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魚
服
記
」
の
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語
り
」

1
そ
の
様
態
へ
の
一
つ
の
試
み
一

鶴

谷

憲

三

は
じ
め
に

 
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
（
物
語
短
篇
作
家
）
と
し
て
の
太
宰
治
の
出
発
を
刻
し

た
作
品
と
言
え
ば
、
「
魚
服
記
」
（
『
海
豹
』
昭
和
8
・
5
）
を
挙
げ
る
に
や
ぶ

さ
か
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
作
品
内
容
と
実
生
活
と
の
関
連
、
直
接
想
を
得
た
と

さ
れ
る
上
田
秋
成
の
「
夢
応
の
鯉
魚
」
と
の
異
同
・
比
較
、
湖
沼
生
成
伝
説
、

風
土
性
が
も
た
ら
す
近
親
相
姦
な
ど
そ
の
「
世
界
」
の
基
調
を
な
す
フ
ォ
ー
ク

ロ
ア
性
、
さ
ら
に
は
主
人
公
ス
ワ
の
「
二
度
の
変
身
」
を
意
味
す
る
も
の
、
水

の
モ
チ
ー
フ
等
々
、
こ
の
作
品
は
こ
れ
ま
で
多
様
な
角
度
か
ら
照
射
さ
れ
て
き

た
。
あ
え
て
極
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
主
と
し
て
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
の
面
か
ら

の
切
り
口
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
テ
ラ
ー
」
の
要
素
に
力
点
を
お

い
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
「
叙
法
」
、
「
語
り
」
の
様
態
に
焦
点
を
絞
り
、
検
討

を
加
え
た
場
合
、
異
な
る
相
貌
を
あ
ら
わ
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
こ
の

小
稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
抽
象
的
に
述
べ
て
も
始
ま
ら
な
い
。
直
接
の
因
は
二
人
の
研
究
者
の
「
魚
旧

記
」
を
め
ぐ
る
応
答
が
切
っ
掛
け
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
五
十
七
年
五
月
号
の

『
国
文
学
』
で
三
好
行
雄
、
饗
庭
孝
男
、
鳥
居
邦
朗
、
東
郷
克
美
の
四
氏
が
「
太

宰
治
の
作
品
を
読
む
」
と
題
し
て
共
同
討
議
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
に
鳥

居
邦
朗
氏
と
三
好
行
雄
氏
と
の
間
で
こ
の
作
品
の
叙
法
を
め
ぐ
っ
て
遺
り
取
り

が
か
わ
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
鳥
居
氏
の
見
解
は
要
約
す
る
と
」
以
下
の
よ

う
に
な
る
。
氏
は
『
晩
年
』
所
収
の
作
品
群
を
三
部
に
わ
け
、
「
強
引
」
と
断

わ
り
つ
つ
「
魚
服
記
」
は
「
い
わ
ば
客
観
的
方
法
に
よ
っ
て
書
か
れ
」
て
い
る
 
 
切

と
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
言
葉
を
継
い
で
、
次
の
よ
う
に
問
題
を
提
起
す
る
の
で
 
 
口

あ
る
。

 
 
 
伝
統
的
な
い
わ
ゆ
る
小
説
の
形
に
は
ま
っ
た
作
品
と
し
て
出
来
上
が
っ

 
 
て
い
る
。
そ
れ
で
な
ぜ
太
宰
は
満
足
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
太
宰

 
 
論
の
中
で
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
大
袈
裟
に
言
う
と
、

 
 
こ
と
に
よ
る
と
こ
の
こ
と
は
昭
和
の
文
学
史
の
中
で
も
大
き
な
問
題
に
な

 
 
る
の
で
は
な
い
か
。

 
三
好
行
雄
氏
は
こ
の
発
言
に

 
 
 
鳥
居
さ
ん
は
客
観
的
小
説
だ
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
で
し
ょ
う
。
だ
け
ど
、

 
 
た
と
え
ば
「
魚
上
記
」
の
あ
あ
い
う
変
身
謳
み
た
い
な
も
の
は
り
ア
リ
ズ

 
 
ム
と
い
う
概
念
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

 
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

「
魚
服
記
」
の
「
語
り
」
 
1
そ
の
様
態
へ
の
一
つ
の
試
み
ー



 
述
語
の
意
味
内
容
が
両
者
間
で
前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
否
か
に
加

え
、
共
同
討
議
を
活
字
化
に
し
た
と
い
う
事
の
性
質
上
、
こ
う
し
た
ミ
ク
ロ
な

引
用
は
あ
る
い
は
両
氏
に
す
れ
ば
不
本
意
な
こ
と
か
も
知
れ
ぬ
。
座
談
会
形
式

は
文
字
通
り
「
座
」
で
あ
る
た
め
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
正
確
に
再
現
し
に
く

い
面
も
あ
り
、
ま
た
、
時
間
等
の
制
約
も
あ
る
た
め
、
意
を
尽
せ
な
い
憾
み
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
両
者
の
発
言
は
正
し
い
と
言
え
ば
い
ず
れ
も
正
し
い
し
、
違
う
と
言
え
ば
い

ず
れ
も
違
う
と
思
わ
れ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
「
客
観
的
な
方
法
」
・
「
小
説

の
形
に
は
ま
っ
た
」
「
伝
統
的
」
な
方
法
と
、
「
変
身
諺
み
た
い
な
も
の
は
リ
ア

リ
ズ
ム
と
い
う
概
念
か
ら
は
ず
れ
る
」
と
い
う
発
言
に
は
微
妙
な
「
ず
れ
」
が

介
在
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
思
う
に
鳥
居
氏
の
発
言
は
「
テ
ラ
i
」
の
面

に
重
点
を
お
い
た
発
言
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
三
好
氏
の
発
言
は
「
テ
ラ
ー
」

と
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
を
含
み
込
む
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
微
妙

な
「
ず
れ
」
を
誘
発
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

'
 
