っ
て
話
せ
る

保
阪
に
仮
装
を
解
き
、「
胸
が
苦
し
い
」
を
告
白
し
た
。
そ
れ
が
七
月
二
五
日
付
の

書
簡
文
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、「
一
九
一
八
年
夏
」
を
迎
え
る
時
期
、
賢
治
の

心
は
不
吉
な
死
の
影
を
ず
っ
と
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
を
深
く
刻
み
な
が
ら
作
家
は

筆
を
執
り
だ
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
実
家
静
養
中
、
農
林
学
校
を
退
学
す
る
相
談
が
あ
っ
た
と

さ
れ
る
。

※
七
月
一
四
日 

 

ト
シ
、
花
巻
の
実
家
へ
帰
省
す
る
。

※
七
月
一
七
日 

 

保
阪
あ
て
書
簡
で
、
肋
膜
が
悪
い
と
さ
れ
た
が
、〈
今
は
す
っ
か
り

治
り
ま
し
た
〉
と
記
す
。

※
七
月
二
〇
日 

 

関
教
授
の
私
宅
を
訪
問
し
、
退
学
し
た
い
旨
を
伝
え
る
。

※
七
月
二
五
日 

 

保
阪
へ
書
簡
。
な
か
で
以
下
を
記
す
。〈
私
は
先
日
肋
膜
が
ど
う
も

工
合
悪
く
な
り
さ
う
だ
か
ら
山
歩
き
を
止
め
ろ
と
云
ふ
医
者
の
勧
め

と
父
が
病
気
な
為
と
に
よ
り
学
校
へ
は
も
う
行
か
な
い
こ
と
に
き
め

ま
し
た
。
け
れ
ど
も
と
に
か
く
予
定
の
地
質
調
査
丈
は
す
る
つ
も
り

で
ゐ
ま
す
。
／
こ
れ
か
ら
さ
き
と
て
も
私
に
は
労
働
ら
し
い
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
一
昨
日
等
も
歩
き
な
が
ら
胸
が
苦
し
く
て
仕
方
な

か
っ
た
の
で
す
。〉

※
八
月 

一
日 

 

満
二
二
歳
と
な
る
。（
戸
籍
簿
の
通
り
と
し
た
場
合
）33

※
八
月
二
四
日 

 

実
験
指
導
補
助
の
職
を
解
か
れ
る
。
こ
の
措
置
は
賢
治
の
願
い

か
ら
で
あ
っ
た
。

※
八
月
（
推
定
） 

 

保
阪
へ
書
簡
。
な
か
で
以
下
を
記
す
。
〈
私
は
長
男
で
居
な
が
ら

家
を
持
つ
て
行
く
の
が
嫌
で
又
そ
の
才
能
が
な
い
の
で
す
。〉

　
列
記
の
煩は
ん

は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
リ
ス
ト
が
、
童
話
作
家
・
賢
治
の

初
発
前
夜
に
お
け
る
出
来
事
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
言
葉
が
こ
の
な
か

に
点
在
し
て
い
る
。

　
Ⅲ
項
の
記
述
を
ふ
ま
え
、
ま
ず
七
月
二
五
日
の
〈
胸
が
苦
し
く
て
仕
方
な
か
っ
た
〉
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を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
に
、〈
あ
と
十
五
年
〉
の
い
の
ち
を
覚
悟
さ
せ
た
病
気
は
、

〈
す
っ
か
り
治
り
ま
し
た
〉
と
、
賢
治
が
保
阪
嘉
内
に
伝
え
た
経
緯
を
紹
介
し
た
。

し
か
し
、
同
じ
保
阪
あ
て
書
簡
で
、
わ
ず
か
八
日
後
の
文
面
は
、〈
胸
が
苦
し
く
て

仕
方
な
か
っ
た
の
で
す
〉が
記
載
さ
れ
る
。
再
び
死
の
影
が
賢
治
を
襲
っ
て
い
る
の
だ
。

　
関
連
し
て
別
の
証
言
を
紹
介
し
て
お
く
。
盛
岡
高
等
農
林
学
校
の
助
教
授
、
小
泉

多
三
郎
は
こ
の
夏
、
賢
治
と
一
緒
に
林
業
調
査
に
出
か
け
た
。
北
上
川
水
系
の
豊
沢
川

な
ど
の
川
筋
を
踏
査
す
る
「
山
歩
き
」
だ
っ
た
。
七
月
の
下
旬
か
ら
八
月
の
上
旬
の

頃
で
、
猛
暑
の
な
か
だ
っ
た
と
い
う
。
時
期
を
考
え
る
と
、
鈴
木
医
師
の
太
鼓
判

〈
歩
き
て
も
差
支
な
し
〉
を
受
け
て
の
山
行
と
も
考
え
ら
れ
る
。
山
行
中
、
賢
治
と
対
話

し
続
け
た
小
泉
は
そ
の
博
学
に
驚
い
た
と
い
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
彼
は
異
様
な
賢

治
の
す
が
た
を
覚
え
て
い
た
。

〈
鉛
温
泉
の
後
の
山
を
越
し
て
石
鳥
谷
方
面
へ
出
る
時
、
夏
の
盛
り
に
僕
な
ど
は

文
字
通
り
の
流
汗
り
ん
り
で
あ
つ
た
が
君
は
寒
い
と
云
ひ
だ
し
た
。
そ
こ
で
君
の

体
は
常
人
と
は
全
く
反
対
だ
、
医
者
に
診
断
し
て
貰
ふ
て
は
ど
う
だ
と
す
ゝ
め
た

事
を
記
憶
し
て
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居
る
。〉

　
猛
暑
の
夏
に
「
寒
い
」
と
言
い
出
す
の
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
。
自
覚
症
状
が

あ
る
の
だ
。〈
す
っ
か
り
治
り
ま
し
た
〉
は
仮
装
で
あ
り
、
賢
治
は
ひ
そ
か
に
独
り
悩
み

続
け
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
彼
は
、
心
を
割
っ
て
話
せ
る

保
阪
に
仮
装
を
解
き
、「
胸
が
苦
し
い
」
を
告
白
し
た
。
そ
れ
が
七
月
二
五
日
付
の

書
簡
文
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、「
一
九
一
八
年
夏
」
を
迎
え
る
時
期
、
賢
治
の

心
は
不
吉
な
死
の
影
を
ず
っ
と
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
を
深
く
刻
み
な
が
ら
作
家
は

筆
を
執
り
だ
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
実
家
静
養
中
、
農
林
学
校
を
退
学
す
る
相
談
が
あ
っ
た
と

さ
れ
る
。

※
七
月
一
四
日 

 

ト
シ
、
花
巻
の
実
家
へ
帰
省
す
る
。

※
七
月
一
七
日 

 

保
阪
あ
て
書
簡
で
、
肋
膜
が
悪
い
と
さ
れ
た
が
、〈
今
は
す
っ
か
り

治
り
ま
し
た
〉
と
記
す
。

※
七
月
二
〇
日 

 
関
教
授
の
私
宅
を
訪
問
し
、
退
学
し
た
い
旨
を
伝
え
る
。

※
七
月
二
五
日 

 

保
阪
へ
書
簡
。
な
か
で
以
下
を
記
す
。〈
私
は
先
日
肋
膜
が
ど
う
も

工
合
悪
く
な
り
さ
う
だ
か
ら
山
歩
き
を
止
め
ろ
と
云
ふ
医
者
の
勧
め

と
父
が
病
気
な
為
と
に
よ
り
学
校
へ
は
も
う
行
か
な
い
こ
と
に
き
め

ま
し
た
。
け
れ
ど
も
と
に
か
く
予
定
の
地
質
調
査
丈
は
す
る
つ
も
り

で
ゐ
ま
す
。
／
こ
れ
か
ら
さ
き
と
て
も
私
に
は
労
働
ら
し
い
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
一
昨
日
等
も
歩
き
な
が
ら
胸
が
苦
し
く
て
仕
方
な

か
っ
た
の
で
す
。〉

※
八
月 

一
日 

 

満
二
二
歳
と
な
る
。（
戸
籍
簿
の
通
り
と
し
た
場
合
）33

※
八
月
二
四
日 

 

実
験
指
導
補
助
の
職
を
解
か
れ
る
。
こ
の
措
置
は
賢
治
の
願
い

か
ら
で
あ
っ
た
。

※
八
月
（
推
定
） 

 

保
阪
へ
書
簡
。
な
か
で
以
下
を
記
す
。
〈
私
は
長
男
で
居
な
が
ら

家
を
持
つ
て
行
く
の
が
嫌
で
又
そ
の
才
能
が
な
い
の
で
す
。〉

　
列
記
の
煩は
ん

は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
リ
ス
ト
が
、
童
話
作
家
・
賢
治
の

初
発
前
夜
に
お
け
る
出
来
事
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
言
葉
が
こ
の
な
か

