
『
た
け
く
ら
べ
』
の
哀
感

一
語
り
の
手
法
1

重

松

宙♂じ、

子

'

 
『
た
け
く
ら
べ
』
を
叙
述
す
る
虚
構
の
言
表
主
体
の
特
質
は
、
そ
れ
が
あ
た

か
も
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
か
の
よ
う
な
身
体
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
の
ど
の
部
分
に
も
そ
の
肉
声
が
響
き
、
同
時
に
読
者
に
直
接

語
り
か
け
る
よ
う
な
対
話
性
を
有
し
て
い
る
。
即
ち
〈
語
り
〉
の
要
素
が
顕
著

で
あ
る
の
が
、
『
た
け
く
ら
べ
』
文
体
の
特
質
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

語
り
手
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
物
語
世
界
は
、
読
者
に
ど
の
よ
う
な
感
動
を
喚

起
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
語
り
手
の
機
能
を
分
析
し
つ
つ
、
物
語
が
ど
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
物
語
行
為
の
観
点
か
ら
考
察
を
す
す
め
て
み
た

い
。

T

 
廻
れ
ば
大
門
の
見
返
り
柳
い
と
長
け
れ
ど
、
お
歯
ぐ
ろ
溝
に
燈
火
う
つ
る

三
階
の
騒
ぎ
も
手
に
取
る
如
く
、
明
け
く
れ
な
し
の
車
の
行
来
に
は
か
り
知

ら
れ
ぬ
全
盛
を
う
ら
な
ひ
て
、
大
音
寺
前
と
名
は
仏
く
さ
け
れ
ど
、
さ
り
と

は
陽
気
の
町
と
住
み
た
る
人
の
巻
き
（
略
）
一
家
内
こ
れ
に
か
・
り
て
夫
れ

は
何
ぞ
と
問
ふ
に
、
知
ら
ず
や
霜
月
酉
の
日
例
の
神
社
に
欲
深
様
の
か
つ
ぎ

給
ふ
始
れ
ぞ
熊
手
の
下
こ
し
ら
へ
と
い
ふ
 
 
（
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
様
）

冒
頭
の
一
文
で
あ
る
が
、
語
り
手
は
吉
原
遊
廓
に
隣
接
し
た
大
音
寺
前
の
通
り

に
立
っ
て
、
不
夜
城
と
言
わ
れ
た
吉
原
の
明
か
り
を
見
、
そ
の
喧
騒
を
聞
い
て

い
る
。
や
が
て
通
り
の
方
へ
歩
み
を
進
め
な
が
ら
、
「
住
み
た
る
人
の
申
」
す

話
に
耳
を
傾
け
、
時
に
「
何
ぞ
」
と
語
り
か
け
て
、
そ
の
声
や
自
己
の
見
聞
を

読
者
へ
と
取
り
継
い
で
い
く
。
こ
の
よ
う
に
町
を
歩
き
な
が
ら
語
り
手
は
、

「
廓
者
」
と
い
わ
れ
る
「
売
色
を
業
と
す
る
も
の
・
余
を
享
く
る
を
辱
と
せ
ざ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

る
人
」
の
、
「
俗
の
俗
な
る
」
生
活
風
俗
を
次
々
に
紹
介
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 

 
山
田
有
策
氏
は
こ
の
よ
う
な
語
り
手
を
テ
レ
ビ
の
リ
ポ
ー
タ
ー
の
よ
う
だ

と
形
容
し
た
が
、
我
々
読
者
の
側
か
ら
す
る
と
、
テ
レ
ビ
画
面
の
中
で
町
の
様

子
を
伝
え
、
住
民
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
リ
ポ
ー
タ
ー
そ
の
人
の
姿
を
見
、
、
そ

の
声
を
聴
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
ゆ
即
ち
本
来
物
語
に
は
登
場

し
な
い
は
ず
の
語
り
手
な
が
ら
、
生
身
の
身
体
を
持
っ
た
登
場
人
物
で
あ
る
か

の
よ
う
に
そ
の
存
在
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

 
そ
の
よ
う
な
身
体
性
だ
け
で
な
く
、
語
り
手
の
機
能
と
し
て
、
読
者
に
直
接

働
き
か
け
る
よ
う
な
対
話
性
を
持
っ
て
い
る
の
も
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。
例
え

ば
、
「
秋
は
九
月
掛
和
賀
の
頃
の
大
路
を
見
給
へ
」
、
「
見
よ
や
縮
緬
の
上
製
」

な
ど
の
よ
う
に
、
読
者
に
直
接
呼
び
か
け
る
表
現
形
式
を
採
っ
て
い
る
。
ま
た
、
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「
若
者
が
気
組
み
思
ひ
や
る
べ
し
」
、
「
聞
か
ば
胆
も
つ
ぶ
れ
ぬ
べ
し
」
な
ど
の

よ
う
に
、
明
ら
か
に
読
者
を
意
識
し
た
語
り
が
み
ら
れ
る
。
語
り
手
の
顕
在
化
、

所
謂
作
者
の
顔
出
し
や
、
物
語
り
聞
か
せ
る
態
度
は
一
葉
作
品
の
特
徴
で
も
あ

り
、
こ
の
時
期
の
他
作
家
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
特
徴
で
も
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
対
読
者
意
識
の
強
い
発
話
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
『
た
け
く
ら
べ
』

の
著
し
い
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

 
語
り
手
は
こ
の
よ
う
に
語
り
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
を
そ
の
射
程
に

取
り
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
今
ま
さ
に
こ
の
語
り
の
現

場
に
居
合
わ
せ
て
い
る
か
の
よ
う
な
臨
場
感
を
読
者
に
与
え
て
い
く
効
果
を
発

揮
す
る
。
ま
た
「
見
よ
や
」
、
「
思
ひ
や
る
べ
し
」
な
ど
の
指
示
に
よ
っ
て
、
読

者
の
想
像
力
を
喚
起
し
つ
つ
、
語
り
手
の
開
示
す
る
物
語
世
界
へ
と
導
い
て
い

く
。
つ
ま
り
、
そ
の
対
話
性
が
強
い
程
読
者
の
物
語
へ
の
参
入
度
が
深
ま
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
方
で
は
、
語
り
手
の
評
価
軸
に
そ
っ
た
判
断
に
読
者
が

付
き
合
わ
さ
れ
る
結
果
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

 
さ
て
、
第
一
章
で
語
り
手
は
こ
の
町
に
住
む
人
々
の
生
活
風
俗
の
特
殊
性
や
、

一
般
市
民
社
会
と
は
異
質
の
価
値
観
を
も
つ
住
民
の
意
識
の
有
様
を
紹
介
し
て

い
る
。
特
に
子
供
た
ち
の
早
熟
ぶ
り
に
驚
き
の
目
を
向
け
て
い
る
が
、
娘
た
ち

に
つ
い
て
は
、

 
娘
は
大
籠
の
下
新
造
と
や
ら
、
七
軒
の
魚
屋
が
客
廻
し
と
や
ち
、
堤
燈
さ

げ
て
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
走
り
の
修
行
、
卒
業
し
て
何
に
か
な
る
、
と
か
く
は
檜

舞
台
と
見
た
つ
る
も
を
か
し
か
ら
ず
や
（
略
）
十
五
六
の
小
面
な
る
が
酸
漿

ふ
く
ん
で
降
下
は
と
目
を
ふ
さ
ぐ
人
も
あ
る
べ
し
、
所
が
ら
是
非
も
な
や

と
語
ら
れ
て
い
る
。
「
卒
業
し
て
何
に
か
な
る
」
と
疑
問
の
形
で
提
出
さ
れ
て

は
い
る
が
、
遊
女
に
な
る
と
い
う
娘
の
将
来
を
語
り
手
が
知
ら
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
ま
た
一
般
に
は
賎
業
と
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
娘
た

ち
は
遊
廓
を
「
檜
舞
台
と
見
た
」
て
て
、
立
派
な
役
者
、
つ
ま
り
遊
女
に
な
り

た
い
と
考
え
修
業
を
し
て
い
る
の
だ
と
説
明
す
る
。
こ
の
土
地
で
育
つ
娘
た
ち

が
一
般
の
常
識
と
い
か
に
隔
た
っ
て
い
る
か
、
そ
の
ズ
レ
に
対
し
、
語
り
手
は

 
「
を
か
し
か
ら
ず
や
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
大
音
寺
と
い
う
地
域
の