 
 
 
1
1

 
「
語
り
」
を
問
題
に
す
る
と
は
、
そ
の
作
品
世
界
を
伝
え
る
た
め
に
、
如
何

な
る
把
握
の
仕
方
、
叙
述
の
切
り
口
を
「
作
者
」
が
選
択
し
て
い
る
か
と
い
う

く
叙
法
の
意
識
化
〉
と
考
え
ら
れ
る
。
強
い
自
意
識
の
持
ち
主
で
あ
る
太
宰
治

は
、
こ
の
点
で
も
は
や
く
か
ら
き
わ
め
て
自
覚
的
な
作
家
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
の
文
学
的
出
発
時
に
、
あ
る
意
味
で
は
驕
り
と
も
言
う
べ
き
自
信
も
い

ち
は
や
く
示
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
感
想
な
ん
て
！
ま
る
い
卵
も
き
り
様
ひ
と
つ
で
立
派
な
四
角
形
に
な
る

 
 
ぢ
や
な
い
か
。
伏
目
が
ち
の
、
お
ち
よ
ぼ
口
を
装
ふ
ご
と
も
で
き
る
し
、

 
 
た
っ
た
い
ま
た
か
ま
が
原
か
ら
や
っ
て
来
た
原
始
人
そ
の
ま
ま
の
素
朴
の

 
 
真
以
も
で
き
る
の
だ
。
 
 
 
 
（
「
感
想
に
つ
い
て
」
『
も
の
思
ふ
葦
』
）

 
こ
こ
ま
で
筆
者
は
叙
法
と
語
り
と
を
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
て
き
た
。
語
り
の
要

素
と
映
し
の
要
素
あ
る
い
は
説
明
と
描
写
な
ど
叙
法
に
明
確
な
質
的
差
異
を
設

定
す
る
識
者
も
少
く
な
い
が
、
こ
の
小
稿
で
は
言
説
の
主
体
を
「
話
者
」
「
語

り
手
」
と
し
、
以
下
「
語
り
手
」
で
統
一
す
る
。
あ
る
特
定
の
時
空
に
実
在
し

た
太
宰
治
と
全
く
等
価
と
は
限
ら
ず
、
そ
の
〈
作
家
精
神
〉
、
換
言
す
れ
ば
「
騙

り
」
の
能
力
、
つ
ま
り
想
像
力
を
駆
使
し
、
一
つ
の
く
真
実
の
〉
世
界
・
物
語

り
を
紡
ぎ
出
す
能
力
に
秀
で
て
い
る
か
否
か
と
い
う
側
面
に
重
点
を
お
き
、
分

析
の
メ
ス
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
「
語
り
」
を
考
察
す
る
場
合
、
最
も
明
解
で
、
狭
義
な
形
は
作
中
に
「
作
者
」

と
は
異
な
る
語
り
手
が
顕
在
化
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
『
晩
年
』
の
重
質

で
云
え
ば
、
質
こ
そ
違
え
、
「
道
化
の
華
」
の
「
僕
」
や
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」

の
「
僕
」
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
後
年
の
作
品
で
云
え
ば
、
「
駈
け
込
み
訴
へ
」

の
「
ユ
ダ
」
や
「
右
大
臣
実
朝
」
の
「
近
習
」
が
そ
の
典
型
的
な
隈
取
を
示
し

て
い
よ
う
。

 
こ
れ
に
対
し
、
前
記
の
如
く
顕
在
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
形
式
上
か
ら
は
、
判

然
と
し
な
い
ケ
ー
ス
の
作
品
も
あ
り
、
こ
れ
に
は
次
の
二
種
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

一
つ
は
、
「
思
ひ
出
」
の
如
く
「
私
」
と
い
う
一
人
称
で
語
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
自
伝
的
な
作
品
で
あ
る
「
思
ひ
出
」
の
知
覚
を
統
べ
て
い
る

の
は
作
品
内
時
間
の
「
私
」
で
は
な
く
、
一
つ
の
体
系
、
も
の
の
観
方
を
有
し

て
い
る
執
筆
時
点
で
の
「
私
」
な
の
で
あ
っ
て
、
後
者
の
「
私
」
の
整
序
一
光

線
に
よ
っ
て
染
め
あ
げ
ら
れ
た
の
が
前
者
の
「
私
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
自
伝
的
な
小
説
と
言
え
ど
も
、
実
生
活
上
の
太
宰
治
と
必
ず
し
も
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等
価
と
は
言
え
な
い
が
、
一
方
で
時
代
な
り
風
土
な
り
の
影
響
も
無
視
出
来
ず
、

そ
の
事
を
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
性
も
は
ら
む
こ
と
に
な
る
。
い

ま
一
つ
は
、
こ
れ
か
ら
検
討
す
る
「
魚
服
記
」
の
叙
法
で
あ
る
。
通
説
に
従
え

ば
、
こ
の
世
界
を
統
括
す
る
の
は
、
す
べ
て
を
見
晴
ら
か
す
こ
と
が
出
来
る
立

場
に
い
る
語
り
手
で
あ
り
、
そ
の
存
在
の
痕
跡
を
完
壁
に
消
失
し
得
る
ほ
ど
、

す
な
わ
ち
、
主
情
的
要
素
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
「
客
観
的
」
と
さ
れ
、

ま
た
は
「
全
知
性
」
・
「
神
の
視
点
」
に
近
づ
く
と
称
さ
れ
よ
う
。
す
で
に
確

認
し
た
如
く
、
「
客
観
的
」
・
「
小
説
の
形
に
は
ま
っ
た
」
「
伝
統
的
」
な
方
法

と
鳥
居
氏
が
評
言
す
る
時
の
意
味
内
容
は
こ
の
点
を
さ
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
魚
服
記
」
の
語
り
の
位
相
は
そ
れ
ほ
ど
均
質
的
な
も