に
点
在
し
て
い
る
。

　
Ⅲ
項
の
記
述
を
ふ
ま
え
、
ま
ず
七
月
二
五
日
の
〈
胸
が
苦
し
く
て
仕
方
な
か
っ
た
〉



― 145 ―

研
究
論
集
第
６
号
（2021

.3

）

十
二

　
鍵
と
な
る
言
葉
と
し
て
第
二
に
「
退
学
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
学
業
の
断
念
で
あ
る
。

研
究
生
と
し
て
学
校
に
残
り
、
学
問
の
世
界
で
生
き
て
い
く
こ
と
も
思
い
描
い
て

い
た
賢
治
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
自
己
否
定
と
も
い
え
る
事
態
で
あ
っ
た
。
実
は
中
学

卒
業
時
、
賢
治
は
成
績
が
芳
し
く
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
（
後
述
）、
上
級
学
校
へ
の

進
学
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
宮
澤
家
の
長
男
と
し
て
家
業
（
質
・
古
着
商
）
を
継
ぐ

人
生
が
待
っ
て
い
た
。
学
友
は
一
高
や
早
稲
田
に
進
ん
で
い
る
。
自
分
だ
け
が
実
家
の

店
番
で
あ
り
、
取
り
残
さ
れ
た
心
境
に
陥
っ
た
賢
治
の
憤
懣
は
当
時
の
短
歌
作
品
に

見
え
る37
。
賢
治
は
こ
の
ま
ま
故
郷
で
家
業
に
収
ま
る
の
を
潔
し
と
し
な
い
気
概
に

あ
ふ
れ
て
い
た
。
や
が
て
受
験
を
許
さ
れ
る
と
、
浪
人
の
彼
は
猛
勉
強
を
し
て
盛
岡

高
等
農
林
へ
の
入
学
を
果
た
す
。
入
学
後
も
学
修
に
精
励
し
た
の
は
、
卒
業
式
の

さ
い
に
行
わ
れ
た
特
待
生
選
定
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
る
。
学
業
優
秀
者

と
し
て
、
賢
治
は
卒
業
後
も
研
究
生
と
し
て
学
校
に
と
ど
ま
っ
た
。

　
関
連
し
て
、
賢
治
の
学
生
時
代
を
中
学
ま
で
遡
っ
て
み
た
い
。
盛
岡
中
学
時
代
の

彼
は
ぱ
っ
と
し
な
い
生
徒
だ
っ
た
。
成
績
は
だ
い
た
い
中
位
。
博
物
は
よ
く
で
き
た
。

国
漢
も
い
い
ほ
う
だ
っ
た
。
一
方
、
数
学
は
不
出
来
だ
っ
た
。
後
年
、
理
系
の
上
級

学
校
で
あ
る
農
林
学
校
へ
進
む
の
に
、
自
然
科
学
の
基
礎
学
問
と
も
い
え
る
数
学
が

不
得
手
で
落
第
点
も
と
っ
て
い
た
ら
し
い
の
は
目
を
引
く
。
ほ
か
に
苦
手
と
い
え
ば

体
操
も
あ
っ
た
。
賢
治
は
超
が
つ
く
ほ
ど
の
運
動
音
痴
だ
っ
た
の
だ（
こ
れ
ら
は
阿
部

孝
「
中
学
生
の
頃
」、
沢
田
藤
一
郎
「
中
学
の
頃
の
賢
治
君
」
に
拠
る38
）。
他
に
目
に

つ
く
の
は
、
文
才
が
評
価
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
盛
岡
中
学
の
「
大
正
三
年
三
月

卒
業
生
調39」
で
は
、
担
任
教
員
に
よ
る
成
績
評
価
が
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
人
物
評
価

に
あ
た
る
「
備
考
」
の
ら
ん
に
〈
文
才
ア
リ
〉
の
記
述
が
二
度
見
出
さ
れ
る
。
一
年

か
ら
五
年
生
ま
で
、〈
怜
悧
〉
の
記
載
は
一
貫
し
、
こ
れ
に
加
え
て
二
年
に
は
〈
狡

　
さ
て
、
リ
ス
ト
を
あ
た
る
な
か
で
、
作
家
誕
生
の
鍵
と
な
り
そ
う
な
言
葉
を
他
に

拾
っ
て
み
た
い
。
重
要
と
思
え
る
も
の
が
三
つ
あ
る
。

　
第
一
は
「
法
華
経
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
賢
治
の
文
学
史
に
と
っ
て
決
定
的
な
テ
ー
マ

で
あ
っ
た
。
賢
治
の
童
話
は
法
華
文
学
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
童
話
に
は

実
際
、
語
彙
や
テ
ー
マ
に
至
る
ま
で
、
法
華
経
の
影
響
が
複
雑
に
折
り
込
ま
れ
て

お
り
、
法
華
文
学
の
問
題
は
す
で
に
個
別
考
究
が
堆
積
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
銀
河

鉄
道
の
夜
」
の
分
析
の
な
か
で
西
田
良
子
は
、〈〔
諸
法
実
相
〕〔
一
切
皆
空
〕
の
法
華
経

的
認
識
に
立
っ
て
す
べ
て
の
事
象
を
〔
現
象
〕
と
み
る
時
、
そ
れ
ら
の
〔
現
象
〕
を
ひ
き
お

こ
し
て
い
る
様
々
な
因
縁
の
、
不
思
議
な
複
雑
な
か
ら
み
合
い
に
驚
嘆
し
、
自
分
自
身
も

そ
の
一
部
に
な
り
、
外
界
と
自
分
と
が
一
体
化
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
、
あ
の
、
神
秘

な
、
奇
妙
な
感
覚
を
、
賢
治
は
マ
ラ
ル
メ
の
「
目
が
く
ら
み
総
気
立
つ
」
と
い
う
表
現
に

触
発
さ
れ
て
、〔
だ
ま
つ
て
見
て
ゐ
る
と
何
だ
か
そ
の
中
へ
吸
い
込
ま
れ
て
し
ま
ふ
よ
う

な
気
が
す
る
〕
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
〉
と
述
べ
て
い
る
し（「
銀
河
鉄
道

の
夜
」
論 

ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
切
符35
）、
ま
た
吉
本
隆
明
は
、
銀
河
鉄
道
の
汽
車
の
な
か
で

ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
手
に
し
た
〈「
ほ
ん
た
う
の
天
上
へ
さ
へ
行
け
る
切
符
」、「
天
上
ど
こ
ぢ

ゃ
な
い
、
ど
こ
で
も
勝
手
に
あ
る
け
る
」
通
行
券
は
法
華
経
で
あ
っ
た
〉
と
示
し
て
い
る

（
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
父
と
は
な
に
か36
）。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
、
賢
治
作
品
と
法
華
経
と

の
深
い
関
わ
り
を
指
摘
し
た
、
膨
大
な
（
ほ
と
ん
ど
「
銀
河
」
級
の
）
論
点
中
ほ
ん

の
二
例
に
す
ぎ
な
い
。

　
法
華
経
信
仰
は
賢
治
に
と
っ
て
最
重
要
な
創
作
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
っ
た
こ
と
は

疑
い
え
な
い
。
そ
の
法
華
経
へ
の
傾
倒
を
示
す
く
だ
り
が
、「
作
家
誕
生
」
の
前
夜
と

お
ぼ
し
き
時
期
に
継
続
し
て
見
出
せ
る
。
こ
の
事
情
は
や
は
り
押
さ
え
て
お
き
た
い

と
こ
ろ
だ
。
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三

稗
貫
郡
東
北
部
の
土
性
調
査
に
出
か
け
て
い
る
。
調
査
は
順
調
に
す
す
み
、
二
二
日

に
は
予
定
よ
り
一
日
早
く
早
池
峯
山
の
調
査
を
終
え
た
よ
う
だ
。
賢
治
は
さ
ら
に
足
を

伸
ば
し
、
二
四
日
に
は
雨
ま
じ
り
の
強
風
の
な
か
山
行
を
続
け
た
、
と
父
に
葉
書
で

伝
え
て
い
る41
。
学
業
を
捨
て
家
業
へ
就
く
こ
と
を
選
ん
だ
賢
治
だ
が
、
土
性
調
査
の

あ
と
も
実
際
に
は
学
校
に
籍
を
お
い
た
ま
ま
で
お
り
、
結
局
、
一
九
二
〇
年
五
月
の

修
了
ま
で
在
籍
し
て
い
る
。
修
了
の
こ
ろ
に
助
教
授
へ
の
推
挙
の
話
も
あ
っ
た
と

い
う
が
（
父
に
よ
る
学
校
へ
の
寄
付
行
為
を
伴
う
話
だ
っ
た
ら
し
い
）、
学
者
へ
の

道
を
断
念
し
た
賢
治
の
意
志
は
明
確
で
、
辞
退
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
鍵
と
な
る
言
葉
の
第
三
は
、「
妻
帯
否
定
」
で
あ
る
。
と
も
に
保
阪
宛
書
簡