特
殊
性
に
無
知
な
、
所
謂
余
所
者
を
対
象
に
語
ら
れ
て
い
る
事
が
判
る
。

 
こ
の
端
者
の
生
活
風
俗
に
対
し
て
下
さ
れ
る
「
を
か
し
」
と
い
う
評
価
は
、

読
者
を
物
語
世
界
に
取
り
込
ん
で
い
く
語
り
の
手
法
で
も
あ
る
。

 
周
知
の
よ
う
に
「
を
か
し
」
と
は
、
明
る
く
感
覚
的
で
は
あ
る
が
、
優
美
に

近
い
性
質
を
持
つ
中
古
以
来
の
美
的
精
神
を
表
わ
す
語
で
あ
る
。
「
あ
は
れ
」

が
悲
哀
や
可
憐
の
感
動
を
表
わ
し
、
主
情
的
、
浪
漫
的
で
あ
る
の
に
対
し
、

 
「
を
か
し
」
は
観
照
の
美
、
さ
ら
に
笑
い
や
滑
稽
の
意
味
を
含
む
ユ
ー
モ
ア
の

、
美
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
近
世
に
至
る
に
つ
れ
て
笑
い
の
意
味
で
使

用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
特
に
西
鶴
は
庶
民
生
活
を
描
く
の
に
こ
の
「
を

か
し
」
を
効
果
的
に
使
用
し
て
い
る
。

 
吉
江
久
弥
氏
は
西
鶴
文
学
に
お
け
る
「
お
か
し
」
の
表
現
に
つ
い
て
、
作
者

は
絶
え
ず
人
間
の
営
み
に
於
い
て
「
新
し
ひ
事
」
「
替
た
事
」
「
め
つ
ら
し
き
咄
」

'
、
を
聞
き
出
そ
う
と
い
う
姿
勢
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
お
か
し
」
と
し
て
語
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
人
間
の
心
理
や
行
動
の
お
か
し
さ
を
描
く

こ
と
で
、
「
凡
ゆ
る
読
者
に
自
分
以
外
の
人
間
の
存
在
を
印
象
付
け
、
共
感
さ
せ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
ヨ
 

ま
た
異
常
に
興
じ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
」
が
西
鶴
の
「
お
か
し
」
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
お
か
し
」
は
、
意
外
性
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
り
、
登
場
人
物
の
行
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動
に
感
心
し
た
り
賞
美
し
た
り
も
す
る
場
合
に
も
使
わ
れ
る
と
い
う
。
「
お
か

し
」
に
は
一
義
的
で
は
な
く
か
な
り
幅
の
あ
る
意
味
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
重
要

な
こ
と
は
、
「
お
か
し
」
が
読
者
の
興
味
を
喚
起
す
る
触
媒
の
役
目
を
果
た
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

 
一
葉
の
作
並
は
、
特
に
『
大
つ
ご
も
り
』
あ
た
り
か
ら
西
鶴
の
影
響
を
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
、
「
を
か
し
」
の
表
現
効
果
も
、
西
鶴
や
洒
落
本
な
ど
近
世
文

学
の
受
容
を
通
し
て
学
ん
で
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 
熊
手
の
さ
し
物
を
田
楽
に
見
立
て
て
興
じ
た
り
、
あ
る
い
は
廓
に
働
く
妓
夫

を
、
当
時
の
読
者
は
周
知
で
あ
っ
た
ろ
う
歌
舞
伎
狂
言
役
者
の
心
意
気
に
見
立

て
実
際
と
の
違
い
を
お
か
し
が
る
。
地
域
の
特
殊
性
に
無
知
な
者
に
と
っ
て
は
、

自
分
た
ち
と
の
生
活
や
意
識
の
相
違
は
意
外
で
も
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
興
味
深

い
も
の
で
も
あ
る
。
「
を
か
し
」
と
強
調
し
、
ま
た
「
を
か
し
か
ら
ず
や
」
と

語
り
か
け
る
こ
と
で
読
者
の
関
心
を
そ
そ
り
、
よ
り
一
層
物
語
世
界
へ
の
興
味

を
惹
い
て
い
く
。
「
を
か
し
」
と
い
う
語
は
、
大
音
寺
前
の
珍
し
い
生
活
風
俗

を
眼
前
に
彷
彿
と
さ
せ
、
皮
肉
混
じ
り
な
が
ら
も
ま
こ
と
に
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち

た
生
活
を
生
き
生
き
と
伝
え
る
の
に
非
常
に
有
効
な
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

 
一
葉
の
作
品
で
は
、
「
を
か
し
」
は
「
あ
は
れ
」
に
比
べ
る
と
そ
の
使
用
頻

度
は
低
く
、
多
い
時
で
も
一
作
品
中
二
～
三
回
で
あ
り
、
地
の
文
中
に
十
三
回
'

の
使
用
と
い
う
の
は
『
た
け
く
ら
べ
』
の
著
し
い
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
『
た
け
く
ら
べ
』
の
世
界
が
、
「
を
か
し
」
に
よ
っ
て
意
識
的
に
強
調
さ
れ

て
い
る
こ
と
の
表
わ
れ
で
あ
る
。
ま
た
「
を
か
し
」
は
前
半
に
集
中
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
後
半
の
美
登
利
の
「
あ
は
れ
」
を
効
果
的
に
導
く
た
め
の
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
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大
音
寺
前
の
住
民
の
生
活
を
興
味
深
く
語
る
こ
と
で
読
者
を
惹
き
つ
け
、
そ

う
す
る
こ
と
で
さ
ら
に
深
く
物
語
世
界
に
導
き
入
れ
る
時
、
一
人
の
哀
れ
な
少

女
の
運
命
の
物
語
が
開
示
さ
れ
る
。
そ
の
哀
れ
さ
は
余
所
者
と
し
て
眺
め
て
い

て
は
見
え
て
こ
な
い
世
界
で
あ
る
。
一
見
華
や
か
な
吉
原
や
こ
の
周
り
の
世
界

を
、
「
を
か
し
」
に
導
か
れ
て
覗
い
て
み
る
と
、
実
に
哀
れ
な
苛
酷
な
生
が
あ
る
。

「
を
か
し
」
は
、
そ
の
「
あ
は
れ
」
な
世
界
を
対
照
的
に
み
せ
る
効
果
も
果
た

し
て
い
．
る
の
で
あ
る
。

 
以
上
の
よ
う
に
語
り
手
の
機
能
を
確
認
し
た
上
で
、
で
は
、
対
読
者
意
識
の

強
い
発
話
構
造
を
持
つ
語
り
、
読
者
の
共
感
を
誘
う
語
り
に
よ
っ
て
、
物
語
世

界
の
哀
切
感
が
ど
の
よ
う
に
醸
成
さ
れ
て
い
る
の
か
、
次
に
そ
の
点
に
つ
い
て

考
察
を
進
め
て
み
た
い
。二

 
先
に
引
用
し
た
、
娘
た
ち
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
箇
所
と
全
く
ア
ナ
ロ
ジ
ー
な

関
係
に
あ
る
場
面
が
あ
る
。
第
八
章
で
あ
る
。
吉
原
通
い
の
客
の
様
子
か
ら
語

ら
れ
始
め
、
こ
こ
で
も
遊
廓
と
周
辺
住
人
と
の
関
係
が
説
き
起
こ
さ
れ
る
。

 
華
魁
衆
と
て
此
処
に
て
の
敬
ひ
、
立
は
な
れ
て
は
知
る
に
よ
し
な
し
、
か
・

る
中
に
て
朝
夕
を
過
ご
せ
ば
、
衣
の
白
地
の
紅
に
染
む
事
無
理
な
ら
ず
、
（
略
）

お
職
を
徹
す
姉
が
身
の
、
憂
い
の
愁
ら
い
の
数
も
知
ら
ね
ば
（
略
）
廓
こ
と

ば
を
町
に
い
ふ
ま
で
去
り
と
は
恥
か
し
か
ら
ず
思
へ
る
も
哀
な
り

「
華
魁
衆
」
が
敬
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
の
土
地
柄
で
は
、
娘
た
ち
に
と
っ
て

そ
れ
は
「
御
出
世
」
と
な
る
。
第
一
章
で
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
吉
原
を
「
檜
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舞
台
」
と
考
え
て
い
る
娘
た
ち
の
転
倒
し
た
価
値
観
が
、
ま
た
こ
こ
で
も
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
語
り
手
は
「
立
は
な
れ
て
は
知
る
に
よ
し
な