の
で
は
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
少
な
く
と
も
三
層
の
異

質
な
世
界
が
混
在
し
、
し
か
も
そ
の
三
層
が
語
ら
れ
る
世
界
と
不
可
分
な
性
質

を
共
有
し
て
い
る
の
が
こ
の
作
品
の
持
つ
魅
力
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。 

「
語
り
」
を
作
中
人
物
に
反
映
す
る
物
語
状
況
、
局
外
の
「
全
知
」
の
語
り

手
に
よ
る
物
語
状
況
、
「
私
」
の
語
る
物
語
状
況
の
三
層
に
大
別
し
、
物
語
世

界
に
は
そ
れ
ら
が
複
雑
か
つ
錯
綜
し
て
存
在
す
る
と
主
張
し
た
の
は
F
・
シ
ュ

タ
ン
ツ
ェ
ル
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
は
『
物
語
の
構
造
〈
語
り
〉
の
理
論

と
テ
ク
ス
ト
分
析
』
（
前
田
彰
一
訳
、
岩
波
書
店
、
8
9
・
1
）
で
、
論
を
考
察

す
る
前
提
と
し
て
、
局
外
の
語
り
手
と
は
作
者
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
独
立
的

な
人
格
と
し
た
上
で
、
「
《
物
語
り
状
況
〉
の
動
態
化
」
を
説
く
。

 
 
 
 
あ
る
小
説
の
《
物
語
り
状
況
》
は
間
断
な
く
、
つ
ま
り
章
ご
と
に
あ

 
 
 
る
い
は
段
落
ご
と
に
、
変
わ
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
…
（
中
略
）

 
 
 
…
小
説
の
冒
頭
か
ら
結
末
ま
で
《
物
語
り
状
況
〉
の
刻
々
の
変
化
、
推

「
魚
服
記
」
の
「
語
り
」
 
1
そ
の
様
態
へ
の
一
つ
の
試
み
一

 
 
 
移
、
重
層
に
も
、
終
始
格
別
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

 
「
語
り
」
を
考
察
す
る
場
合
、
同
一
な
言
葉
す
ら
そ
の
意
味
内
容
が
安
定
し

て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
こ
れ
か
ら
「
魚
服
記
」
の
構
造
を

考
察
す
る
に
あ
た
り
こ
の
見
解
は
有
効
性
を
も
つ
発
条
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
に
倣
え
ば
、
「
《
物
語
状
況
》
の
動
態
化
」
が
「
魚
服
記
」

か
ら
う
か
が
い
と
れ
る
こ
と
は
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。

 
 
 
④
本
州
の
北
端
の
山
脈
は
、
ぼ
ん
じ
ゆ
山
脈
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
せ
い

 
 
ぜ
い
三
四
百
米
ほ
ど
の
丘
陵
が
起
伏
し
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ふ
つ
う

 
 
の
地
図
に
は
載
っ
て
み
な
い
。
む
か
し
、
こ
の
辺
一
帯
は
ひ
ろ
び
う
と
し

 
 
た
海
で
あ
っ
た
さ
う
で
、
義
経
が
家
来
た
ち
を
連
れ
て
北
へ
北
へ
と
亡
命

 
 
し
て
行
っ
て
、
は
る
か
蝦
夷
の
土
地
へ
渡
ら
う
と
こ
こ
へ
船
で
と
ほ
つ
た

 
 
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

 
作
品
世
界
を
開
示
す
る
冒
頭
の
部
分
で
あ
る
。
主
舞
台
と
な
る
「
ぼ
ん
じ
ゆ

山
脈
」
と
い
う
空
間
と
、
こ
の
地
に
ま
つ
わ
る
義
経
伝
説
と
い
う
時
間
と
が
叙

述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
空
を
読
者
に
説
き
明
す
主
体
は
一
体
誰
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
地
の
位
置
性
、
歴
史
性
と
い
う
横
糸
．
縦
糸
と
は

誰
に
よ
っ
て
紡
が
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ

こ
で
の
「
語
り
手
」
は
読
者
の
前
に
顕
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
叙
法
は
い
わ

ゆ
る
三
人
称
の
小
説
と
称
さ
れ
、
そ
の
最
も
究
極
的
な
形
が
神
の
視
点
と
さ
れ

る
「
全
知
」
の
方
法
に
他
な
ら
な
い
。
「
本
州
の
北
端
」
と
言
う
た
め
に
は
、

本
州
す
べ
て
の
位
置
関
係
を
鳥
賢
し
う
る
地
点
に
立
た
な
い
か
ぎ
り
不
可
能
な

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
、
こ
の
地
に
ま
つ
わ
る
伝
説
を
知
悉
し
て
い

る
と
い
う
要
件
も
お
の
ず
と
示
さ
れ
て
い
る
。
思
う
に
、
こ
の
叙
述
の
語
り
手

が
時
空
を
超
越
し
た
全
知
の
立
場
に
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
「
魚
服
記
」
全
篇
が
こ
う
し
た
姿
を
現
わ
さ
な
い
潜
在
的

な
語
り
手
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
端
曲
な
徴
表
は
次
に

引
く
言
説
で
あ
る
。
主
人
公
の
ス
ワ
が
滝
壺
へ
身
を
投
じ
、
大
蛇
に
な
っ
た
と

錯
覚
し
た
記
述
の
後
の
一
節
で
あ
る
。

 
 
 
⑬
小
さ
な
鮒
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
口
を
ぱ
く
ぱ
く
と
や
っ
て
鼻

 
 
さ
き
の
疵
を
う
ご
め
か
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
。

 
こ
の
箇
所
は
誰
の
作
中
人
物
へ
の
思
い
を
表
白
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
容
易
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
潜
在
化
し
て
い
た
語
り
手
が
ζ
の

