
し
し
を
ど

「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
を
読
む

そ
の
「
ほ
ん
た
う
の
精
神
」
を
め
ぐ
っ
て

中

野

新

治

 
 
 
 
 
一
、

 
宮
沢
賢
治
の
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
（
大
1
2
・
1
2
）
に
収
め
ら
れ

 
 
し
し
を
ど

た
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
に
対
す
る
評
価
は
ど
れ
も
極
め
て
高
い
も
の
で

あ
る
。

 
 
 
非
常
に
活
性
度
の
高
い
も
の
だ
ね
。
は
じ
め
か
ら
終
り
ま
で
実
に
よ
く

 
 
で
き
て
い
る
。
間
然
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
ふ
う
な
感
じ
で
、
い
つ
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
）

 
 
読
む
ん
だ
け
ど
ね
。
（
天
沢
退
二
郎
）

 
 
 
「
水
仙
月
の
四
日
」
に
つ
い
て
の
い
い
作
品
だ
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ

 
 
理
性
的
理
解
で
あ
っ
て
、
理
屈
は
立
つ
わ
け
だ
け
ど
ね
。
「
鹿
踊
り
」
の

 
 
ほ
う
は
理
屈
抜
き
で
、
つ
ま
り
自
分
が
説
得
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
ね
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（
中
略
）
次
元
が
違
う
よ
う
な
気
が
す
る
。
（
入
沢
康
夫
）

 
 
 
僕
も
賢
治
の
作
品
を
そ
れ
こ
そ
長
年
読
ん
で
き
て
、
こ
の
作
品
も
何
回

 
 
読
ん
だ
か
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
だ
け
は
脱
帽
で
す
ね
。
ど
う
し
ょ
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

 
 
も
な
い
。
最
高
の
作
品
で
す
ね
。
（
原
子
朗
）

 
す
べ
て
座
談
中
の
言
葉
で
あ
る
が
、
解
説
や
解
釈
を
寄
せ
つ
け
な
い
ほ
ど
完

成
度
が
高
く
、
読
者
は
そ
の
前
で
感
嘆
す
る
ほ
か
は
な
い
、
と
い
う
讃
辞
が
一

致
し
て
献
げ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
賢
治
作
品
中
の
珠
玉
と
評
さ
れ
る
「
や

ま
な
し
」
で
も
、
ク
ラ
ム
ボ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
難
解
な
語
が
読
解
の
つ
ま
づ

き
と
な
り
や
す
い
し
、
首
尾
が
よ
く
整
っ
て
い
る
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
に
も
、

そ
の
主
題
に
は
不
透
明
さ
が
残
る
の
に
比
べ
、
こ
の
作
品
は
少
し
の
停
滞
感
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
ソ

な
く
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
向
っ
て
進
展
し
、
「
鹿
た
ち
の
生
命
の
祭
」
（
伊
東

信
美
）
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
角
野
栄
子
氏
の
発
言
に
も

 
 
 
 
 
ら
ね

あ
る
よ
う
に
、
作
品
を
つ
む
ぎ
出
す
言
葉
は
、
情
景
の
描
写
か
ら
鹿
た
ち
の

歌
に
至
る
ま
で
、
作
者
の
肉
体
の
裏
付
け
を
持
っ
て
い
る
。
自
己
と
「
世
界
」

と
の
神
秘
的
交
感
を
果
し
て
い
た
賢
治
で
な
く
て
は
描
け
な
い
作
品
な
の
で
あ

る
。
恩
田
逸
夫
氏
は
物
語
の
主
題
を
「
人
間
と
動
物
と
の
障
壁
が
な
く
、
狐
や

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね

鹿
が
今
日
の
家
畜
の
よ
う
に
交
渉
し
合
っ
た
時
代
の
素
朴
な
感
情
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
こ
の
説
に
疑
問
は
残
る
に
せ
よ
、
少
く
と
も

作
者
に
は
h
人
間
と
動
物
の
障
壁
」
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
作
品
の
完
壁
性

が
こ
の
よ
う
な
作
者
生
来
の
神
秘
的
資
質
に
よ
る
の
で
あ
れ
ば
、
確
か
に
読
者

は
脱
帽
す
る
他
は
な
い
の
だ
。

 
し
か
し
、
作
品
の
題
材
の
こ
の
よ
う
な
前
近
代
性
、
土
俗
性
、
あ
る
い
は
自

己
密
着
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賢
治
は
決
し
て
神
秘
的
に
も
反
理
性
的
に
も
書