し
」
と
、
や
は
り
第
一
章
と
同
様
に
余
所
者
と
の
差
異
を
意
識
し
た
コ
メ
ン
ト

を
差
し
挟
む
。

 
美
登
利
は
こ
の
よ
う
な
土
地
柄
に
育
つ
娘
の
一
人
と
し
て
、
地
域
の
論
理
の

体
現
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
女
郎
と
い
ふ
者
さ
の
み
賎
し

き
勤
め
と
も
思
は
」
ず
、
全
盛
の
「
お
職
」
で
あ
る
姉
を
誇
り
に
さ
え
思
っ
て

い
る
。
廓
の
習
慣
や
風
俗
が
日
常
生
活
の
中
に
浸
透
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、

「
廓
こ
と
ば
」
も
自
然
に
使
っ
て
い
る
。
語
り
手
は
一
章
、
及
び
八
章
で
、
大

音
寺
前
の
住
民
の
論
理
を
説
明
す
る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
美
登
利
の
意
識
の

正
当
性
を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
美
登
利
は
そ
の
よ
う
な
地
域
の
特
殊
性
を
負
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
初

め
て
登
場
す
る
第
三
章
か
ら
、
既
に
そ
の
未
来
を
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

 
美
登
利
は
「
反
毛
」
と
い
う
、
元
来
は
遊
女
だ
け
が
結
っ
て
い
た
髪
型
を
し
、

派
手
な
「
大
形
の
浴
衣
」
、
小
粋
な
「
昼
夜
帯
」
を
締
め
て
い
る
。
「
良
家
の
令

嬢
」
と
は
程
遠
い
装
い
で
あ
る
。
特
に
平
生
の
履
物
が
「
ぬ
り
木
履
」
で
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
ね

の
は
、
半
玉
や
禿
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

 
関
良
一
氏
は
『
た
け
く
ら
べ
』
の
子
供
た
ち
の
名
前
が
、
親
の
職
業
名
や
屋

号
を
冠
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
子
ど
も
た
ち
が
、
お
と
な
の
世
界
・
生
活
、

親
の
身
分
・
職
業
を
負
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
形
で
人
は
そ
れ
ぞ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

宿
命
の
重
い
範
に
繋
縛
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ

の
こ
と
は
子
供
た
ち
の
衣
服
や
履
物
に
つ
い
て
も
該
当
す
る
。
特
に
重
要
な
の

は
履
物
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
美
登
利
は
「
ぬ
り
木
履
」
、
正
太
は
高
価
な
「
革

緒
の
雪
駄
」
で
あ
り
、
ま
た
長
吉
は
職
人
ら
し
い
「
突
か
け
草
履
」
、
信
如
は

僧
侶
が
は
く
「
朴
木
歯
の
下
駄
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
親
の
職
業
、

経
済
力
の
表
徴
と
し
て
見
事
な
ま
で
に
そ
の
、
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

履
物
は
作
者
に
よ
っ
て
意
図
的
に
選
択
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
、
美
登
利
の
「
ぬ

り
木
履
」
も
未
来
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
最
も
相
応
し
い
の
で
あ
る
。

 
語
り
手
は
遊
女
美
登
利
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
な
が
ら
、
さ
ら
に
彼
女
の

金
銭
感
覚
の
異
常
さ
、
そ
の
浪
費
ぶ
り
を
語
っ
て
い
く
。
既
に
普
通
の
子
供
か
．

ら
逸
脱
し
て
い
る
日
常
生
活
の
特
異
性
を
次
々
と
紹
介
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
「
末
は
何
と
な
る
身
ぞ
」
や
「
そ
れ
よ
＼
り
奥
は
何
な
れ
や
」
は
、
心

立
表
現
で
あ
っ
て
も
、
美
登
利
の
未
来
を
は
っ
き
り
と
予
告
す
る
語
り
手
の
言

葉
な
の
で
あ
る
。
既
出
し
た
第
一
章
の
「
卒
業
し
て
何
に
か
な
る
」
と
全
く
同

様
の
表
現
で
あ
っ
て
、
疑
問
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
逆
に
決
定
的
 
、

に
未
来
の
姿
を
読
者
に
突
き
つ
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

 
以
上
の
よ
う
に
、
語
り
手
は
美
登
利
の
未
来
の
姿
を
繰
り
返
し
読
者
の
前
に

提
示
し
て
お
り
、
読
者
は
そ
の
未
来
の
姿
、
即
ち
遊
女
の
姿
を
自
明
の
も
の
と

し
て
受
け
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
既
に
第
三
章
で
、
美
登
利
の
未
来
の
姿
が
決

定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
の
結
末
が
始
め
か
ら
予
定
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
第
一
章
と
第
八
章
は
、
表
現
構
造
に
お
い
て
も
内
容
的
に
も
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の

関
係
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
美
登
利
と
は
、
即
ち
第
一
章
に
お
け
る
吉
原

を
「
檜
舞
台
」
と
捉
え
る
娘
の
一
人
で
あ
り
、
大
音
寺
前
と
い
う
地
域
の
特
殊

性
や
、
遊
女
の
実
質
の
意
味
さ
え
無
自
覚
な
娘
の
一
人
な
の
で
あ
る
。
第
一
章

は
従
っ
て
、
当
初
か
ら
物
語
全
体
を
既
に
指
向
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
物
語
論
の
定
義
に
従
え
ば
、
こ
れ
は
先
説
法
と
い
う

語
り
の
操
作
で
あ
る
。
特
に
反
復
先
説
法
に
該
当
す
る
が
、
そ
れ
は
や
が
て
現
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わ
れ
る
物
語
切
片
を
前
も
っ
て
繰
り
返
す
と
い
う
も
の
で
、
所
謂
予
告
に
あ
た

る
。
我
々
読
者
は
、
美
登
利
の
運
命
を
物
語
当
初
か
ら
知
ら
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
で
は
、
そ
の
よ
う
に
結
末
が
読
者
に
知
ら
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
に
於
い
て
、

語
り
手
が
語
る
べ
き
も
の
は
何
か
、
ま
た
読
者
が
期
待
す
る
も
の
は
何
か
と
い

う
と
、
物
語
の
経
緯
そ
の
も
の
に
興
味
の
中
心
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

美
登
利
の
場
合
、
自
己
の
運
命
を
自
覚
す
る
ま
で
の
心
理
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、

そ
れ
を
自
覚
し
た
時
の
悲
劇
に
読
者
の
〈
期
待
の
地
平
〉
が
あ
る
。
そ
れ
故
に

語
り
手
は
、
遊
廓
の
生
活
に
馴
染
み
な
が
ら
も
、
そ
の
実
態
に
無
自
覚
な
美
登

利
の
姿
を
繰
り
返
し
描
く
の
で
あ
る
。

 
美
登
利
が
正
太
た
ち
と
無
邪
気
に
遊
ぶ
姿
や
、
子
供
仲
間
で
の
女
王
様
ぶ
り

な
ど
に
、
そ
の
幼
さ
が
強
調
さ
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
運
動
会
で
の
折
、

信
如
と
の
仲
を
友
達
に
嘩
し
た
て
ら
れ
て
も
「
さ
る
事
も
心
に
と
ま
ら
」
な
い

し
、
女
太
夫
に
「
好
み
の
明
烏
さ
ら
り
と
唄
は
せ
」
る
と
い
う
粋
な
「
処
業
」

を
し
な
が
ら
も
、
自
分
の
振
舞
い
の
意
味
を
全
く
理
解
し
て
い
な
い
。
遊
女
た

ち
の
生
活
や
遊
廓
の
習
俗
が
美
登
利
の
世
界
観
の
全
て
で
あ
っ
て
、
自
己
の
置

か
れ
て
い
る
状
況
を
客
観
的
に
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
同
一
指
示
の
反
復
は
、
語
り
手
の
強
い
伝
達
意
志
の
表
わ
れ
で

あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
れ
が
物
語
に
と
っ
て
重
要
な
価
値
を
有
し
て
い
る
か
ら
に

他
な
ら
な
い
。
我
々
読
者
は
そ
の
よ
う
な
語
り
手
の
意
志
を
充
分
に
受
け
止
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