に
あ
る
、〈
私
は
妻
を
貰
つ
て
母
を
安
心
さ
せ
又
母
の
劬
労
を
軽
く
す
る
と
云
ふ
事
を

致
し
ま
せ
ん
〉
と
、〈
私
は
長
男
で
居
な
が
ら
家
を
持
つ
て
行
く
の
が
嫌
で
又
そ
の
才
能

が
な
い
の
で
す
〉
だ
が
、
前
者
は
あ
た
か
も
保
阪
を
「
折
伏
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
勢

い
の
文
面
の
な
か
で
記
載
さ
れ
た
一
文
で
あ
り
、
後
者
は
さ
ま
ざ
ま
に
近
況
を
報
告

す
る
な
か
で
示
さ
れ
た
心
境
の
一
つ
と
な
る
。

　
関
連
し
て
、
続
く
九
月
二
七
日
の
保
阪
あ
て
書
簡
に
あ
る
次
の
記
述
を
引
く
。

〈
小
生
も
事
情
さ
へ
許
す
な
ら
ば
出
京
勉
学
致
し
度
く
侯
へ
ど
も
只
今
の
処
に

て
は
家
事
上
並
に
身
体
上
の
都
合
に
依
り
蓋マ
マ

ろ
小
生
を
以
て
可
能
と
す
る
範
囲

の
労
働
に
従
事
致
す
を
以
て
最
適
と
す
る
次
第
に
御
座
候
／
最
早
林
業
に
て
も

農
業
に
て
も
小
生
に
小
生
の
家
庭（
父
母
）が
希
望
す
る
職
業
に
於
て
小
生
の
家

に
対
す
る
本
務
を
尽
し
度
き
考
に
有
之
侯
／
但
し
今
後
の
繋
累
は
断
じ
て
作
ら

ざ
る
決
心
に

42

御
座
候
〉

　
満
二
二
歳
に
な
っ
て
い
た
当
時
の
賢
治
が
、
夢
や
希
望
を
捨
て
、
侘
び
し
い
人
生

へ
の
道
筋
を
選
ぶ
理
由
と
し
て
、〈
家
事
上
並
に
身
体
上
の
都
合
〉
を
あ
げ
て
い
る
。

猾
〉、
五
年
に
〈
ヤ
ゝ
放
縦
〉
が
、
そ
し
て
〈
文
才
ア
リ
〉
は
こ
の
間
の
三
年
と
四
年
に

記
さ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
賢
治
は
中
途
半
端
な
学
力
を
も
っ
て
中
学
を
出
た
。
上
記
し
た

よ
う
に
、
そ
の
な
か
か
ら
奮
励
努
力
を
も
と
に
高
等
農
林
へ
進
み
、
卒
業
時
に
は

研
究
生
と
し
て
残
る
存
在
に
至
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
願
っ
て
も
な
い
人
生
の
展
開

だ
っ
た
の
か
。
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
。
晴
れ
て
研
究
生
と
な
っ
た
賢
治
は
そ
れ
に

満
足
し
没
頭
し
て
い
る
様
子
に
乏
し
い
。
ミ
ス
を
し
て
指
導
教
官
に
叱
ら
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
と
い
う
。〈
私
の
様
な
ぼ
ん
や
り
は
と
て
も
定
量
分
析
な
ど
の
様
な
精
密
な

仕
事
を
す
る
資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
〉
と
、
書
簡
を
通
し
て
保
阪
に
訴
え
て
い
る
し40
、
身

を
入
れ
て
研
究
に
従
事
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
様
子
が
あ
る
。
独
立
心
の
強
い

賢
治
は
研
究
室
で
の
徒
弟
的
作
業
に
耐
え
ら
れ
ぬ
も
の
を
自
覚
し
た
の
か
。
保
阪
の

退
学
事
件
な
ど
か
ら
、
学
校
へ
の
不
満
が
残
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
が

合
わ
さ
り
、
せ
っ
か
ち
な
面
も
あ
る
賢
治
は
つ
い
に
退
学
し
た
い
と
言
い
出
し
た

よ
う
だ
。

　
最
初
の
童
話
を
読
み
聞
か
せ
た
の
に
近
い
時
期
、
結
局
賢
治
は
、
自
ら
の
願
い
出

に
よ
っ
て
、
実
験
指
導
補
助
の
職
を
解
か
れ
て
い
る
。
こ
の
職
は
、
上
記
リ
ス
ト
に

あ
る
通
り
五
月
一
〇
日
に
嘱
託
さ
れ
て
お
り
、
関
教
授
の
期
待
と
厚
情
が
賢
治
に

注
が
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
と
同
時
に
、
実
験
指
導
補
助
職
は
、
学
者
・
研
究
者

へ
の
道
を
約
す
切
符
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
、
わ
ず
か
三
か
月
半
で

賢
治
は
自
ら
放
擲
す
る
。
解
職
は
八
月
二
四
日
。
そ
れ
は
ま
た
、
厭
が
っ
て
い
た

家
業
へ
、
質
・
古
着
商
店
の
店
番
へ
と
戻
る
立
場
に
な
っ
た
瞬
間
と
い
え
よ
う
。

　
も
っ
と
も
、
研
究
者
か
ら
家
業
を
背
負
う
道
へ
と
方
向
を
転
じ
た
あ
と
も
、
す
ぐ
に

研
究
生
生
活
か
ら
離
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
稗
貫
郡
か
ら
委
託
さ
れ
た
土
性
調
査
が

賢
治
に
は
残
っ
て
い
た
。
実
験
指
導
補
助
職
を
解
か
れ
た
の
ち
の
九
月
に
も
、
彼
は
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調
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、
二
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日
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は
予
定
よ
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一
日
早
く
早
池
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山
の
調
査
を
終
え
た
よ
う
だ
。
賢
治
は
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ら
に
足
を

伸
ば
し
、
二
四
日
に
は
雨
ま
じ
り
の
強
風
の
な
か
山
行
を
続
け
た
、
と
父
に
葉
書
で

伝
え
て
い
る41
。
学
業
を
捨
て
家
業
へ
就
く
こ
と
を
選
ん
だ
賢
治
だ
が
、
土
性
調
査
の

あ
と
も
実
際
に
は
学
校
に
籍
を
お
い
た
ま
ま
で
お
り
、
結
局
、
一
九
二
〇
年
五
月
の

修
了
ま
で
在
籍
し
て
い
る
。
修
了
の
こ
ろ
に
助
教
授
へ
の
推
挙
の
話
も
あ
っ
た
と

い
う
が
（
父
に
よ
る
学
校
へ
の
寄
付
行
為
を
伴
う
話
だ
っ
た
ら
し
い
）、
学
者
へ
の

道
を
断
念
し
た
賢
治
の
意
志
は
明
確
で
、
辞
退
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
鍵
と
な
る
言
葉
の
第
三
は
、「
妻
帯
否
定
」
で
あ
る
。
と
も
に
保
阪
宛
書
簡

に
あ
る
、〈
私
は
妻
を
貰
つ
て
母
を
安
心
さ
せ
又
母
の
劬
労
を
軽
く
す
る
と
云
ふ
事
を

致
し
ま
せ
ん
〉
と
、〈
私
は
長
男
で
居
な
が
ら
家
を
持
つ
て
行
く
の
が
嫌
で
又
そ
の
才
能

が
な
い
の
で
す
〉
だ
が
、
前
者
は
あ
た
か
も
保
阪
を
「
折
伏
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
勢

い
の
文
面
の
な
か
で
記
載
さ
れ
た
一
文
で
あ
り
、
後
者
は
さ
ま
ざ
ま
に
近
況
を
報
告

す
る
な
か
で
示
さ
れ
た
心
境
の
一
つ
と
な
る
。

　
関
連
し
て
、
続
く
九
月
二
七
日
の
保
阪
あ
て
書
簡
に
あ
る
次
の
記
述
を
引
く
。

〈
小
生
も
事
情
さ
へ
許
す
な
ら
ば
出
京
勉
学
致
し
度
く
侯
へ
ど
も
只
今
の
処
に

て
は
家
事
上
並
に
身
体
上
の
都
合
に
依
り
蓋マ
マ

ろ
小
生
を
以
て
可
能
と
す
る
範
囲

の
労
働
に
従
事
致
す
を
以
て
最
適
と
す
る
次
第
に
御
座
候
／
最
早
林
業
に
て
も

農
業
に
て
も
小
生
に
小
生
の
家
庭（
父
母
）が
希
望
す
る
職
業
に
於
て
小
生
の
家

に
対
す
る
本
務
を
尽
し
度
き
考
に
有
之
侯
／
但
し
今
後
の
繋
累
は
断
じ
て
作
ら

ざ
る
決
心
に

42

御
座
候
〉

　
満
二
二
歳
に
な
っ
て
い
た
当
時
の
賢
治
が
、
夢
や
希
望
を
捨
て
、
侘
び
し
い
人
生

へ
の
道
筋
を
選
ぶ
理
由
と
し
て
、〈
家
事
上
並
に
身
体
上
の
都
合
〉
を
あ
げ
て
い
る
。

猾
〉、
五
年
に
〈
ヤ
ゝ
放
縦
〉
が
、
そ
し
て
〈
文
才
ア
リ
〉
は
こ
の
間
の
三
年
と
四
年
に

記
さ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
賢
治
は
中
途
半
端
な
学
力
を
も
っ
て
中
学
を
出
た
。
上
記
し
た