段
階
へ
至
っ
て
顕
在
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
作

中
人
物
と
の
距
離
が
見
失
わ
れ
る
ほ
ど
に
近
接
し
、
作
中
人
物
へ
の
思
い
と
共

有
し
得
る
内
的
必
然
性
を
感
じ
て
い
る
件
な
の
で
あ
る
。
冒
頭
部
分
と
は
明
ら

か
に
異
質
な
こ
の
語
り
の
層
を
、
通
説
で
言
う
作
者
の
顔
出
し
・
説
明
な
ど
と

称
す
べ
き
で
は
な
い
。
幾
層
か
の
「
語
り
」
を
必
要
と
し
た
の
は
「
作
者
」
だ

か
ら
で
あ
る
。
一
見
、
潜
在
的
な
語
り
手
に
よ
る
「
客
観
的
」
な
方
法
と
さ
れ

る
作
品
に
、
語
り
手
の
存
在
が
徴
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
た
。
さ

ら
に
い
ま
一
つ
の
語
り
の
相
は
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
の
言
う
「
作
中
人
物
に
反
映

す
る
物
語
状
況
」
す
な
わ
ち
、
如
何
よ
う
に
考
え
て
も
こ
の
言
説
の
主
体
は
作

中
人
物
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。

 
 
 
◎
大
蛇
！
大
蛇
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
っ
た
。
う
れ
し
い
な
、

 
 
も
う
小
屋
へ
帰
れ
な
い
の
だ
、
と
ひ
と
り
ご
と
を
言
っ
て
口
ひ
げ
を
大
き

 
 
く
う
こ
か
し
た
。

 
少
く
と
も
引
用
の
最
初
の
一
文
は
、
主
人
公
ス
ワ
の
意
識
に
ち
が
い
な
い
は

ず
で
あ
る
。
他
者
へ
の
顧
慮
あ
る
い
は
対
象
へ
の
距
離
感
、
遠
近
法
的
視
点
は

こ
の
一
文
に
は
一
切
作
用
し
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
「
魚
服
記
」
の
「
語
り
」
は
、
潜
在
的
な
語
り
、
顕
在
化
さ
れ

た
語
り
、
作
中
人
物
に
反
映
さ
れ
た
語
り
と
の
三
層
と
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
こ
の
世
界
が
成
立
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。

2

 
前
章
で
は
、
「
魚
服
記
」
の
語
り
が
色
合
い
の
違
う
三
層
に
よ
っ
て
構
築
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
を
「
語
り
」
と
い
う
切

り
口
で
、
照
射
し
た
論
考
は
決
し
て
多
く
な
い
。
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
言
え

ば
、
北
川
首
骨
の
次
の
よ
う
な
見
解
な
ど
が
顕
著
な
も
の
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

氏
は
「
語
っ
て
い
る
の
は
作
者
で
は
な
く
、
仮
面
」
と
み
た
上
で
、
こ
の
作
品

の
「
語
り
」
は
「
こ
ん
な
妙
に
静
か
な
晩
に
は
山
で
き
っ
と
不
思
議
が
起
こ
る

の
で
あ
る
。
」
と
い
う
あ
た
り
か
ら
そ
の
質
が
変
容
し
、
そ
の
特
徴
は
次
の
点

 
 
 
 
 
 
 
は
ユ

に
あ
る
と
指
摘
す
る
。

 
 
 
こ
の
小
説
は
、
た
と
え
ば
大
学
生
が
羊
歯
類
を
採
集
に
来
た
と
い
う
発

 
 
端
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
普
通
の
現
代
小
説
の
体
裁
で
始

 
 
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
特
に
先
に
引
い
た
、
奇
妙
に
静
か
な
晩
の
山
で

 
 
不
思
議
が
起
こ
る
叙
述
の
あ
た
り
か
ら
、
明
ら
か
に
文
体
が
変
わ
り
、
基

 
 
本
的
に
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
語
り
の
世
界
に
変
貌
し
て
い
る
。
現
代
小
説
が

 
 
そ
の
核
心
に
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
内
包
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
、
と

 
 
言
っ
て
も
よ
い
。

 
氏
に
よ
れ
ば
「
普
通
の
現
代
小
説
の
体
裁
」
か
ら
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
内
包

す
る
≒
語
り
の
世
界
」
へ
の
変
貌
が
こ
の
作
品
の
語
り
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
。

私
も
又
先
に
述
べ
た
如
く
こ
こ
で
の
語
り
の
質
が
決
し
て
単
一
で
な
い
と
思
う

も
の
で
あ
る
。
以
下
こ
の
章
で
は
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
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よ
り
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

 
先
に
引
用
し
た
④
の
叙
述
（
「
本
州
の
…
…
こ
と
で
あ
る
。
」
）
が
、
時
空
を

超
越
し
た
全
知
の
立
場
に
い
る
潜
在
化
さ
れ
た
語
り
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
す
で
に
考
察
し
た
。
「
魚
服
記
」
の
作
品
構
造
は
「
一
」
か
ら
「
四
」
ま

で
の
章
立
て
か
ら
成
る
が
、
こ
う
し
た
語
り
で
第
一
章
は
す
べ
て
覆
わ
れ
て
い

る
と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
舞
台
、
作
品
内
時
間
、
主
要
登
場
人
物
達
の

紹
介
は
救
え
な
い
語
り
手
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
馬
禿
山
の
山
の
陰
に

あ
る
滝
そ
ば
の
茶
店
、
こ
と
し
と
す
る
「
い
ま
」
、
夏
の
終
り
と
初
秋
と
の
境

界
が
分
か
ち
難
い
時
期
の
色
の
白
い
都
の
学
生
の
事
故
の
状
況
等
で
あ
り
、
こ

の
物
語
の
展
開
上
最
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
一
節
も
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い

る
。 

 
 
滝
の
附
近
に
居
合
せ
た
四
五
人
が
そ
れ
を
目
撃
し
た
。
し
か
し
、
淵
の

 
 
そ
ば
の
茶
店
に
み
る
十
五
に
な
る
女
の
子
が
一
番
は
つ
き
り
そ
れ
を
見

 
 