 
語
の
手
は
そ
の
よ
う
な
美
登
利
を
「
哀
れ
」
だ
と
限
り
な
い
同
情
を
寄
せ
る
。

遊
女
に
な
る
こ
と
の
実
質
の
意
味
さ
え
知
ら
ず
、
無
邪
気
に
「
姉
さ
ま
の
威
光
」

を
誇
る
美
登
利
の
姿
が
語
ら
れ
る
度
に
、
語
り
手
、
及
び
読
者
は
涙
を
禁
じ
得

『
た
け
く
ら
べ
』
．
の
哀
感
 
一
語
り
の
手
法
1

な
い
。
美
登
利
の
未
来
の
姿
を
熟
知
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
そ
の
こ
と
が
「
哀
れ
」

と
い
う
憐
欄
の
情
を
よ
り
激
し
く
そ
そ
っ
て
て
い
く
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

 
既
述
し
た
よ
う
に
物
語
が
発
話
構
造
を
も
つ
た
め
、
読
者
は
語
り
手
の
評
価

軸
に
取
り
込
ま
れ
易
い
。
即
ち
読
者
は
語
り
手
と
共
に
虚
構
…
の
現
在
を
生
き
て

い
る
わ
け
で
、
「
哀
れ
」
と
い
う
語
り
手
の
下
す
感
情
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ

る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
美
登
利
の
運
命
が
知
ら
さ
れ
て
い
る

と
い
う
そ
の
こ
と
が
、
読
者
と
語
り
手
の
共
感
の
ト
ポ
ス
と
な
っ
て
重
層
的
な

効
果
を
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三

 
如
上
の
事
態
と
同
様
の
こ
と
が
、
美
登
利
と
信
託
の
関
係
に
於
い
て
も
作
用

し
て
い
る
。

 
『
た
け
く
ら
べ
』
の
世
界
は
、
美
登
利
と
い
う
禿
の
名
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
名

を
負
っ
た
少
女
が
、
自
己
の
運
命
を
自
覚
す
る
ま
で
の
物
語
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
れ
が
禿
美
登
利
で
は
な
く
、
大
音
寺
前
と
い
う
地
域
の
特
殊
性
を
越
え
て
一

人
の
少
女
と
し
て
生
き
る
時
が
あ
る
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
，
信
如
と
の

淡
く
切
な
い
、
〈
心
の
た
け
〉
を
競
い
あ
う
時
で
あ
る
。

 
美
登
利
は
毎
朝
、
「
姉
さ
ん
の
繁
昌
す
る
や
う
に
」
と
太
郎
稲
荷
へ
の
お
参

り
を
欠
か
さ
な
い
。
し
か
し
、
泥
草
履
の
事
件
後
で
あ
る
こ
の
日
は
、
そ
れ
以

外
の
こ
と
を
願
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
願
ひ
は
何
ぞ
」
と
さ
り
げ
な
く
書
か
れ

た
一
言
は
、
実
は
未
定
稿
に
は
な
い
。
姉
の
た
め
の
お
参
り
の
は
ず
で
あ
る
の

に
、
わ
ざ
わ
ざ
挿
入
さ
れ
た
こ
の
一
言
は
、
美
登
利
が
廓
者
の
論
理
か
ら
は
ず

れ
、
固
有
の
時
間
を
生
き
始
め
た
、
そ
の
証
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
家
〉
や
く
社
会
〉
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と
い
う
よ
う
な
関
係
性
に
侵
さ
れ
る
こ
と
の
無
い
、
普
遍
的
な
が
ら
か
つ
個
別

的
で
あ
る
く
思
春
〉
の
時
で
あ
る
。

 
格
子
門
を
挟
ん
で
の
二
人
の
出
会
い
の
場
面
は
、
そ
の
よ
う
な
貴
重
な
ひ
と

と
き
が
語
ら
れ
て
い
る
。
雨
に
濡
れ
て
散
り
ぼ
う
「
紅
入
り
男
生
」
の
鮮
烈
な

イ
メ
ー
ジ
と
、
一
篇
の
叙
情
詩
の
よ
う
な
哀
し
く
美
し
い
語
り
が
響
き
わ
た
る

場
面
で
あ
る
。

 
筆
や
の
店
先
で
は
振
り
返
ら
な
か
っ
た
信
如
が
、
こ
の
時
一
瞬
だ
け
「
ふ
っ

と
振
返
」
る
。
二
人
が
向
き
合
う
の
は
こ
の
一
度
き
り
で
あ
る
。
語
り
手
は
こ

の
時
の
美
登
利
に
つ
い
て
、
「
平
常
の
美
登
利
な
ら
ば
」
、
「
平
常
の
美
登
利
の

さ
ま
に
て
は
無
か
り
き
」
と
、
「
平
常
」
で
は
な
い
こ
と
を
繰
り
返
す
。
そ
れ

は
遊
女
と
し
て
の
美
登
利
で
は
な
い
、
異
性
を
意
識
し
始
め
た
普
通
の
一
人
の

少
女
の
意
味
で
あ
る
。
恋
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
も
淡
い
思
い
を
秘
め
、
少
女

ら
し
い
は
に
か
み
を
み
せ
る
美
登
利
。
美
登
利
に
と
っ
て
初
め
て
で
、
そ
し
て

最
後
の
「
平
常
」
で
は
な
い
姿
が
こ
こ
に
あ
る
。

 
遊
女
が
尊
敬
さ
れ
る
大
音
寺
前
で
は
、
か
つ
て
雪
と
い
う
美
形
や
紺
屋
の
乙

娘
が
い
た
よ
う
に
、
今
は
糸
屋
の
娘
が
い
惹
。
や
が
て
美
登
利
が
そ
こ
に
名
を

連
ね
る
。
し
か
し
こ
の
時
、
大
音
寺
前
と
い
う
地
域
で
は
日
常
的
な
現
存
在
と

し
て
の
、
即
ち
禿
美
登
利
と
し
て
で
は
な
く
、
他
の
娘
た
ち
と
置
き
換
え
る
こ

と
の
で
き
な
い
存
在
と
し
て
の
美
登
利
が
こ
こ
に
い
る
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
信
如
は
二
度
と
振
り
返
ら
な
い
。
信
望
は
吉
原
と
い
う
金
銭
に
絡

め
と
ら
れ
た
世
界
を
、
唯
一
人
拒
否
し
て
い
た
人
間
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
そ
“

う
に
床
し
き
思
ひ
は
有
」
っ
て
も
受
け
入
れ
る
事
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
や

が
て
僧
侶
に
な
る
身
で
あ
っ
て
み
れ
ば
尚
更
で
あ
る
。
ま
た
「
発
心
は
腹
か
ら

か
」
と
い
う
語
り
手
の
疑
問
に
応
え
る
よ
う
に
、
最
終
章
で
「
来
年
学
校
を
卒

業
し
て
か
ら
行
く
」
は
ず
だ
っ
た
予
定
を
早
め
、
信
如
は
「
坊
さ
ん
学
校
」
へ

行
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
僧
侶
に
な
る
と
い
う
定
め
に
は
従
い
な
が
ら
も
，

登
場
人
物
中
事
一
人
、
自
分
か
ら
進
ん
で
僧
侶
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
消
極

的
で
は
あ
っ
て
も
自
己
の
未
来
を
選
択
し
た
信
如
が
、
美
登
利
を
振
り
返
る
は

ず
は
な
か
っ
た
。
信
託
は
自
己
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
、
自
己
が
背
負
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
を
充
分
認
識
七
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
美
登
利
を

拒
否
し
た
の
は
意
識
的
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
長
府
は
、
終
始
、
関
係
性
の

中
に
生
き
る
こ
と
の
意
味
に
自
覚
的
な
人
間
だ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

 
美
登
利
は
自
分
の
思
い
の
中
に
だ
け
沈
潜
し
て
ゆ
く
し
か
な
く
、
∴
人
芝
居

を
演
じ
て
し
ま
う
。
時
間
に
す
れ
ば
僅
か
数
分
の
出
来
事
で
あ
る
。
し
か
し
、

美
登
利
の
心
の
葛
藤
が
語
ら
れ
る
た
め
長
い
叙
述
が
続
く
。
こ
の
場
面
も
登
場

人
物
た
ち
の
行
為
の
結
果
に
興
味
の
中
心
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
美
登
利
の

心
理
で
あ
り
、
そ
の
葛
藤
で
あ
る
。
心
理
描
写
を
扱
う
場
面
は
浄
瑠
璃
調
だ
と

 
 
 
 
 
 
 
ア
 

の
指
摘
が
あ
る
が
、
語
り
の
も
つ
拝
情
性
が
遺
憾
無
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
の