よ
う
に
、
そ
の
な
か
か
ら
奮
励
努
力
を
も
と
に
高
等
農
林
へ
進
み
、
卒
業
時
に
は

研
究
生
と
し
て
残
る
存
在
に
至
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
願
っ
て
も
な
い
人
生
の
展
開

だ
っ
た
の
か
。
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
。
晴
れ
て
研
究
生
と
な
っ
た
賢
治
は
そ
れ
に

満
足
し
没
頭
し
て
い
る
様
子
に
乏
し
い
。
ミ
ス
を
し
て
指
導
教
官
に
叱
ら
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
と
い
う
。〈
私
の
様
な
ぼ
ん
や
り
は
と
て
も
定
量
分
析
な
ど
の
様
な
精
密
な

仕
事
を
す
る
資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
〉
と
、
書
簡
を
通
し
て
保
阪
に
訴
え
て
い
る
し40
、
身

を
入
れ
て
研
究
に
従
事
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
様
子
が
あ
る
。
独
立
心
の
強
い

賢
治
は
研
究
室
で
の
徒
弟
的
作
業
に
耐
え
ら
れ
ぬ
も
の
を
自
覚
し
た
の
か
。
保
阪
の

退
学
事
件
な
ど
か
ら
、
学
校
へ
の
不
満
が
残
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
が

合
わ
さ
り
、
せ
っ
か
ち
な
面
も
あ
る
賢
治
は
つ
い
に
退
学
し
た
い
と
言
い
出
し
た

よ
う
だ
。

　
最
初
の
童
話
を
読
み
聞
か
せ
た
の
に
近
い
時
期
、
結
局
賢
治
は
、
自
ら
の
願
い
出

に
よ
っ
て
、
実
験
指
導
補
助
の
職
を
解
か
れ
て
い
る
。
こ
の
職
は
、
上
記
リ
ス
ト
に

あ
る
通
り
五
月
一
〇
日
に
嘱
託
さ
れ
て
お
り
、
関
教
授
の
期
待
と
厚
情
が
賢
治
に

注
が
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
と
同
時
に
、
実
験
指
導
補
助
職
は
、
学
者
・
研
究
者

へ
の
道
を
約
す
切
符
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
、
わ
ず
か
三
か
月
半
で

賢
治
は
自
ら
放
擲
す
る
。
解
職
は
八
月
二
四
日
。
そ
れ
は
ま
た
、
厭
が
っ
て
い
た

家
業
へ
、
質
・
古
着
商
店
の
店
番
へ
と
戻
る
立
場
に
な
っ
た
瞬
間
と
い
え
よ
う
。

　
も
っ
と
も
、
研
究
者
か
ら
家
業
を
背
負
う
道
へ
と
方
向
を
転
じ
た
あ
と
も
、
す
ぐ
に

研
究
生
生
活
か
ら
離
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
稗
貫
郡
か
ら
委
託
さ
れ
た
土
性
調
査
が

賢
治
に
は
残
っ
て
い
た
。
実
験
指
導
補
助
職
を
解
か
れ
た
の
ち
の
九
月
に
も
、
彼
は
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な
さ
れ
て
お
り
、
新
説
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
比
べ
れ
ば
マ
イ
ナ
ー
だ
が
、

か
な
り
重
要
で
は
な
い
か
と
本
稿
は
捉
え
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
。
Ｅ
は
根
本
的
な

論
議
だ
が
、
代
表
的
な
見
方
を
一
つ
示
す
。

Ａ
：
自
子
代
償
説

　
こ
の
説
は
専
ら
、『
兄
の
ト
ラ
ン
ク
』
に
出
て
く
る
、
清
六
の
次
の
証
言
を
引
用

す
る
こ
と
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ト
シ
発
病
の
報
を
受
け
、
大
ト
ラ
ン
ク
を
持
っ
て

花
巻
に
帰
郷
し
た
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
ク
の
な
か
に
は
童
話
を

中
心
に
し
た
原
稿
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
た
。
賢
治
は
そ
の
原
稿
を
取
り
だ
し
て

読
み
な
が
ら
、
こ
う
語
っ
た
と
い
う
。〈
童わ
ら
し児

こ
さ
え
る
代
り
に
書
い
た
の

43

だ
も
や
〉。

す
ぐ
判
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
Ⅳ
項
で
示
し
た
第
三
の
鍵
言
葉
「
妻
帯
否
定
」
と
繋
が
る
。

子
ど
も
を
持
た
な
い
、
そ
の
代
わ
り
に
、
ま
さ
に
「
子
ど
も
」
と
し
て
こ
れ
ら
を

書
い
た
と
い
う
わ
け
で
、
な
ぜ
童
話
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
理
由
の

一
端
が
見
出
せ
る
。

Ｂ
：
法
華
文
学
説

　
Ⅳ
項
の
鍵
言
葉
の
第
一
「
法
華
経
」
に
関
わ
る
の
が
こ
の
説
で
あ
る
。
無
断
上
京

事
件
を
引
き
起
こ
し
て
故
郷
を
離
れ
た
賢
治
は
、
着
京
後
、
国
柱
会
の
活
動
に
参
加

す
る
。
や
が
て
熱
心
さ
が
認
め
ら
れ
、
賢
治
は
理
事
・
講
師
の
高
知
尾
智
耀
と
信
仰

談
が
交
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
賢
治
は
詩
歌
文
学
を
得
意
と

す
る
と
い
っ
た
の
で
、
高
知
尾
は
、〈
そ
の
詩
歌
文
学
の
上
に
純
粋
の
信
仰
が
に
じ
み

出
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
〉
と
い
う
話
を
し
た
と
い
う44
。
賢
治
は
の
ち
「
雨
ニ
モ

マ
ケ
ズ
」
が
記
さ
れ
た
手
帳
の
な
か
で
〈
高
知
尾
師
ノ
奨
メ
ニ
ヨ
リ
／
１
、
法
華
文
学

〈
家
事
上
の
都
合
〉
と
は
、
家
業
を
背
負
う
長
子
と
し
て
の
立
場
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

実
際
、〈
小
生
の
家
に
対
す
る
本
務
を
尽
し
度
き
考
〉
を
賢
治
は
表
明
し
て
い
る
。

〈
身
体
上
の
都
合
〉
は
、
本
書
で
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
で
、
早
世
の
予
感
を

伴
っ
た
自
身
の
宿
痾
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
引
用
中
、
暗
く
、
受
け
身
の

態
度
の
な
か
で
、
た
だ
一
つ
意
志
的
な
も
の
が
見
え
た
。〈
繋
累
は
断
じ
て
作
ら
ざ
る

決
心
に
御
座
候
〉
で
あ
る
。
法
華
経
行
者
と
し
て
の
信
念
に
加
え
て
、
病
身
を
抱
え
る

身
と
の
自
己
意
識
が
強
ま
り
、
つ
い
に
は
断
念
の
強
烈
な
意
向
が
示
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
研
究
者
生
活
、
長
男
と
し
て
の
役
割
も
背
負
っ
た
家
庭
の
構
築
…
…
二
二
歳

の
賢
治
は
、
責
任
を
果
た
し
落
ち
着
い
た
生
を
導
く
こ
れ
ら
将
来
の
状
景
か
ら
こ
と

ご
と
く
決
別
し
、
侘
び
し
い
人
生
へ
下
降
せ
ん
と
意
を
確
か
に
し
て
い
た
の
だ
。

　
こ
れ
ら
が
、
出
発
点
と
お
ぼ
し
き
「
一
九
一
八
年
夏
」、
賢
治
の
身
体
と
精
神
に

到
来
し
て
い
た
事
態
で
あ
っ
た
。
あ
と
は
こ
れ
ら
を
咀
嚼
し
、
童
話
作
家
・
宮
澤

賢
治
の
誕
生
を
考
察
す
る
作
業
が
残
さ
れ
て
い
る
。

Ⅴ
：
動
機
に
つ
い
て
（
結
論
）

　
Ⅲ
、
Ⅳ
項
を
ふ
ま
え
、
本
Ⅴ
項
で
は
、
冒
頭
の
「
問
い
」
に
答
え
る
目
的
か
ら
、

宮
澤
賢
治
が
、
表
現
者
と
し
て
の
態
様
を
童
話
作
家
に
定
位
さ
せ
た
動
機
に
つ
い
て

検
討
す
る
。「
誕
生
」
に
関
わ
る
研
究
史
も
ふ
ま
え
つ
つ
、
以
下
、
Ａ
〜
Ｅ
に
分
類
し

説
明
し
て
い
き
た
い
。
Ａ
：
自
子
代
償
説
、
Ｂ
：
法
華
文
学
説
、
Ｃ
：
文
学
潮
流
説
、

Ｄ
：
早
世
意
識
説
、
Ｅ
：
資
質
論
で
あ
る
。
な
お
Ａ
Ｂ
は
童
話
選
択
の
理
由
と
し
て

研
究
史
上
、
中
心
的
に
唱
え
ら
れ
て
き
た
説
で
あ
り
、
Ｃ
も
一
定
の
研
究
実
績
が

重
な
る
。
Ｄ
は
本
稿
が
注
目
す
る
観
点
だ
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
言
及
は
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一
方
、
家
業
に
就
く
の
は
嫌
が
っ
た
。
そ
う
な
る
と
何
ら
か
の
職
業
を
他
に
目
ざ
さ