た
。

 
ま
だ
こ
の
段
階
で
は
「
十
五
に
な
る
女
の
子
」
と
い
う
、
い
わ
ば
作
中
人
物

と
距
離
を
お
い
た
、
冷
静
な
語
り
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
第
二
章
に
至

り
、
こ
の
女
の
子
に
「
ス
ワ
」
と
い
う
名
が
付
与
さ
れ
、
「
山
に
生
ま
れ
た
鬼
子
」

と
い
う
そ
の
像
の
形
象
化
、
ま
た
、
「
十
三
の
時
」
と
「
こ
の
ご
ろ
」
と
の
時

間
の
対
比
を
通
し
て
、
作
品
内
世
界
へ
と
語
り
は
徐
々
に
そ
の
質
が
変
容
し
て

行
く
。

 
語
り
は
騙
り
で
あ
り
、
そ
の
行
為
の
特
徴
は
「
共
同
体
の
共
同
性
の
創
出
基

盤
と
も
な
る
遠
い
神
話
的
記
憶
の
一
種
垂
直
的
な
時
間
の
次
元
と
交
錯
し
、
そ

の
範
型
的
な
生
の
か
た
ど
り
の
力
の
一
端
に
あ
ず
か
る
場
面
に
立
ち
合
う
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
 

と
」
に
み
ら
れ
る
と
い
う
。
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
説
明
は
、
語
り
手
と
は

「
魚
服
記
」
の
「
語
り
」
 
一
そ
の
様
態
へ
の
一
つ
の
試
み
一

時
空
を
自
由
に
超
越
で
き
る
存
在
で
あ
り
、
ま
た
、
無
意
識
の
黙
契
と
で
も
言

う
べ
き
も
の
が
成
立
す
る
地
点
に
位
置
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
「
魚
服
記
」
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
性
は
、
素
材
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
義
経

伝
説
や
三
郎
八
郎
の
湖
沼
生
成
伝
説
、
さ
ら
に
は
「
天
狗
」
や
「
山
人
」
等
の

非
日
常
的
現
実
表
現
か
ら
の
み
喚
起
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
空
の
な
に
ほ

ど
か
を
共
有
す
る
一
員
あ
る
い
は
〈
共
犯
意
識
〉
と
で
も
言
ケ
べ
き
も
の
を
前

提
と
し
て
そ
の
発
想
・
性
格
が
規
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

読
者
を
物
語
世
界
へ
と
誘
う
語
り
手
は
無
色
透
明
で
、
偏
光
や
価
値
づ
け
を
極

力
廃
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
設
定
の
奥
に
は
、
あ
る
時
空
の
制
度
性
、

村
落
共
同
体
の
成
員
の
一
員
と
い
う
自
然
な
流
れ
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

 
潜
在
化
さ
れ
た
こ
う
し
た
語
り
手
の
光
線
な
の
か
、
そ
れ
と
も
作
中
人
物
の

知
覚
・
意
識
で
統
べ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
境
界
が
見
分
け
難
く
変
容
し
て

行
く
契
機
を
成
す
の
は
、
物
語
世
界
が
具
体
的
に
「
動
き
出
す
」
次
の
一
節
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
 
 
ス
ワ
は
そ
の
日
も
ぼ
ん
や
り
滝
壺
の
か
た
は
ら
に
停
ん
で
み
た
。
撃
つ

 
 
た
日
で
秋
風
が
可
成
り
い
た
ぐ
ス
ワ
の
赤
い
頬
を
吹
き
さ
ら
し
て
み
る
の

 
 
だ
。

 
こ
の
箇
所
は
作
中
人
物
ス
ワ
の
内
省
的
意
識
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
あ
る
い

は
又
、
潜
在
化
し
て
い
る
語
り
手
の
そ
れ
と
も
受
け
止
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
な

い
。
と
り
わ
け
、
「
曇
っ
た
日
で
…
…
み
る
の
だ
。
」
と
い
う
説
得
的
響
き
を
強

く
与
え
ず
に
は
お
か
ぬ
文
末
表
現
で
は
な
く
、
例
え
ば
「
…
…
吹
き
さ
ら
し
て

み
る
。
」
と
い
う
言
い
回
し
で
あ
っ
た
な
ら
、
作
中
人
物
の
知
覚
と
い
う
度
合

い
が
よ
り
増
し
た
で
あ
ろ
う
。

（155）



 
作
中
世
界
と
距
離
を
明
確
に
へ
だ
て
て
語
ら
れ
て
い
た
言
説
は
こ
う
し
て
作

中
人
物
で
あ
る
ス
ワ
や
父
親
の
知
覚
・
意
識
と
分
か
ち
難
く
融
合
し
、
ス
ト
ー

リ
ー
は
展
開
し
て
行
く
。
ス
ワ
と
父
親
と
の
や
り
と
り
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と

は
、
か
く
あ
る
自
己
の
姿
を
と
も
か
く
も
疑
お
う
と
し
な
い
父
親
に
対
し
、
ス

ワ
は
こ
の
現
世
に
生
き
る
意
味
を
疑
い
出
し
、
答
え
が
み
つ
か
ら
な
い
己
に
い

ら
だ
ち
を
抑
え
き
れ
な
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
年
前
の

十
三
の
ス
ワ
は
「
裸
身
に
な
っ
て
」
泳
い
だ
り
、
そ
の
姿
で
客
へ
声
を
か
け
た

り
す
る
こ
と
に
全
く
の
違
和
を
感
じ
な
い
「
山
に
生
ま
れ
た
鬼
子
で
」
あ
り
、

父
親
の
言
い
つ
け
も
素
直
に
受
け
入
れ
て
い
た
天
真
欄
漫
な
少
女
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
十
五
歳
の
秋
の
現
在
は
＝
人
前
の
を
ん
な
」
へ
と
身
体
的
に
変

容
し
、
精
神
面
で
も
「
思
案
深
く
な
つ
」
て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
外
的
環