が
次
の
場
面
で
あ
る
。

胸
は
わ
く
わ
く
と
上
気
し
て
、
何
う
で
も
明
け
ら
れ
ぬ
門
の
際
に
さ
り
と
も

見
過
し
が
た
き
難
儀
を
さ
ま
ぐ
の
思
案
書
し
て
（
略
）
知
ら
ず
顔
を
信
徳

の
つ
く
る
に
、
ゑ
・
例
の
通
り
の
心
根
と
遣
る
瀬
な
き
思
ひ
を
眼
に
集
め
て
、

少
し
涙
の
恨
み
顔
、
何
を
憎
ん
で
其
や
う
に
無
情
そ
ぶ
り
は
見
せ
ら
る
・
、

言
ひ
た
い
事
は
此
方
に
あ
る
を
、
余
り
な
人
と
こ
み
上
る
ほ
ど
思
ひ
に
迫
れ

ど
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
十
三
）

感
情
の
昂
揚
と
共
に
七
五
調
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
語
り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

（114）



か
る
。

 
ま
た
、
「
涙
」
、
「
恨
み
」
な
ど
は
浄
瑠
璃
の
愁
歎
の
場
や
う
れ
い
の
場
に
お

け
る
、
地
の
文
に
必
ず
使
用
さ
れ
る
基
本
語
彙
で
も
あ
る
。
近
石
泰
秋
氏
に
よ

れ
ば
、
口
説
や
恨
み
言
な
ど
の
内
容
の
会
話
は
現
実
の
写
実
で
は
な
く
、
「
長

い
様
式
化
し
た
文
章
で
、
言
葉
で
あ
る
と
と
も
に
地
の
文
の
使
命
を
も
果
た
す

 
 
 
 

も
の
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
語
り
手
は
こ
の
よ
う
な
様
式
化
さ
れ
た
浄
瑠
璃

の
語
り
に
則
っ
て
、
う
れ
い
の
場
の
よ
う
な
感
情
を
盛
り
上
げ
て
い
く
。
語
り

の
好
情
性
に
助
け
ら
れ
、
コ
辰
れ
」
と
い
う
深
い
感
動
が
起
き
る
の
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
、
美
登
利
に
「
哀
れ
」
と
い
う
感
情
を
覚
え
る
の
は
、
美
登
利
の
思

い
が
遂
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
読
者
が
熟
知
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
こ
に
も

浄
瑠
璃
の
影
響
を
指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
世
話
浄
瑠
璃
に
お
け
る

前
兆
、
乃
至
運
命
予
告
文
が
、
結
末
を
知
ら
せ
る
こ
と
で
演
劇
的
効
果
を
果
た

し
て
い
る
こ
と
と
通
質
し
て
い
る
。
 
、
 
 
 
 
 
 
 
・

 
松
平
進
氏
に
よ
れ
ば
、
登
場
人
物
の
未
来
や
死
が
前
も
っ
て
観
客
に
知
ら
さ

れ
る
こ
と
は
、
語
り
手
と
観
客
の
「
共
有
し
て
い
る
知
識
の
量
を
増
や
し
、
そ

の
共
有
し
て
い
る
事
実
を
確
か
め
合
う
も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
語
り
手
と
、
聞
き
手
が
生
き
て
い
る
現
実
の
時
間
を
結
ぶ
役
割
を
果
た
し

て
い
る
と
い
え
る
。
語
り
手
が
聞
き
手
を
そ
の
語
り
の
現
場
に
引
き
込
ん
で
い

こ
う
と
す
る
手
法
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
前
兆
は
、
（
成
功
し
た
場
合
は
）
一

歩
一
歩
追
い
つ
め
ら
れ
て
行
く
作
中
人
物
達
の
息
苦
し
さ
を
伝
え
る
に
役
立

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
 

ち
、
不
安
や
焦
燥
の
醸
成
に
役
立
つ
」
と
．
い
う
。
美
登
利
の
場
合
も
同
様
に
、

二
人
の
結
ば
れ
る
こ
と
の
な
い
運
命
を
読
者
が
知
っ
て
い
る
こ
と
が
、
美
登
利

の
切
な
い
心
理
や
焦
燥
感
を
伝
え
る
の
に
多
大
の
効
果
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ

る
。
 
 
 
」

『
た
け
く
ら
べ
』
の
哀
感
・
1
語
り
の
手
法
1

 
ま
た
例
え
ば
第
七
章
は
、
物
語
内
容
の
時
間
が
継
起
的
に
語
ら
れ
て
い
く
な

か
に
あ
っ
て
、
唯
一
、
過
去
の
時
間
が
挿
入
さ
れ
た
場
面
で
あ
る
。
従
っ
て
こ

の
よ
う
な
物
語
の
錯
時
法
が
採
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
第
七
章
の
重
要
性
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
面
に
は
、
「
唯
い
っ
と
な
く
二
人
の
中
に

大
川
一
つ
横
た
は
り
て
、
舟
も
筏
も
此
処
に
は
御
法
度
岸
に
添
ふ
て
お
も
ひ
お

も
ひ
の
道
を
あ
る
き
ぬ
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
の
言
説
が
二
人
の
未
来
を

明
ら
か
に
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
語
り
手
は
執
拗
に
交
差
す
る
こ
と
の
な
い

二
人
の
関
係
を
語
る
。
し
か
も
二
人
を
隔
て
る
大
川
に
は
、
渡
る
べ
き
舟
も
筏

も
な
い
と
い
う
閉
塞
状
況
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
話
浄
瑠
璃
に
お
け
る
前
兆

や
運
命
予
告
文
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
、
格
子
門
を
挟
ん
で
の
出
会
い
の
場

面
の
哀
れ
さ
や
そ
の
悲
劇
性
に
効
果
を
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
沿
、

 
遊
女
に
な
る
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
た
少
女
と
僧
侶
に
な
る
少
年
の
組
合
せ

は
、
そ
れ
自
体
が
残
酷
で
あ
る
。
し
か
し
三
七
と
の
別
れ
に
「
哀
九
」
を
感
じ

る
の
は
、
美
登
利
の
運
命
が
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
信
如
が
手

の
届
か
な
い
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
ま
た
、
一
人
の
普
通
の

少
女
と
し
て
生
き
た
時
は
美
し
く
哀
し
い
。
換
言
す
れ
ば
遊
女
の
論
理
を
越
え

て
、
つ
ま
り
「
平
常
」
を
逸
脱
し
て
一
人
の
少
女
と
し
て
生
き
た
が
故
に
、
こ

の
物
語
が
悲
劇
と
な
る
の
で
あ
る
。

 
以
上
の
よ
う
に
、
語
り
手
が
読
者
を
同
次
元
に
引
き
込
む
機
能
を
有
す
る
こ

と
に
よ
り
、
語
り
手
の
評
価
、
心
情
を
共
有
す
る
こ
と
、
ま
た
、
主
人
公
が
自

己
の
運
命
を
知
ら
な
い
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
読
者
が
先
取
り
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
即
ち
宿
命
感
が
物
語
の
通
奏
低
音
と
な
っ
て
響
い
て
い
る
こ
と
が
、

「
哀
れ
」
と
い
う
情
緒
を
強
く
引
き
出
し
て
い
く
、
そ
れ
が
『
た
け
く
ら
べ
』

に
採
ら
れ
た
語
り
の
方
法
で
あ
る
。
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四

 
美
登
利
の
コ
辰
れ
」
が
最
高
潮
に
達
す
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
美
登
利

が
自
己
の
運
命
に
気
づ
く
そ
の
時
で
あ
る
。
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る

酉
の
市
の
場
面
で
、
突
然
変
貌
し
た
美
登
利
が
現
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
未

来
を
熟
知
し
て
い
る
読
者
に
と
っ
て
、
美
登
利
に
は
悲
劇
は
突
然
襲
い
か
か
っ

て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
酉
の
市
の
日
、
美
登
利
の
身
に
何
が
起
き
た
か
様
々
な
論
争
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
美
登
利
が
大
島
田
を
結
い
正
装
を
し
た
こ
と
、
番
頭
新
造
を
従
え
吉
原

の
内
外
を
歩
き
廻
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
す
る
と
、
美
登
利
が
成
年
を
迎
え
得

意
先
に
挨
拶
廻
り
に
行
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
廓
の

論
理
か
ら
す
れ
ば
晴
れ
が
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
姉
を
羨
望
し
て
い
た
以
前
の

美
登
利
で
あ
る
な
ら
待
望
し
て
い
た
は
ず
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
彼
女
に
と