ね
ば
な
ら
な
い
。
東
京
に
出
て
起
業
活
動
を
行
う
プ
ラ
ン
は
父
親
の
反
対
に
遭
い

実
行
の
門
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
八
方
塞
が
り
の
な
か
か
ら
一
つ
の
可
能
性
が
浮
上

し
た
。
児
童
文
学
作
家
へ
の
道
で
あ
る
。
同
時
期
の
児
童
文
学
の
興
隆
は
、〈
文
才

ア
リ
〉
と
中
学
時
代
の
教
師
に
も
指
摘
さ
れ
た
賢
治
が
、
職
業
と
し
て
の
「
物
書
き
」

を
志
向
す
る
契
機
を
成
し
た
可
能
性
は
小
さ
く
な
い
は
ず
だ
。
実
際
、
賢
治
は
後
年
、

活
発
な
投
稿
・
売
り
込
み
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
時
期
は
、
童
話
作
家
と
し
て

爆
発
的
な
制
作
力
を
み
せ
た
一
九
二
一
年
半
ば
以
降
で
あ
っ
た
。『
赤
い
鳥
』
も
投
稿

対
象
だ
っ
た
が
、
賢
治
の
文
学
は
同
誌
の
カ
ラ
ー
に
合
わ
ず
、
採
用
は
な
さ
れ
ず

仕
舞
い
と
な
っ
て
い
る
。「
一
九
一
八
年
夏
」
の
賢
治
は
、
自
身
の
資
質
に
も
合
致
す
る

同
時
代
の
文
学
潮
流
に
背
中
を
押
さ
れ
、「
童
話
」
と
い
う
形
を
選
択
し
た
と
い
う

見
方
に
は
、
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｄ
：
早
世
意
識
説

　
こ
れ
は
本
稿
が
強
調
し
た
い
と
こ
ろ
で
、
Ⅲ
、
Ⅳ
項
で
い
く
つ
か
材
料
を
示
し
た
。

Ａ
と
も
重
な
る
見
方
だ
が
、〈
才
能
が
な
い
〉
と
ま
で
断
じ
て
生
家
の
桎
梏
か
ら
テ
イ
ク

オ
フ
を
望
む
モ
チ
ー
フ
が
強
い
Ａ
に
対
し
て
、
Ｄ
は
よ
り
内
面
的
で
暗
鬱
な
自
己
認
識

と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
早
世
の
思
い
が
、
未
来
の
あ
る
子
ど
も
に
、
自
分
の
夢
や

理
想
を
託
す
志
向
に
結
実
し
、
創
作
童
話
と
い
う
形
式
を
求
め
た
と
捉
え
る
の
が
こ

の
説
と
い
え
よ
う
。
幼
い
弟
に
、〈
目
を
き
ら
き
ら
さ
せ
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
に

ど
ん
な
素
晴
ら
し
い
こ
と
が
待
っ
て
い
る
か
を
予
期
し
て
い
た
よ
う
〉
に
語
っ
た
と
い
う

賢
治
の
す
が
た
は
、
起
点
に
立
つ
作
家
の
早
世
意
識
の
強
さ
を
、
却
っ
て
示
唆
す
る

も
の
で
は
な
い
か
。

ノ
創
作
〉
と
記
し
た
（
一
三
五
頁
）。
対
向
の
一
三
六
頁
に
は
〈
妙
法
蓮
華
経
全
品
〉
と

赤
鉛
筆
で
書
い
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
「
法
華
文
学
」
と
い
う
位
置
付
け
は
、
賢
治

自
身
が
後
年
の
ノ
ー
ト
に
て
自
ら
行
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
民
衆
布
教
に
積
極
的
な

国
柱
会
と
関
わ
る
な
か
で
得
た
方
向
性
で
あ
り
、
自
得
の
た
め
で
は
な
く
、
一
般
へ
の

啓
蒙
の
目
的
を
抱
い
た
布
教
文
学
の
志
向
と
い
え
た
。
こ
れ
が
賢
治
の
関
心
・
志
向
も

あ
り
、
そ
の
対
象
を
ま
だ
心
の
柔
ら
か
い
子
ど
も
に
向
か
わ
せ
、
童
話
作
家
を
誕
生

さ
せ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

Ｃ
：
文
学
潮
流
説

　
賢
治
が
文
学
に
取
り
組
ん
だ
時
期
は
、
日
本
に
お
け
る
近
代
児
童
文
学
の
興
隆
期

だ
っ
た
。
明
治
期
の
児
童
向
け
物
語
は
「
お
伽
話
」
と
い
わ
れ
、
兄
に
あ
た
る
年
長
者

が
小
さ
い
弟
妹
を
喜
ば
せ
よ
う
と
し
て
語
る
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
お
り
、
教
訓
色
も

強
か
っ
た
。
創
作
も
あ
っ
た
が
、
既
存
の
国
内
外
の
昔
話
や
寓
話
な
ど
を
わ
か
り

や
す
く
再
話
し
た
作
品
が
多
く
を
占
め
た
。
こ
こ
か
ら
自
立
し
た
芸
術
を
目
ざ
し
て

児
童
文
学
は
急
成
長
し
て
い
く
。「
お
伽
話
か
ら
文
芸
へ
」
質
的
な
転
換
が
な
さ
れ
た

の
は
大
正
時
代
で
あ
る
。
浜
田
廣
介
、
小
川
未
明
、
坪
田
譲
治
と
い
っ
た
旗
手
た
ち
が

次
々
と
デ
ビ
ュ
ー
し
、「
む
く
鳥
の
夢
」「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
な
ど
現
在
で
も
読
み

継
が
れ
る
作
品
が
登
場
し
た
。
児
童
文
学
史
の
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
る
鈴
木
三
重
吉
主
宰

『
赤
い
鳥
』
が
創
刊
さ
れ
た
の
は
一
九
一
八
年（
大
正
七
）。
ま
さ
に
「
一
九
一
八
年
夏
」

の
そ
の
年
で
あ
る
。
児
童
文
学
は
、
賢
治
が
作
家
と
し
て
活
動
を
は
じ
め
た
と
さ
れ
る

時
点
で
、
一
気
に
存
在
感
を
増
し
た
文
学
の
ニ
ュ
ー
フ
ェ
イ
ス
だ
っ
た
の
だ
。
散
文
の

筆
を
執
り
だ
し
た
賢
治
に
と
っ
て
、
気
に
な
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
事
情
は
、
Ⅳ
項
の
鍵
言
葉
第
二
「
退
学
」
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ

な
い
か
。
す
な
わ
ち
職
業
の
問
題
で
あ
る
。
賢
治
は
学
者
へ
の
道
を
放
擲
し
た
。
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一
方
、
家
業
に
就
く
の
は
嫌
が
っ
た
。
そ
う
な
る
と
何
ら
か
の
職
業
を
他
に
目
ざ
さ

ね
ば
な
ら
な
い
。
東
京
に
出
て
起
業
活
動
を
行
う
プ
ラ
ン
は
父
親
の
反
対
に
遭
い

実
行
の
門
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
八
方
塞
が
り
の
な
か
か
ら
一
つ
の
可
能
性
が
浮
上

し
た
。
児
童
文
学
作
家
へ
の
道
で
あ
る
。
同
時
期
の
児
童
文
学
の
興
隆
は
、〈
文
才

ア
リ
〉
と
中
学
時
代
の
教
師
に
も
指
摘
さ
れ
た
賢
治
が
、
職
業
と
し
て
の
「
物
書
き
」

を
志
向
す
る
契
機
を
成
し
た
可
能
性
は
小
さ
く
な
い
は
ず
だ
。
実
際
、
賢
治
は
後
年
、

活
発
な
投
稿
・
売
り
込
み
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
時
期
は
、
童
話
作
家
と
し
て