境
や
父
親
に
象
徴
さ
れ
る
現
世
で
の
対
人
関
係
を
疑
う
こ
と
の
な
か
っ
た
過
去

と
比
較
し
、
生
き
る
意
味
が
曖
昧
で
不
確
か
な
手
応
え
の
な
い
も
の
へ
と
変
容

し
、
か
つ
そ
の
こ
と
を
強
く
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
対
処
す
べ
き
術
を
見
出

せ
な
い
た
め
い
ら
だ
ち
が
募
る
と
い
う
の
が
ス
ワ
の
現
在
の
姿
な
の
で
あ
る
。

父
親
へ
「
お
め
え
、
な
に
し
に
生
き
で
る
ば
。
」
と
か
「
く
た
ば
っ
た
方
あ
、

い
い
ん
だ
に
。
」
と
直
裁
簡
明
に
投
げ
か
け
る
ス
ワ
の
言
葉
が
こ
の
こ
と
を
何

よ
り
も
雄
弁
に
示
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

 
顕
在
化
し
な
い
語
り
手
に
よ
る
語
り
と
、
作
中
人
物
の
知
覚
・
意
識
と
の
そ

れ
は
第
三
章
の
あ
る
時
点
ま
で
変
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
今
世
紀
中
頃
の
小
説

の
語
り
の
基
準
は
、
作
中
人
物
に
反
映
さ
れ
る
物
語
状
況
、
局
外
の
「
全
知
」

の
語
り
手
に
よ
る
物
語
状
況
、
「
私
」
の
物
語
状
況
の
三
つ
の
層
が
明
瞭
に
識

別
さ
れ
る
形
で
は
な
く
、
《
局
外
の
語
り
手
に
よ
り
つ
つ
、
か
つ
作
中
人
物
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

反
映
す
る
物
語
状
況
》
で
あ
る
と
い
う
。
「
魚
服
記
」
の
世
界
を
語
り
と
い
う

側
面
か
ら
言
え
ば
こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
み
ら
れ
、
と
り
わ
け
二
十
世
紀
中
葉
の

典
型
的
な
様
相
を
示
す
箇
所
も
明
ら
か
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

 
非
在
化
の
語
り
手
と
作
中
人
物
に
仮
託
さ
れ
た
語
り
手
と
が
融
合
し
て
い
る

段
階
か
ら
、
作
中
人
物
に
よ
る
語
り
の
比
重
が
よ
り
大
き
く
な
る
の
は
、
「
凧

の
た
め
に
朝
か
ら
山
が
あ
れ
て
小
屋
の
か
け
む
し
ろ
が
に
ぶ
く
ゆ
ら
れ
て
る
た

日
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
一
文
か
ら
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
小
説
内

時
間
か
ら
言
え
ば
こ
と
の
始
ま
る
起
点
と
終
わ
る
日
で
あ
り
、
こ
の
日
の
夜
、

娘
か
ら
女
へ
と
く
日
常
的
変
身
〉
を
と
げ
た
主
人
公
ス
ワ
が
父
親
に
犯
さ
れ
、

滝
へ
飛
び
込
む
と
い
う
一
部
始
終
が
語
ら
れ
て
行
く
。
日
常
的
現
実
で
の
忌
む

べ
き
事
件
が
そ
う
思
わ
せ
ず
、
現
実
と
非
現
実
と
の
境
界
も
定
め
が
た
い
ほ
ど

自
然
な
様
相
を
示
し
て
い
る
の
は
、
物
語
性
や
こ
の
作
品
の
語
り
に
内
在
す
る

伝
説
や
民
話
の
要
素
を
巧
み
に
取
り
入
れ
て
い
る
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
第
一
章

の
義
経
伝
説
、
第
二
章
の
三
郎
と
八
郎
の
物
語
、
そ
し
て
「
天
狗
」
や
「
山
人
」

…
…
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
一
つ
は
悲
劇
性
・
排
他
性
で
あ
り
、
一
つ
は
何

が
生
じ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
思
わ
せ
る
区
切
り
な
き
地
平
と
い
う
点
で
あ

る
。
そ
し
て
僻
在
化
し
て
い
た
語
り
手
が
作
中
人
物
の
ス
ワ
と
完
全
に
等
身
大

に
な
る
の
は
事
が
終
わ
っ
た
以
降
の
言
説
が
明
確
に
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
作
中
、
意
識
的
に
一
行
あ
け
ら
れ
て
い
る
叙
述
の
始
め
の
部
分
は

次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

 
 
 
疹
痛
。
か
ら
だ
が
し
び
れ
る
ほ
ど
重
か
っ
た
。
つ
い
で
あ
の
く
さ
い
呼

 
 
吸
を
聞
い
た
。
「
阿
呆
。
」
ス
ワ
は
短
く
叫
ん
だ
。
も
の
も
わ
か
ら
ず
外
へ

 
 
は
し
っ
て
出
た
。
吹
雪
！
そ
れ
が
ど
っ
と
顔
を
ぶ
っ
た
。
思
は
ず
め
た
め

 
 
た
坐
っ
て
了
つ
た
。
み
る
み
る
髪
も
着
物
も
ま
っ
し
ろ
に
な
っ
た
。

 
語
り
の
面
か
ら
現
代
の
小
説
構
造
を
考
察
す
る
場
合
、
欧
米
の
理
論
が
即
ち
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に
適
用
で
き
な
い
理
由
の
一
つ
は
彼
我
の
こ
と
ば
の
質
的
差
異
に
あ
る
。
そ
の

最
た
る
徴
証
は
時
制
と
人
称
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
単
純
過
去
を
は
じ

め
と
す
る
質
の
異
な
る
過
去
を
明
確
に
識
別
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
に
比
べ
、