っ
て
、
「
憂
く
恥
か
し
」
い
事
、
「
顔
の
赤
む
」
事
で
あ
っ
た
の
は
、
今
の
美
登

利
が
以
前
と
は
違
い
、
成
年
の
「
意
味
す
る
も
の
」
が
何
で
あ
る
の
か
、
「
彼

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

女
を
待
ち
う
け
て
い
る
役
割
」
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
っ
た
か
ら
に

他
な
ら
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一

 
物
語
は
第
三
章
か
ら
、
乃
至
は
第
一
章
か
ら
美
登
利
の
遊
女
に
な
る
運
命
は

自
明
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
場
面
で
は
自
己
の
運
命
を
知
る
こ

と
、
そ
し
て
衝
撃
の
大
き
さ
が
語
ら
れ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
読

者
は
期
待
し
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
終
局
に
於
い
て
、
唐
突
に
自
己
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し

お
か
れ
た
状
況
の
意
味
を
知
る
こ
と
こ
そ
、
悲
劇
た
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
も
美
登
利
の
身
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
突
然
に
始
ま
る
初
潮

で
あ
っ
た
ほ
う
が
物
語
の
論
理
に
は
相
応
し
い
。
通
常
な
ら
ば
祝
う
べ
き
大
人

の
徴
が
、
遊
女
と
な
る
少
女
に
と
っ
て
は
残
酷
な
運
命
の
始
ま
り
と
な
る
の
で

あ
る
。
美
登
利
の
よ
う
な
境
遇
に
あ
る
少
女
に
と
っ
て
、
初
潮
の
意
味
は
通
常

よ
り
も
重
い
は
ず
で
も
あ
る
。

 
付
言
す
れ
ば
次
の
場
面
、

美
登
利
は
い
っ
か
小
座
敷
に
蒲
団
抱
巻
持
出
で
・
帯
と
上
着
を
脱
ぎ
捨
て
し

ば
か
り
、
う
つ
臥
し
て
物
を
も
言
は
ず
。
（
略
）
美
登
利
は
更
に
答
へ
も
無

く
押
ゆ
る
袖
に
し
の
び
音
の
涙
、
ま
だ
結
ひ
こ
め
ぬ
前
髪
の
毛
の
濡
れ
て
見

ゆ
る
も
子
細
あ
り
と
は
し
る
け
れ
ど
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
十
五
）

「
ま
だ
結
ひ
こ
め
ぬ
前
髪
」
と
あ
る
よ
う
に
、
髪
が
充
分
の
長
さ
に
な
っ
て
い

な
い
う
ち
に
島
田
を
結
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
花
魁
に
な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ

て
い
る
美
登
利
の
場
合
、
初
店
に
は
充
分
な
準
備
期
間
を
設
け
た
は
ず
で
、
美

登
利
の
変
化
は
、
や
は
り
周
囲
も
予
期
せ
ぬ
う
ち
に
初
潮
が
始
ま
っ
た
と
考
え

る
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
。

 
さ
て
、
こ
の
場
面
は
諸
家
の
指
摘
が
既
に
あ
る
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
の
「
葵

の
巻
」
を
ふ
ま
え
て
い
・
る
。
若
紫
、
後
の
紫
の
上
は
光
源
氏
と
の
新
枕
の
翌
朝
、

「
御
衣
ひ
き
被
き
て
臥
し
」
た
ま
ま
起
き
て
は
こ
な
い
。
源
氏
が
覗
い
て
み
る
と
、

「
汗
に
お
し
漬
し
て
、
額
髪
も
い
た
う
濡
れ
た
ま
へ
り
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ

た
と
い
う
。
紫
の
上
と
美
登
利
の
様
子
は
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
重

要
な
こ
と
は
、
こ
の
場
面
が
光
源
氏
の
欲
望
の
犠
牲
者
と
し
て
紫
の
上
を
捉
え

て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
予
期
せ
ぬ
出
来
事
に
、
あ
れ
型
染
っ
て
い
た
源
氏
を
疎

ま
し
い
と
さ
え
思
う
程
、
衝
撃
を
受
け
嘆
く
紫
の
上
。
そ
れ
と
対
照
的
に
華
や

か
な
歩
め
気
分
に
陶
酔
し
て
い
る
源
氏
を
描
く
作
者
紫
式
部
に
、
源
氏
批
判
を
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見
る
の
は
不
当
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
を
へ
非
常
に
重

要
な
場
面
で
引
用
し
た
『
た
け
く
ら
べ
』
の
作
者
の
意
図
は
明
白
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

 
子
供
の
世
界
に
対
置
さ
れ
る
、
美
登
利
の
母
親
に
象
徴
さ
れ
た
大
人
の
世
界
、

つ
ま
り
は
吉
原
世
界
へ
の
痛
烈
な
批
判
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
娘
の
性

を
商
品
化
す
る
こ
と
に
、
何
ら
罪
語
感
す
ら
覚
え
な
い
母
親
の
在
り
様
は
、
一

方
的
に
性
を
強
い
て
省
み
な
い
源
氏
の
そ
れ
と
重
な
る
は
ず
で
あ
る
。
一
人
の

人
間
の
生
が
身
近
な
別
の
人
間
に
よ
っ
て
占
奪
さ
れ
る
と
い
う
残
虐
な
構
図
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
軒
忍
を
は
じ
め
と
し
て
、
顔
を
赤
ら
め
恥
じ
入
る
子

供
た
ち
の
姿
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
厚
顔
無
恥
な
大
人
た
ち
と
は

非
常
に
対
照
的
で
あ
る
。

 
ま
た
こ
の
母
親
の
存
在
は
、
そ
れ
が
実
の
母
親
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ

て
、
美
登
利
が
置
か
れ
て
い
る
現
実
の
状
況
の
苛
酷
さ
を
一
層
非
情
な
も
の
と

し
て
い
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
次
の
場
面
で
の
語
り
手
の
言
葉
は
、
作
者
の
こ
の

よ
う
な
現
実
認
識
の
厳
し
さ
を
よ
り
辛
辣
に
み
せ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

さ
ら
ば
此
様
の
憂
き
事
あ
り
と
も
人
目
つ
・
ま
し
か
ら
ず
ば
斬
く
画
道
は
思

ふ
ま
じ
、
何
時
ま
で
も
何
時
ま
で
も
人
形
と
紙
雛
さ
ま
と
を
あ
ひ
手
に
し
て

飯
事
ば
か
り
し
て
居
た
ら
ば
嚥
か
し
嬉
し
き
事
な
ら
ん
を
、
ゑ
・
厭
や
く
、

大
人
に
成
る
は
厭
や
な
事
、
何
故
こ
の
や
う
に
年
を
ば
取
る
、
襲
う
七
月
十

月
、
一
年
も
以
前
へ
帰
り
た
い
に
と
老
人
じ
み
た
考
へ
を
し
て
 
 
（
十
五
）

美
登
利
は
自
分
の
運
命
を
怖
れ
な
が
ら
も
、
大
人
に
な
る
こ
と
へ
の
拒
否
と
い

う
不
可
能
な
形
で
し
か
状
況
打
開
の
方
図
を
喰
い
出
せ
ず
に
い
る
。
そ
の
大
人

『
た
け
く
ら
べ
』
の
哀
感
 
-
語
り
の
手
法
一

へ
の
拒
否
を
、
ゴ
飯
事
ば
か
り
し
て
居
」
た
い
と
い
う
よ
う
な
幼
い
言
葉
で
表

わ
す
他
に
、
為
す
術
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

 
そ
の
よ
う
な
美
登
利
に
対
し
、
語
り
手
は
「
老
人
じ
み
た
考
へ
を
し
て
」
と

突
放
し
た
よ
う
な
一
言
を
吐
く
。
遊
女
の
実
質
の
意
味
を
教
え
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
が
、
し
か
し
、
ま
だ
吉
原
の
地
獄
世
界
を
充
分
理
解
し
て
は
い
な
い
美
登
利

の
幼
さ
、
認
識
の
甘
さ
を
、
語
り
手
は
醒
め
た
眼
で
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
人
に
な
る
こ
と
を
自
明
の
事
と
し
て
捉
え
る
母
親
の
認
識
と
同
質
化
し
て
い

る
よ
う
な
語
り
手
の
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
吉
原
世
界
で
の
苛
酷
な
現
実