爆
発
的
な
制
作
力
を
み
せ
た
一
九
二
一
年
半
ば
以
降
で
あ
っ
た
。『
赤
い
鳥
』
も
投
稿

対
象
だ
っ
た
が
、
賢
治
の
文
学
は
同
誌
の
カ
ラ
ー
に
合
わ
ず
、
採
用
は
な
さ
れ
ず

仕
舞
い
と
な
っ
て
い
る
。「
一
九
一
八
年
夏
」
の
賢
治
は
、
自
身
の
資
質
に
も
合
致
す
る

同
時
代
の
文
学
潮
流
に
背
中
を
押
さ
れ
、「
童
話
」
と
い
う
形
を
選
択
し
た
と
い
う

見
方
に
は
、
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｄ
：
早
世
意
識
説

　
こ
れ
は
本
稿
が
強
調
し
た
い
と
こ
ろ
で
、
Ⅲ
、
Ⅳ
項
で
い
く
つ
か
材
料
を
示
し
た
。

Ａ
と
も
重
な
る
見
方
だ
が
、〈
才
能
が
な
い
〉
と
ま
で
断
じ
て
生
家
の
桎
梏
か
ら
テ
イ
ク

オ
フ
を
望
む
モ
チ
ー
フ
が
強
い
Ａ
に
対
し
て
、
Ｄ
は
よ
り
内
面
的
で
暗
鬱
な
自
己
認
識

と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
早
世
の
思
い
が
、
未
来
の
あ
る
子
ど
も
に
、
自
分
の
夢
や

理
想
を
託
す
志
向
に
結
実
し
、
創
作
童
話
と
い
う
形
式
を
求
め
た
と
捉
え
る
の
が
こ

の
説
と
い
え
よ
う
。
幼
い
弟
に
、〈
目
を
き
ら
き
ら
さ
せ
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
に

ど
ん
な
素
晴
ら
し
い
こ
と
が
待
っ
て
い
る
か
を
予
期
し
て
い
た
よ
う
〉
に
語
っ
た
と
い
う

賢
治
の
す
が
た
は
、
起
点
に
立
つ
作
家
の
早
世
意
識
の
強
さ
を
、
却
っ
て
示
唆
す
る

も
の
で
は
な
い
か
。

ノ
創
作
〉
と
記
し
た
（
一
三
五
頁
）。
対
向
の
一
三
六
頁
に
は
〈
妙
法
蓮
華
経
全
品
〉
と

赤
鉛
筆
で
書
い
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
「
法
華
文
学
」
と
い
う
位
置
付
け
は
、
賢
治

自
身
が
後
年
の
ノ
ー
ト
に
て
自
ら
行
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
民
衆
布
教
に
積
極
的
な

国
柱
会
と
関
わ
る
な
か
で
得
た
方
向
性
で
あ
り
、
自
得
の
た
め
で
は
な
く
、
一
般
へ
の

啓
蒙
の
目
的
を
抱
い
た
布
教
文
学
の
志
向
と
い
え
た
。
こ
れ
が
賢
治
の
関
心
・
志
向
も

あ
り
、
そ
の
対
象
を
ま
だ
心
の
柔
ら
か
い
子
ど
も
に
向
か
わ
せ
、
童
話
作
家
を
誕
生

さ
せ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

Ｃ
：
文
学
潮
流
説

　
賢
治
が
文
学
に
取
り
組
ん
だ
時
期
は
、
日
本
に
お
け
る
近
代
児
童
文
学
の
興
隆
期

だ
っ
た
。
明
治
期
の
児
童
向
け
物
語
は
「
お
伽
話
」
と
い
わ
れ
、
兄
に
あ
た
る
年
長
者

が
小
さ
い
弟
妹
を
喜
ば
せ
よ
う
と
し
て
語
る
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
お
り
、
教
訓
色
も

強
か
っ
た
。
創
作
も
あ
っ
た
が
、
既
存
の
国
内
外
の
昔
話
や
寓
話
な
ど
を
わ
か
り

や
す
く
再
話
し
た
作
品
が
多
く
を
占
め
た
。
こ
こ
か
ら
自
立
し
た
芸
術
を
目
ざ
し
て

児
童
文
学
は
急
成
長
し
て
い
く
。「
お
伽
話
か
ら
文
芸
へ
」
質
的
な
転
換
が
な
さ
れ
た

の
は
大
正
時
代
で
あ
る
。
浜
田
廣
介
、
小
川
未
明
、
坪
田
譲
治
と
い
っ
た
旗
手
た
ち
が

次
々
と
デ
ビ
ュ
ー
し
、「
む
く
鳥
の
夢
」「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
な
ど
現
在
で
も
読
み

継
が
れ
る
作
品
が
登
場
し
た
。
児
童
文
学
史
の
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
る
鈴
木
三
重
吉
主
宰

『
赤
い
鳥
』
が
創
刊
さ
れ
た
の
は
一
九
一
八
年（
大
正
七
）。
ま
さ
に
「
一
九
一
八
年
夏
」

の
そ
の
年
で
あ
る
。
児
童
文
学
は
、
賢
治
が
作
家
と
し
て
活
動
を
は
じ
め
た
と
さ
れ
る

時
点
で
、
一
気
に
存
在
感
を
増
し
た
文
学
の
ニ
ュ
ー
フ
ェ
イ
ス
だ
っ
た
の
だ
。
散
文
の

筆
を
執
り
だ
し
た
賢
治
に
と
っ
て
、
気
に
な
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
事
情
は
、
Ⅳ
項
の
鍵
言
葉
第
二
「
退
学
」
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ

な
い
か
。
す
な
わ
ち
職
業
の
問
題
で
あ
る
。
賢
治
は
学
者
へ
の
道
を
放
擲
し
た
。
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十
六

す
な
わ
ち
童
話
を
選
ん
だ
作
家
像
が
構
成
さ
れ
る
、
と
い
う
理
解
が
出
来
う
る
。

「
一
九
一
八
年
夏
」
と
い
う
仮
説
に
立
ち
、「
な
ぜ
童
話
作
家
に
な
っ
た
の
か
」
と
い
う

問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
こ
の
構
成
的
説
明
を
示
す
の
が
本
稿
の
結
論
と
な
る
。

な
お
本
稿
は
さ
ら
に
、「
一
九
一
八
年
夏
」
説
か
ら
離
れ
て
も
、
概
ね
こ
の
理
解
は

成
り
立
ち
う
る
と
も
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
最
も
高
い
「
上
部
構
造
」
を
成
す
と

い
っ
て
も
、
Ｃ
が
重
要
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
な
い
こ
と
は
付
言
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
。

引
用
文
献
・
注

１
　
賢
治
自
身
は
「
少
年
小
説
」
等
の
表
現
も
使
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
子
ど
も
向
け

散
文
作
品
の
意
と
し
て
、広
義
に
て
「
童
話
」
を
使
用
す
る
。
な
お
、「
少
年
小
説
」
は
、

「
ポ
ラ
ー
ノ
の
広
場
」
な
ど
四
篇
を
そ
う
総
称
し
た
賢
治
の
メ
モ
に
拠
る
が
、
こ
の

メ
モ
は
、
四
篇
が
童
話
で
な
い
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
は
、
天
沢
退
二
郎

も
「〈
賢
治
童
話
〉
と
は
何
か
」（
後
述
）
で
指
摘
し
て
い
る
。

２
　
賢
治
は
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
の
語
を
頻
繁
に
使
う
が
、
こ
ち
ら
も
広
義
に
て
「
詩
」

と
す
る
。

３
　
筑
摩
書
房
、
１
９
９
５
〜
２
０
０
９
。
以
下
、『
新
校
本
』
と
略
称
す
る
。

４
　
天
沢
退
二
郎
「〈
賢
治
童
話
〉
と
は
何
か
」、
國
文
學
編
集
部
編
『
宮
沢
賢
治
の
全
童

話
を
読
む
』
學
燈
社
、
２
０
０
８
，
p. 

７

５
　
賢
治
の
短
歌
制
作
は
、
研
究
史
上
「
歌
稿
Ｂ
」
と
称
さ
れ
る
作
品
群
に
対
す
る
考
証

に
基
づ
け
ば
、
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
二
）
四
月
ま
で
遡
れ
る
。
当
時
の
賢
治
は

一
二
歳
で
、
盛
岡
中
学
入
学
が
そ
の
四
月
に
あ
っ
た
。

６
　
一
九
一
七
年（
大
正
六
）七
月
刊
の
創
刊
号
で
、賢
治
は「
み
ふ
ゆ
の
ひ
の
き
」一
二
首
、

「
ち
ゃ
ん
が
ち
ゃ
が
う
ま
こ
」
八
首
を
発
表
し
た
。
同
号
で
は
ほ
か
に
短
篇
「『
旅
人

Ｅ
：
資
質
論

　
こ
れ
は
「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
自
体
を
溶
解
さ
せ
る
論
点
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち

童
話
志
向
は
賢
治
の
資
質
の
な
か
に
、
本
源
的
に
あ
り
、
賢
治
は
自
然
と
童
話
に

向
か
っ
た
の
だ
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
拠
る
代
表
的
な
見
方
を
、
唐
木

順
三
が
示
し
て
い
る
。
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
）
五
月
、「
中
学
生
全
集
」
の
一
冊

と
し
て
筑
摩
書
房
か
ら
『
宮
澤
賢
治
選
』
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
編
集
と
解
説
者