現
在
の
日
本
語
で
は
完
了
と
過
去
す
ら
そ
の
境
界
は
曖
昧
で
あ
る
。
「
外
在
律
」

を
端
的
に
示
し
が
た
い
前
言
で
あ
り
、
仮
に
示
し
た
と
し
て
も
ど
こ
ま
で
有
効

性
を
持
ち
う
る
か
定
め
が
た
い
と
こ
ろ
が
で
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
疹
痛
」

以
降
、
「
飛
び
込
ん
だ
」
に
至
る
言
説
中
、
他
の
箇
所
で
は
み
ら
れ
な
い
点
が

み
ら
れ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
か
と
言
え
ば
、
こ
の
十
六
行
に
一

度
も
「
の
で
あ
る
。
」
、
「
の
で
あ
っ
た
。
」
、
「
の
だ
」
と
い
う
文
末
表
現
が
使
わ

れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
『
日
本
文
法
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
準
体
助
詞
「
の
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す

の
用
法
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
用
言
の
連
体
形
に
つ
い
て
全
体
を
体
言
化
し
、
下
に
助
動
詞
「
だ
（
で

 
 
す
）
」
を
つ
け
、
「
…
…
の
だ
（
で
す
）
」
の
形
で
、
あ
る
事
柄
に
つ
い
て

 
 
断
定
的
に
、
あ
る
い
は
説
明
的
に
述
べ
る
場
合
に
用
い
る
。

 
つ
ま
り
こ
の
箇
所
は
「
断
定
的
」
・
「
説
明
的
」
な
要
素
が
他
に
比
較
し
て

稀
薄
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
語
り

は
作
中
人
物
ス
ワ
の
知
覚
に
最
も
負
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は

あ
る
ま
い
。
す
べ
て
の
事
柄
は
ス
ワ
の
思
考
・
ま
な
ざ
し
で
と
ら
え
ら
れ
て
お

り
、
本
来
存
在
す
る
語
り
手
は
こ
の
段
階
で
は
ス
ワ
の
背
後
に
そ
の
背
丈
に
合

わ
せ
た
形
で
黒
子
の
よ
う
に
身
を
潜
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
こ
う
し
た
三
層
の
語
り
が
同
一
の
地
平
で
明
白
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の

は
結
末
に
あ
た
る
第
四
章
、
つ
ま
り
、
ス
ワ
が
滝
壼
へ
身
を
投
じ
、
大
蛇
に
な
っ

た
と
思
う
件
で
あ
る
。
引
用
が
長
く
な
る
が
、
変
身
後
の
ス
ワ
の
姿
は
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
魚
服
記
」
の
「
語
り
」
 
1
そ
の
様
態
へ
の
一
つ
の
試
み
一

 
 
 
気
が
つ
く
と
あ
た
り
は
薄
暗
い
の
だ
。
滝
の
轟
が
幽
か
に
感
じ
ら
れ
た
。

 
 
ず
っ
と
頭
の
上
で
そ
れ
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
か
ら
だ
が
そ
の
響
き
に
つ

 
 
れ
て
ゆ
ら
ゆ
ら
動
い
て
、
み
う
ち
が
骨
ま
で
冷
た
か
っ
た
。
は
は
あ
水
の

 
 
底
だ
な
、
と
わ
か
る
と
、
や
た
ら
む
し
ゃ
う
に
す
っ
き
り
し
た
。
さ
つ
ば

 
 
り
し
た
。
ふ
と
、
両
脚
を
の
ば
し
た
ら
、
す
す
と
前
へ
音
も
な
く
進
ん
だ
。

 
 
鼻
が
し
ら
が
あ
や
ふ
く
岸
の
岩
角
へ
ぶ
っ
か
ら
う
と
し
た
。
大
蛇
！
大
蛇

 
 
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
た
。
う
れ
し
い
な
、
も
う
小
屋
へ
帰
れ
な

 
 
い
の
だ
、
と
ひ
と
り
ご
と
を
言
っ
て
口
ひ
げ
を
大
き
く
う
ご
か
し
た
。
小

 
 
さ
な
鮒
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
口
を
ぱ
く
ぱ
く
と
や
っ
て
鼻
さ
き
の

 
 
疵
を
う
ご
め
か
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
。
鮒
は
滝
壺
の
ち
か
く

 
 
の
淵
を
あ
ち
こ
ち
と
泳
ぎ
ま
は
っ
た
。
胸
鰭
を
ぴ
ら
ぴ
ら
さ
せ
て
水
面
へ

 
 
浮
か
ん
で
来
た
か
と
思
ふ
と
、
つ
と
尾
鰭
を
つ
よ
く
振
っ
て
底
深
く
も
ぐ

 
 
り
こ
ん
だ
。
水
の
な
か
の
小
え
び
を
追
っ
か
け
た
り
、
岸
辺
の
葦
の
し
げ

 
 
み
に
隠
れ
て
見
た
り
、
岩
角
の
苔
を
す
す
っ
た
り
し
て
遊
ん
で
み
た
。
そ

 
 
れ
か
ら
鮒
は
じ
っ
と
う
こ
か
な
く
な
っ
た
。
時
折
、
胸
鰭
を
こ
ま
か
く
そ

 
 
よ
が
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
な
に
か
考
へ
て
る
る
ら
し
か
っ
た
。
し
ば
ら
く

 
 
さ
う
し
て
る
た
。
や
が
て
か
ら
だ
を
く
ね
ら
せ
な
が
ら
ま
っ
す
ぐ
に
滝
壺

 
 
へ
む
か
っ
て
行
っ
た
。
た
ち
ま
ち
、
く
る
く
る
と
木
の
葉
の
や
う
に
吸
ひ

 
 
こ
ま
れ
た
。

 
「
や
た
ら
む
し
ゃ
う
に
す
っ
き
り
し
た
。
さ
つ
ば
り
し
た
。
」
又
は
「
う
れ

し
い
な
、
も
う
小
屋
へ
帰
れ
な
い
の
だ
、
と
ひ
と
り
ご
と
を
言
っ
て
口
ひ
げ
を

大
き
く
う
ご
か
し
た
。
」
と
い
う
一
文
あ
た
り
は
、
完
全
に
ス
ワ
の
光
線
だ
け

が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
ス
ワ
に
と
っ
て
こ
の
「
世
界
」
は
、
苦
悩