を
熟
知
し
て
い
る
語
り
手
の
、
美
登
利
に
課
せ
ら
れ
た
運
命
を
客
観
的
に
見
据

え
て
い
る
姿
が
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
存
在
や
美
登
利
の
母
親
の
造
型
は
、
好
情
的
と
い
わ

れ
る
『
た
け
く
ら
べ
』
の
世
界
を
、
単
な
る
哀
愁
に
終
ら
せ
る
こ
と
の
な
い
強

固
で
重
層
的
な
物
語
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
美
登
利
の
生
に

象
徴
さ
れ
る
、
普
遍
的
な
人
間
の
生
の
地
獄
的
な
在
り
様
を
、
冷
徹
に
認
識
し

て
い
る
作
者
が
背
後
に
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
一
方
で
、
こ
の
よ
う
に
美
登
利
を
対
象
化
す
る
位
置
に
あ
る
語
り

手
か
ら
は
、
美
登
利
の
追
い
詰
め
ら
れ
た
心
境
の
切
実
さ
よ
り
も
、
美
登
利
の

言
葉
の
幼
さ
に
向
け
ら
れ
る
哀
惜
の
情
の
ほ
う
が
、
よ
り
強
く
感
じ
ら
れ
る
こ

と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
既
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
物
語
が
美
登
利
の
「
哀

れ
」
さ
を
読
者
に
共
感
さ
せ
る
方
向
で
語
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。

 
さ
ら
に
言
え
ば
、
『
た
け
く
ら
べ
』
が
物
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
、
方
法

上
か
ら
の
必
然
の
結
果
で
も
あ
る
。
元
々
美
登
利
の
知
ら
な
い
事
実
を
与
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
読
者
は
美
登
利
に
対
し
優
位
に
た
っ
て
物
語
を
傭

轍
す
る
位
置
に
い
た
。
物
語
る
と
い
う
こ
と
が
、
対
象
と
の
距
離
の
遠
近
を
調
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節
し
な
が
ら
も
、
一
定
の
ス
タ
ン
ス
を
保
ち
つ
つ
そ
の
世
界
を
開
示
し
て
い
く

も
の
で
あ
る
以
上
、
対
象
世
界
が
客
観
化
さ
れ
る
の
は
当
然
か
と
思
わ
れ
る
。

美
登
利
の
内
面
そ
の
も
の
よ
り
も
、
美
登
利
の
置
か
れ
た
閉
塞
的
な
状
況
、
乃

至
は
受
苦
的
な
生
へ
の
認
識
が
ま
ず
先
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
生
じ
る
美
登
利

の
運
命
に
対
す
る
哀
切
感
が
物
語
の
眼
目
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
野
口
硯
氏
は
「
『
た
け
く
ら
べ
』
が
終
始
廓
の
外
を
述
べ
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
考
え
る
べ
き
問
題
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、

確
か
に
語
り
手
は
唯
一
の
例
外
を
除
い
て
、
即
ち
「
お
塞
ぐ
ろ
溝
」
に
「
刎
橋
」

が
降
り
た
ま
ま
と
な
る
酉
市
の
日
を
除
い
て
は
、
廓
内
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ

と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

 
従
っ
て
、
必
然
的
に
廓
内
の
様
子
は
聴
覚
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

く
な
る
。
視
覚
よ
り
も
聴
覚
が
優
先
す
る
の
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
だ
が
、

重
要
な
の
は
、
こ
の
語
り
手
の
位
置
が
テ
ク
ス
ト
の
基
本
構
造
と
し
て
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
吉
原
遊
廓
の
内
と
外
を
轟
然
と
分
け
て
い
る
お
歯
黒
溝
は
、

遊
女
に
と
っ
て
は
実
質
二
間
以
上
の
長
さ
を
持
つ
非
情
な
存
在
と
し
て
あ
る
。

語
り
手
は
そ
の
〈
境
界
〉
の
位
置
を
守
り
続
け
、
廓
内
に
は
決
し
て
立
ち
入
ら

な
い
の
で
あ
る
。

 
『
た
け
く
ら
べ
』
は
純
真
無
垢
な
子
供
た
ち
の
世
界
を
描
い
た
も
の
で
は
な

い
。
大
音
寺
前
は
繁
栄
す
る
吉
原
の
経
済
に
依
存
し
て
生
計
が
営
ま
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
り
、
特
に
そ
の
金
銭
の
論
理
に
よ
っ
て
日
常
の
規
範
、
生
活
が
成
立

し
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
子
供
た
ち
の
世
界
も
例
外
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
三

五
郎
，
の
惨
め
さ
は
そ
の
貧
ゆ
え
で
あ
り
、
「
金
主
様
」
で
あ
る
田
中
屋
の
正
太

を
「
あ
だ
に
は
」
で
き
な
い
の
も
、
ま
た
長
吉
に
「
背
く
事
か
な
は
」
な
い
の

も
、
彼
の
親
が
家
主
だ
か
ら
で
あ
る
。
貧
富
と
い
う
経
済
的
な
価
値
観
に
よ
っ

て
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
ま
で
が
体
系
化
さ
れ
る
悲
哀
を
、
誰
よ
り
味
わ
っ
て

い
た
の
は
三
五
郎
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
無
意
識
な
が
ら
も
滑
稽
者
に
徹

す
る
こ
と
で
、
「
ニ
タ
股
野
郎
」
を
逆
手
に
と
っ
た
し
た
た
か
な
処
世
術
を
身

に
つ
け
て
い
た
。

 
三
五
郎
と
は
逆
で
は
あ
る
が
、
正
太
も
そ
の
経
済
力
に
よ
っ
て
、
子
供
仲
間

だ
け
で
な
く
表
町
の
大
人
た
ち
に
も
幅
を
効
か
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
祖
母
さ

ん
の
代
吟
に
日
掛
け
の
集
め
に
廻
る
う
ち
に
、
次
第
に
逞
し
い
商
魂
を
身
に
つ

け
始
め
て
も
い
る
。
ま
た
、
親
兄
弟
の
な
い
寂
し
さ
の
慰
撫
を
美
登
利
に
求
め

る
よ
う
な
子
供
ら
し
さ
も
見
せ
る
が
、
美
登
利
を
「
美
く
し
と
思
ひ
」
、
眺
め

る
入
る
そ
の
眼
差
し
に
は
、
言
葉
と
は
裏
腹
に
姉
に
対
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、

明
ら
か
に
異
性
に
向
け
ら
れ
た
も
の
、
即
ち
視
る
側
で
あ
る
く
男
〉
の
視
線
を

向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
『
た
け
く
ら
べ
』
の
こ
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
に
無
垢
な
る
子
供
か
ら
は

遠
い
存
在
で
は
あ
る
が
、
完
全
に
大
人
の
世
界
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
（

も
な
い
。
大
人
の
世
界
に
侵
食
さ
れ
つ
つ
も
ま
だ
完
全
に
は
足
を
踏
み
入
れ
て

は
い
な
い
と
い
う
、
ま
さ
に
両
者
が
混
清
し
て
い
る
一
時
期
が
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

 
『
た
け
く
ら
べ
』
は
当
初
「
雛
鶏
」
と
い
う
題
名
で
あ
っ
た
。
「
雛
鶏
」
と

は
字
義
通
り
で
は
〈
ひ
よ
こ
〉
、
即
ち
子
供
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
た
け

く
ら
べ
』
に
改
題
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
子
供
と
い
う
固
定
的
イ
メ
ー
ジ
か

ら
、
背
丈
を
比
べ
る
と
い
う
動
的
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
表
わ
し
て

い
る
。
背
丈
乃
至
は
心
の
た
け
を
競
い
つ
つ
大
人
に
近
付
い
て
い
く
。
『
た
け

く
ら
べ
』
と
い
う
題
名
が
象
徴
し
て
い
る
の
は
、
大
人
の
世
界
へ
の
入
り
口
に

向
か
っ
て
歩
み
な
が
ら
、
し
か
し
、
ま
だ
子
供
の
領
域
か
ら
は
出
て
し
ま
っ
て
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は
い
な
い
と
い
う
、
動
き
変
化
す
る
時
間
の
、
あ
る
一
瞬
を
捉
え
た
世
界
で
あ

る
。 

そ
の
意
味
で
語
り
手
が
吉
原
遊
廓
の
中
に
足
を
踏
み
入
れ
な
い
の
は
当
然
で

あ
る
。
性
を
商
品
化
し
、
金
銭
の
論
理
が
優
先
す
る
吉
原
内
世
界
は
、
全
き
大

人
の
世
界
で
あ
っ
て
、
『
た
け
く
ら
べ
』
と
い
う
題
名
の
意
味
す
る
世
界
か
ら

は
逸
脱
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 
ま
た
、
吉
原
は
や
が
て
美
登
利
が
入
っ
て
い
ぐ
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
た