を
務
め
た
の
が
、
唐
木
だ
っ
た
。
彼
の
解
説
中
に
は
、
賢
治
文
学
の
「
形
式
」
に
つ

い
て
、
文
芸
評
論
家
と
し
て
の
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。

〈
賢
治
は
、
自
分
自
身
の
欲
に
と
ら
は
れ
た
り
、
自
分
一
人
よ
け
れ
ば
と
思
つ

た
り
す
る
ひ
と
た
ち
に
は
な
ん
の
興
味
を
も
た
ず
、
た
だ
「
し
や
く
に
さ
は
つ

て
た
ま
ら
な
い
」
ば
か
り
で
す
。
さ
う
い
ふ
連
中
が
早
く
な
く
な
る
こ
と
を
願

つ
て
ゐ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
近
代
の
文
学
は
一
般
に
、
さ
う
い
ふ
人
間
に
興
味

を
感
じ
、
さ
う
い
ふ
人
間
を
描
い
た
も
の
が
多
い
。
し
た
が
つ
て
賢
治
が
自
分

の
文
学
形
式
と
し
て
、
近
代
文
学
と
は
ち
が
ふ
形
式
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
つ

た
の
は
当
然
と
い
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
45。〉

　
賢
治
文
学
の
理
想
主
義
と
孤
立
性
に
つ
い
て
鋭
く
論
じ
た
わ
け
だ
が
、
童
話
と
い

う
形
式
の
選
択
は
、
賢
治
の
原
質
に
宿
っ
た
傾
向
と
深
く
関
係
が
あ
る
と
い
う
立
場

で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
Ｅ
は
基
底
的
要
因
、
Ｂ
を
思
想
的
動
機
、
Ａ
と
Ｄ
を
実
存
的
動

機
、
そ
し
て
、
Ｃ
を
実
際
的
動
機
と
分
類
す
る
こ
と
が
ひ
と
ま
ず
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
の
う
え
で
配
置
を
試
み
れ
ば
、
Ｅ
が
基
層
を
成
し
、
そ
の
上
に
Ｂ
と
Ａ
Ｄ
が
互
い
に

影
響
を
及
ぼ
し
な
が
ら
乗
り
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
Ｃ
が
乗
っ
て
、
全
体
で
動
機
、
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十
七

１
９
７
２
，
p. 

１
６
２

23
　『
新
校
本
』
前
掲
書
簡
本
文
篇
、
pp. 

９
３
―
９
４

24
　
父
政
次
郎
へ
の
六
月
二
四
日
付
書
簡
で
賢
治
は
本
件
を
報
告
し
て
い
る
。
上
掲
書
、

p. 

８
６

25
　『
新
校
本
』
第
一
六
巻
（
下
）
補
遺
・
資
料 

年
譜
篇
、
p. 

１
５
７

26
　『
新
校
本
』
前
掲
書
簡
本
文
篇
、
pp. 

６
８
―
６
９

27
　『
新
修
宮
沢
賢
治
全
集
』
第
八
巻
、
１
９
７
９
，
p. 

３
２
４

28
　
清
六
は
一
九
〇
四
年
生
ま
れ
で
、
賢
治
の
八
歳
年
下
で
あ
る
。

29
　
澤
村
修
治
編
著
『
宮
澤
賢
治
の
こ
と
ば
』
理
論
社
、
２
０
１
２
収
録
、「
ふ
し
ぎ
先
生
、

宮
澤
賢
治
」
①
〜
⑤
に
そ
の
一
端
は
記
さ
れ
て
い
る
。

30
　
七
月
八
日
付
。
堀
尾
青
史
「
未
発
表
資
料 

宮
沢
ト
シ
書
簡
集
」、『
ユ
リ
イ
カ
』
復
刊

一
周
年
記
念
七
月
臨
時
増
刊
「
総
特
集 

宮
澤
賢
治
」
収
録
、
同
誌
p. 

１
５
８

31
　『
新
校
本
』
前
掲
書
簡
本
文
篇
、
pp. 

９
６
―
９
７

32
　
上
掲
書
、
p. 

９
５

33
　
実
際
の
出
生
と
し
て
八
月
二
七
日
説
が
あ
る
。

34
　
小
泉
多
三
郎「
宮
沢
賢
治
君
を
憶
ふ
」『
宮
沢
賢
治
研
究
』二
号
、１
９
３
５
。『
新
校
本
』

前
掲
年
譜
篇
、
p. 

１
６
１

35
　
石
内
徹
編
『
宮
沢
賢
治
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
作
品
論
集
』（
日
本
近
代
文
学
作
品
論
集
成
⑨
）

ク
レ
ス
出
版
、
２
０
０
１
，
p. 

１
１
０

36
　
上
掲
書
、
p. 

１
７
１

37
　
た
と
え
ば
、
中
学
を
卒
業
し
一
度
家
業
に
就
い
た
一
七
歳
の
と
き
、〈
学
校
の
志
望
は

す
て
ぬ
木
々
の
青
弱
り
た
る
目
に
し
み
る
こ
ろ
か
な
〉と
心
情
を
短
歌
に
記
し
て
い
る
。

38
　『
新
校
本
』
上
掲
年
譜
篇
、
pp. 

９
２
―
９
３

39
　
上
掲
書
、
p. 

９
２

40
　『
新
校
本
』
前
掲
書
簡
本
文
篇
、
p. 

８
９

の
は
な
し
』
か
ら
」
が
収
録
さ
れ
、
こ
ち
ら
は
研
究
史
上
「
初
期
断
章
」
に
分
類

さ
れ
る
創
作
文
だ
が
、
寓
話
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
あ
る
も
の
の
、
童
話
と
し
て
の
位
置

づ
け
は
難
し
い
。

７
　
宮
沢
清
六
『
兄
の
ト
ラ
ン
ク
』
筑
摩
書
房
（
ち
く
ま
文
庫
）、
１
９
９
１
，
p. 

２
５
１

８
　
最
新
版
と
い
え
る
宮
沢
清
六
上
掲
書
（
文
庫
）
で
も
修
正
は
な
い
。

９
　『
新
校
本 

宮
澤
賢
治
全
集
』
筑
摩
書
房
、
第
一
六
巻
（
下
）
年
譜
篇
、
２
０
０
１
，

p. 

１
６
１
。
た
だ
し
、回
想
自
体
は〈
こ
の
夏
〉と
な
っ
て
お
り
、「
八
月
」で
は
な
い
。
　

＊
『
新
校
本 

宮
澤
賢
治
全
集
』
は
以
下
『
新
校
本
』
と
す
る
。

10
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
時
点
で
判
っ
て
い
る
評
伝
的
事
実
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

11
　
宮
沢
清
六
前
掲
書
、
p. 

２
５
１

12
　
同
上
。

13
　
後
年
大
幅
に
手
入
れ
を
施
し
、
改
題
さ
れ
て
「
家
長
制
度
」
と
な
っ
た
。

14
　『
新
校
本
』
第
一
二
巻
校
異
篇
、
１
９
９
５
，
p. 

１
７
４
，
１
７
８
，
１
８
０

15
　
上
掲
書
、
pp. 

１
７
９
―
１
８
０

16
　
上
掲
書
、
pp. 

１
７
５
―
１
７
６

17
　『
新
校
本
』
第
一
二
巻
本
文
篇
、
１
９
９
５
，
pp. 

２
６
２
―
２
６
３

18
　
一
九
二
一
年
一
月
中
旬
に
出
し
た
と
推
定
さ
れ
る
書
簡
。『
新
校
本
』
第
一
五
巻
書
簡

本
文
篇
、
１
９
９
５
，
pp. 

２
０
０
―
２
０
２
。
な
お
法
難
の
日
は
旧
暦
九
月
一
二
日
、

新
暦
一
〇
月
二
三
日
。

19
　
清
六
が
賢
治
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、〈
原
稿
用
紙
か
ら
字
が
飛
び
出
し
て
、
そ
こ
ら

あ
た
り
を
飛
び
ま
わ
っ
た
も
ん
だ
〉
が
あ
る
。
宮
沢
清
六
前
掲
書
、
p. 

８
９

20
　
賢
治
が
青
森
県
庁
に
勤
め
る
友
人
宮
本
友
一
に
出
し
た
も
の
。『
新
校
本
』
前
掲
書
簡

本
文
篇
、
pp. 

２
１
２
―
２
１
３

21
　
上
掲
書
、
pp. 

２
１
５
―
２
１
６

22
　
川
原
仁
左
エ
門
編
著
『
宮
沢
賢
治
と
そ
の
周
辺
』、
宮
沢
賢
治
と
そ
の
周
辺
刊
行
会
、
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十
七

１
９
７
２
，
p. 

１
６
２

23
　『
新
校
本
』
前
掲
書
簡
本
文
篇
、
pp. 

９
３
―
９
４

24
　
父
政
次
郎
へ
の
六
月
二
四
日
付
書
簡
で
賢
治
は
本
件
を
報
告
し
て
い
る
。
上
掲
書
、

p. 

８
６

25
　『
新
校
本
』
第
一
六
巻
（
下
）
補
遺
・
資
料 

年
譜
篇
、
p. 