か
ら
解
放
さ
れ
、
身
も
心
も
安
ら
ぐ
こ
と
が
出
来
る
世
界
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
世
界
は
「
た
っ
た
一
人
の
と
も
だ
ち
」
が
い
る
空
間
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
ス
ワ
の
意
識
で
「
大
蛇
に
な
」
．
っ
て
い
る
こ

と
が
必
要
不
可
欠
な
要
件
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
お
そ
ら
く
「
大

蛇
に
な
」
る
と
い
う
こ
と
は
、
苦
悩
や
葛
藤
に
苛
ま
れ
、
如
何
に
し
て
生
き
る

べ
き
か
の
指
針
も
見
出
し
得
な
か
っ
た
前
の
世
界
と
は
異
な
り
、
こ
の
世
界
で

力
強
く
闊
達
に
生
き
う
る
唯
一
の
手
段
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
こ
の
至
福
の
時
間
は
永
く
続
か
な
か
っ
た
。
「
う
こ
か
な
く
な
」
り
、
「
な
に

か
考
へ
」
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
何
か
違
う
、
本
来
の
世
界
で
な
い
と
い
う

こ
と
を
自
ら
が
強
く
意
識
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
言
説
で
あ
る
。
そ
の
事
実

に
つ
い
て
は
ス
ワ
以
前
に
語
り
手
が
知
悉
し
て
い
た
。
そ
れ
が
「
小
さ
な
鮒
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
大
蛇
で
な
く
小
さ

な
鮒
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
「
断
定
的
に
、
あ
る
い
は
説
明
的
に
述
べ
」
た
在

り
で
あ
る
と
す
る
の
が
表
面
的
な
把
え
方
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

心
情
語
、
主
情
性
を
示
す
こ
と
ば
を
一
切
用
い
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

 
「
語
り
手
」
の
思
い
が
強
烈
に
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い

の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
の
「
語
り
手
」
は
そ
れ
ま
で
の
一
切
姿

を
隠
す
と
い
う
語
り
口
を
投
げ
捨
て
て
も
、
作
中
人
物
の
ス
ワ
の
思
い
と
共
有

し
て
や
ま
な
い
と
い
う
心
情
を
吐
露
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

・
あ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
と
さ
ら
太
宰
治
と
い
う
一
入
の
人
間
の
伝
記
的
事
実
に

還
元
す
る
必
要
は
な
い
。
ス
ワ
の
心
情
を
自
ず
か
ら
了
解
す
る
あ
る
い
は
個
を

超
え
て
こ
の
地
の
成
員
な
ら
分
か
ち
合
う
痛
み
を
無
意
識
に
共
有
し
て
す
る
普

遍
性
を
宿
す
性
格
と
し
て
設
定
さ
れ
た
「
語
り
手
」
の
性
格
が
発
露
さ
れ
た
も

の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
作
中
人
物
と
密
着
し
た
「
語
り
手
」
の
想
い
は
つ
い
で
再
度
そ
の
距
離
を
意

識
的
に
と
り
、
「
や
が
て
か
ら
だ
…
…
吸
い
こ
ま
れ
た
。
」
と
い
う
結
び
の
二
文

の
如
く
顕
在
化
し
な
い
「
語
り
」
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
、
冒
頭
部
と
照
応
す
る

形
で
「
魚
服
記
」
の
世
界
は
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

 
鳥
居
氏
と
三
好
氏
と
の
「
応
答
」
に
誘
発
さ
れ
、
「
魚
服
記
」
の
「
語
り
」

の
位
相
を
考
察
し
て
き
た
。
顕
在
化
し
な
い
語
り
手
に
よ
る
「
語
り
」
、
作
中

人
物
、
と
り
わ
け
主
人
公
ス
ワ
の
知
覚
・
意
識
に
よ
り
そ
う
形
の
「
語
り
」
、

そ
し
て
主
情
性
を
秘
め
た
顕
在
化
し
た
語
り
手
に
よ
る
「
語
り
」
と
い
う
三
層

よ
り
こ
の
世
界
の
叙
法
が
成
立
し
て
お
り
、
現
実
と
非
現
実
と
の
あ
わ
い
が
定

か
な
ら
ぬ
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
非
現
実
を
も
現
実
と
疑
わ
ぬ
フ
ォ
ー
ク
ロ

ア
性
が
濃
淡
こ
そ
あ
れ
底
流
と
し
て
流
れ
て
い
る
点
に
「
魚
下
記
」
の
魅
力
が

あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

 
も
っ
と
も
実
際
に
は
い
ず
れ
の
層
と
も
決
め
か
ね
る
言
説
も
あ
り
、
三
層
と

明
確
に
言
い
切
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
見
た
三
層
の
い
ず
れ
か
に
比
重
が
か

か
っ
て
い
る
言
説
と
す
べ
き
が
よ
り
正
確
な
言
い
方
か
も
知
れ
な
い
。

 
主
と
し
て
F
・
シ
ュ
タ
ン
ツ
エ
ル
の
語
り
の
理
論
に
依
拠
し
た
点
は
間
違
い

な
い
が
、
言
語
の
壁
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
痛
切
に
感
じ
た
こ
と
も
確
か
で

あ
る
。
あ
く
ま
で
一
つ
の
切
り
口
で
あ
っ
て
、
ど
こ
ま
で
有
効
性
を
持
ち
得
る

か
、
最
後
ま
で
測
定
出
来
か
ね
た
こ
と
も
記
し
て
お
き
た
い
。
語
り
の
様
態
へ

の
コ
つ
の
試
み
」
と
副
題
を
つ
け
た
所
以
で
あ
る
。
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