け
く
ら
べ
』
と
い
う
物
語
が
終
っ
た
時
に
始
ま
る
世
界
で
あ
る
。
従
っ
て
、
貸

座
敷
の
中
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
遊
女
そ
の
も
の
の
生
活
も
語
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
。
語
り
手
の
位
置
は
、
吉
原
の
内
と
外
、
さ
ら
に
物
語
の
内
と
外
と
の
〈
境

界
〉
を
象
徴
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

 
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
酉
の
市
の
場
面
は
非
常
に
暗
示
的
で
あ
る
。
既
述
し

た
よ
う
に
、
こ
の
場
面
は
語
り
手
が
唯
一
吉
原
に
足
を
踏
み
入
れ
る
時
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
日
は
通
常
吉
原
に
縁
の
な
い
覧
た
ち
も
訪
れ
る
祭
り
の

日
で
あ
っ
て
、
厳
密
に
は
所
謂
吉
原
内
世
界
に
入
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

 
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
場
面
は
、

 
此
年
三
の
酉
ま
で
有
り
て
中
一
日
は
つ
ぶ
れ
し
か
ど
前
後
の
上
天
気
に
大

鳥
神
社
の
賑
ひ
す
さ
ま
じ
く
、
此
処
を
か
こ
つ
け
に
検
査
場
の
門
よ
り
乱
れ

入
る
若
人
達
の
勢
ひ
と
て
は
、
天
柱
く
だ
け
地
維
か
く
る
か
と
思
は
る
・
笑

ひ
声
の
ど
よ
め
き
、
中
之
町
の
通
り
は
俄
に
方
角
の
替
り
し
や
う
に
思
は
れ

て
角
町
、
京
町
処
々
の
は
ね
橋
よ
り
、
さ
っ
さ
押
せ
く
と
猪
牙
が
・
た
言

葉
に
人
波
を
分
く
る
群
も
あ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
 
 
 
（
十
四
）

『
た
け
く
ら
べ
』
の
哀
感
 
-
語
り
の
手
法
一

と
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
吉
原
の
中
と
い
う
よ
り
、
検
査
場
の
門
に
架
か
っ

て
い
る
石
畳
の
小
橋
や
、
角
町
や
京
町
の
刎
橋
か
ら
臨
ま
れ
る
光
景
で
あ
る
と

も
い
え
る
の
で
あ
る
。
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
こ
の
場
面
の
語
り
手

は
、
物
語
内
容
と
同
様
に
非
常
に
微
妙
な
位
置
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
刎
橋
と

は
吉
原
の
内
と
外
を
繋
ぐ
も
の
で
も
あ
る
が
、
ま
た
逆
に
、
両
者
を
裁
然
と
分

け
る
存
在
で
も
あ
る
。
刎
橋
は
そ
の
よ
う
な
両
義
性
を
も
つ
く
境
界
〉
的
存
在

で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
位
置
に
語
り
手
は
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
主
人
公
美
登
利
は
、
そ
の
よ
う
な
語
り
手
の
位
置
と
相
似
の
関
係
に
あ
る
。

物
語
後
半
の
美
登
利
は
、
こ
の
危
う
い
刎
橋
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

今
ま
さ
に
そ
こ
に
立
ち
吉
原
を
臨
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
美
登
利
の
変

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

化
の
原
因
に
「
初
店
説
」
を
採
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仮
令
そ
れ
が
「
密
か
に
」

行
な
わ
れ
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
美
登
利
は
既
に
『
た

け
く
ら
べ
』
の
世
界
に
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ど
の
よ
う
な
方
法
で
あ
れ
、
そ

の
性
を
商
品
化
し
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
吉
原
内
世
界
の
出
来
事
の
は
ず

だ
か
ら
で
あ
る
。

 
そ
し
て
語
り
手
に
導
か
れ
て
刎
橋
に
立
っ
て
い
る
読
者
の
側
か
ら
い
え
ば
、

そ
こ
か
ら
臨
ま
れ
る
吉
原
を
見
つ
つ
、
目
前
に
迫
っ
た
美
登
利
の
遊
女
の
姿
を

想
起
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
正
太
の
唄
う
「
厄
介
節
」
も
紫
の
上
の
姿

も
、
美
登
利
の
未
来
の
姿
の
具
体
的
で
陰
惨
な
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
に
喚
起
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
プ
レ
テ
ク
ス
ト
の
引
用
も
含
め
、
『
た
け
く
ら
べ
』
に
仕
掛

け
ら
れ
た
様
々
な
暗
示
は
、
読
者
を
テ
ク
ス
ト
の
外
へ
と
想
像
を
導
い
て
い
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

巧
み
な
語
り
の
操
作
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
読
者
の
想
像
力
の
助
け
に
よ
っ

て
、
物
語
に
重
層
性
と
多
義
性
の
あ
る
世
界
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
『
め
ざ
ま
し
草
』
で
幸
田
露
伴
も
、
「
可
憐
の
美
登
利
が
行
末
や
如
何
な
る
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べ
き
、
既
に
妻
事
あ
り
、
頓
て
彼
運
も
来
た
り
や
せ
ん
と
思
ふ
に
そ
ゾ
ろ
あ
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
4
）
 
 
 
 
 
 
 
．

れ
を
覚
え
、
読
み
終
り
て
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
感
に
打
た
れ
ぬ
」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
読
者
の
想
像
力
が
物
語
生
成
の
重
要
な
要
因
で
あ
る
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
語
り
手
が
退
場
し
た
後
↓
即
ち
物
語
が
終
っ
た
後
ま
で
も
読
者
の
生

き
る
時
間
が
残
っ
て
い
く
と
い
う
語
り
の
方
法
が
、
余
情
の
あ
る
『
た
け
く
ら

べ
』
の
世
界
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
・

【
注
】

12345678

「
三
人
冗
語
」
の
「
第
二
の
ひ
い
き
」
の
言
葉
（
『
め
ざ
ま
し
草
』
明
2
9
・

5
）

山
田
有
策
コ
葉
文
学
の
方
法
-
『
た
け
く
ら
べ
』
の
語
り
手
」
（
『
国
語

展
望
』
別
冊
、
尚
学
図
書
、
昭
6
2
・
5
）

吉
江
久
弥
『
西
鶴
文
学
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
昭
4
9
・
3
）

青
木
一
男
「
『
た
け
く
ら
べ
』
注
解
編
」
（
評
論
社
、
昭
4
0
・
1
0
）
に
「
ぽ

っ
く
り
は
一
般
家
庭
で
は
七
五
三
の
祝
な
ど
の
時
だ
け
に
は
か
せ
る
も

の
」
と
あ
る
。

関
良
一
「
『
た
け
く
ら
べ
』
人
名
考
」
（
『
樋
口
一
葉
 
考
証
と
試
論
』
有

精
堂
、
昭
4
5
・
1
0
）

G
・
ジ
ユ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
（
書
騨
風
の
薔
薇
、
昭
6
0
・

8
）

和
田
芳
恵
「
『
た
け
く
ら
べ
』
補
注
」
（
『
樋
口
一
葉
集
』
角
川
書
店
、
昭
4
5
・

9
）

近
石
泰
秋
『
操
浄
瑠
璃
の
研
究
』
（
風
間
書
房
、
昭
4
0
・
5
）

911 101214 13

松
平
進
「
近
松
浄
瑠
璃
文
の
『
前
表
』
」
（
『
梅
花
女
子
大
紀
要
皿
』
、
昭
4
1
・

1
2
）

前
田
愛
「
美
登
利
の
た
め
に
」
（
『
群
像
』
昭
6
0
・
7
）

野
口
硯
「
『
た
け
く
ら
べ
』
補
注
」
（
『
樋
口
一
葉
全
集
』
筑
摩
書
房
、
昭
4
9
・

3
）

佐
多
稲
子
［
『
た
け
く
ら
べ
』
解
釈
へ
の
ひ
と
つ
の
疑
問
」
（
『
群
像
』
昭
6
0
・

5
）

前
田
愛
（
同
注
1
0
）
に
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

コ
ニ
人
冗
語
」
の
「
ひ
い
き
」
の
言
葉
（
『
め
ざ
ま
し
草
』
明
2
9
・
5
）
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