１
５
７

26
　『
新
校
本
』
前
掲
書
簡
本
文
篇
、
pp. 

６
８
―
６
９

27
　『
新
修
宮
沢
賢
治
全
集
』
第
八
巻
、
１
９
７
９
，
p. 

３
２
４

28
　
清
六
は
一
九
〇
四
年
生
ま
れ
で
、
賢
治
の
八
歳
年
下
で
あ
る
。

29
　
澤
村
修
治
編
著
『
宮
澤
賢
治
の
こ
と
ば
』
理
論
社
、
２
０
１
２
収
録
、「
ふ
し
ぎ
先
生
、

宮
澤
賢
治
」
①
〜
⑤
に
そ
の
一
端
は
記
さ
れ
て
い
る
。

30
　
七
月
八
日
付
。
堀
尾
青
史
「
未
発
表
資
料 

宮
沢
ト
シ
書
簡
集
」、『
ユ
リ
イ
カ
』
復
刊

一
周
年
記
念
七
月
臨
時
増
刊
「
総
特
集 

宮
澤
賢
治
」
収
録
、
同
誌
p. 

１
５
８

31
　『
新
校
本
』
前
掲
書
簡
本
文
篇
、
pp. 

９
６
―
９
７

32
　
上
掲
書
、
p. 

９
５

33
　
実
際
の
出
生
と
し
て
八
月
二
七
日
説
が
あ
る
。

34
　
小
泉
多
三
郎「
宮
沢
賢
治
君
を
憶
ふ
」『
宮
沢
賢
治
研
究
』二
号
、１
９
３
５
。『
新
校
本
』

前
掲
年
譜
篇
、
p. 

１
６
１

35
　
石
内
徹
編
『
宮
沢
賢
治
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
作
品
論
集
』（
日
本
近
代
文
学
作
品
論
集
成
⑨
）

ク
レ
ス
出
版
、
２
０
０
１
，
p. 

１
１
０

36
　
上
掲
書
、
p. 

１
７
１

37
　
た
と
え
ば
、
中
学
を
卒
業
し
一
度
家
業
に
就
い
た
一
七
歳
の
と
き
、〈
学
校
の
志
望
は

す
て
ぬ
木
々
の
青
弱
り
た
る
目
に
し
み
る
こ
ろ
か
な
〉と
心
情
を
短
歌
に
記
し
て
い
る
。

38
　『
新
校
本
』
上
掲
年
譜
篇
、
pp. 

９
２
―
９
３

39
　
上
掲
書
、
p. 
９
２

40
　『
新
校
本
』
前
掲
書
簡
本
文
篇
、
p. 

８
９

の
は
な
し
』
か
ら
」
が
収
録
さ
れ
、
こ
ち
ら
は
研
究
史
上
「
初
期
断
章
」
に
分
類

さ
れ
る
創
作
文
だ
が
、
寓
話
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
あ
る
も
の
の
、
童
話
と
し
て
の
位
置

づ
け
は
難
し
い
。

７
　
宮
沢
清
六
『
兄
の
ト
ラ
ン
ク
』
筑
摩
書
房
（
ち
く
ま
文
庫
）、
１
９
９
１
，
p. 

２
５
１

８
　
最
新
版
と
い
え
る
宮
沢
清
六
上
掲
書
（
文
庫
）
で
も
修
正
は
な
い
。

９
　『
新
校
本 

宮
澤
賢
治
全
集
』
筑
摩
書
房
、
第
一
六
巻
（
下
）
年
譜
篇
、
２
０
０
１
，

p. 

１
６
１
。
た
だ
し
、回
想
自
体
は〈
こ
の
夏
〉と
な
っ
て
お
り
、「
八
月
」で
は
な
い
。
　

＊
『
新
校
本 

宮
澤
賢
治
全
集
』
は
以
下
『
新
校
本
』
と
す
る
。

10
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
時
点
で
判
っ
て
い
る
評
伝
的
事
実
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

11
　
宮
沢
清
六
前
掲
書
、
p. 

２
５
１

12
　
同
上
。

13
　
後
年
大
幅
に
手
入
れ
を
施
し
、
改
題
さ
れ
て
「
家
長
制
度
」
と
な
っ
た
。

14
　『
新
校
本
』
第
一
二
巻
校
異
篇
、
１
９
９
５
，
p. 
１
７
４
，
１
７
８
，
１
８
０

15
　
上
掲
書
、
pp. 

１
７
９
―
１
８
０

16
　
上
掲
書
、
pp. 

１
７
５
―
１
７
６

17
　『
新
校
本
』
第
一
二
巻
本
文
篇
、
１
９
９
５
，
pp. 

２
６
２
―
２
６
３

18
　
一
九
二
一
年
一
月
中
旬
に
出
し
た
と
推
定
さ
れ
る
書
簡
。『
新
校
本
』
第
一
五
巻
書
簡

本
文
篇
、
１
９
９
５
，
pp. 

２
０
０
―
２
０
２
。
な
お
法
難
の
日
は
旧
暦
九
月
一
二
日
、

新
暦
一
〇
月
二
三
日
。

19
　
清
六
が
賢
治
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、〈
原
稿
用
紙
か
ら
字
が
飛
び
出
し
て
、
そ
こ
ら

あ
た
り
を
飛
び
ま
わ
っ
た
も
ん
だ
〉
が
あ
る
。
宮
沢
清
六
前
掲
書
、
p. 

８
９

20
　
賢
治
が
青
森
県
庁
に
勤
め
る
友
人
宮
本
友
一
に
出
し
た
も
の
。『
新
校
本
』
前
掲
書
簡

本
文
篇
、
pp. 

２
１
２
―
２
１
３

21
　
上
掲
書
、
pp. 

２
１
５
―
２
１
６

22
　
川
原
仁
左
エ
門
編
著
『
宮
沢
賢
治
と
そ
の
周
辺
』、
宮
沢
賢
治
と
そ
の
周
辺
刊
行
会
、
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十
八

澤
村
修
治
編
著
『
宮
澤
賢
治
の
こ
と
ば

―
ほ
ん
と
う
の
幸
を
さ
が
し
に
』（
理
論
社
、

二
〇
一
二
年
）

澤
村
修
治
『
唐
木
順
三

―
あ
め
つ
ち
と
と
も
に
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
年
）

＊
澤
村
修
治
は
本
稿
筆
者
の
筆
名
で
あ
る
。

『
ユ
リ
イ
カ
』
復
刊
一
周
年
記
念
七
月
臨
時
増
刊
「
総
特
集 

宮
澤
賢
治
」（
第
二
巻
第
八
号
、

青
土
社
、
一
九
七
〇
年
）

よ
こ
て

　た
く
じ
：
淑
徳
大
学
　
人
文
学
部
　
教
授

41
　
上
掲
書
、
pp. 

１
０
４
―
１
０
５

42
　
上
掲
書
、
p. 

１
０
６

43
　
宮
沢
清
六
前
掲
書
、
p. 

８
９

44
　
高
知
尾
智
耀
「
宮
沢
賢
治
の
思
い
出
」、『
真
世
界
』
一
九
六
八
年
九
月
号
。『
新
校
本
』

前
掲
年
譜
篇
、
p. 

２
１
８
。
な
お
、
高
知
尾
と
賢
治
が
面
談
し
た
の
は
、
無
断
上
京

事
件
の
あ
っ
た
一
九
二
一
年
の
早
い
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
童
話
作
家
の
助
走
は
す

で
に
始
ま
っ
て
お
り
、
賢
治
の
志
向
を
後
押
し
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
見
ら
れ
よ
う
。

45
　
澤
村
修
治
『
唐
木
順
三
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
２
０
１
７
，
pp. 

２
９
６
―
２
９
７
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史
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書
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〇
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〇
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一

　（
論
　
文
）「

真
冬
」
か
ら
の
出
立

 

〜
整
理
と
検
討
・
宮
澤
賢
治
「
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
」
〜

横
　
手
　
拓
　
治

〈
要
　約
〉

短
歌
集
「
歌
稿
Ｂ
」
と
『
春
と
修
羅
』（
い
わ
ゆ
る
第
一
集
）の
境
界
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
「
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
」
は
、
凡
庸
な
短
歌
人
か
ら〈
世
界
的
な
詩
人
〉

（
草
野
心
平
）へ
と
、
韻
文
作
者
宮
澤
賢
治
が
変
容
を
遂
げ
た
移
行
期
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。
本
研
究
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
整
理
し
た
う

え
で
、
同
テ
ク
ス
ト
に
再
検
討
を
加
え
、
宮
澤
賢
治
に
お
け
る
詩
精
神
の
発
現
問
題
に
対
し
て
、
表
現
法
の
転
換
契
機
と
精
神
医
学
上
の
知
見
を
併
せ
て
考
察
し

た
も
の
で
あ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

宮
沢
賢
治
　
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
　
春
と
修
羅
　
パ
ト
グ
ラ
フ
ィ
　
ダ
ダ
イ
ズ
ム
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