こ
う
と
し
て
は
い
な
い
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
『
遠
野
物

（175］

「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
を
読
む
一
そ
の
「
ほ
ん
た
う
の
精
神
」
を
め
ぐ
っ
て
ー



語
』
の
「
お
し
ら
さ
ま
」
の
禽
獣
結
婚
謹
の
よ
う
な
前
近
代
性
、
土
俗
性
に
は

立
脚
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
物
語
は
「
わ
た
し
」
の
疲
労
に
よ
る
入
眠
中
の

風
の
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
る
と
い
う
「
額
縁
構
造
」
を
も
っ
て
お
り
、
鹿
た
ち

の
声
が
聞
こ
え
る
と
い
う
神
秘
は
そ
の
中
の
出
来
事
な
の
だ
。
そ
の
神
秘
を
経

験
し
た
嘉
十
も
、
鹿
た
ち
の
歌
声
に
感
動
は
し
て
も
、
「
じ
ぶ
ん
の
大
き
な
手
」

が
目
に
入
る
と
、
自
分
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
「
ま
た
息
を
こ
ろ
す
」

と
い
う
理
性
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
作
者
は
十
分
に
意
識
的
に
「
近
代
以
後
」

の
物
語
の
枠
組
み
を
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
意
味
で
は
、
鹿
た
ち
の
歌
声
と
一
般
的
な
「
鹿
踊
り
」
の
伝
承
と
の
つ

な
が
り
を
否
定
し
、
「
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
賢
治
の
詩
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
」
と
い
う
入
沢
康
夫
氏
の
評
は
的
を
射
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
「
賢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

治
は
詩
に
お
い
て
よ
り
も
童
話
に
お
い
て
一
層
詩
人
で
あ
る
」
（
寺
田
 
透
）

と
い
う
意
味
で
、
作
者
は
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
と
い
う
完
壁
な
「
詩
」
を

書
い
た
と
考
え
た
方
が
作
品
の
本
質
に
近
い
こ
と
に
な
る
。
寺
田
氏
は
そ
の
根

拠
と
し
て
、
賢
治
の
詩
に
は
本
来
詩
が
身
に
つ
け
て
い
る
べ
き
用
語
、
韻
律
、

映
像
の
超
現
実
性
で
の
統
一
が
著
し
く
不
足
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
賢

治
詩
の
検
討
は
こ
こ
で
は
措
く
と
し
て
も
、
「
用
語
、
韻
律
、
映
像
の
超
現
実

性
で
の
統
＝
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
の
特
質
を
説
明

し
え
て
い
る
こ
と
に
異
論
の
余
地
は
あ
る
ま
い
。
鹿
た
ち
の
方
言
に
よ
る
歌
謡

は
比
類
な
く
自
然
で
リ
ア
リ
テ
ィ
に
満
ち
た
生
の
讃
歌
た
り
え
て
い
る
し
、
描

写
さ
れ
る
一
世
一
鮪
は
明
確
な
内
的
関
連
を
も
っ
て
作
品
を
支
え
て
い
る
。
後

に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
嘉
十
が
足
を
傷
め
て
い
る
こ
と
一
つ
と
っ
て
も
、
か
り
そ

め
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

 
で
は
、
稀
に
達
成
さ
れ
た
「
詩
的
小
宇
宙
」
を
前
に
、
読
者
は
ど
の
よ
う
な

態
度
を
取
る
べ
き
な
の
か
。
そ
の
最
良
の
も
の
は
お
そ
ら
く
暗
唱
に
よ
る
言
語

の
血
肉
化
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
果
せ
た
者
は
誰
で
も
秋
の
風
の
中
に
立
ち
さ
え

ず
れ
ば
、
「
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
」
の
一
員
に
な
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
語

の
読
解
の
試
み
に
お
い
て
は
、
逆
に
分
析
的
知
性
の
範
囲
内
で
し
か
接
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
せ
め
て
、
物
語
を
過
度
に
分
析
し
、
詩
的
小
宇
宙

か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
ざ

 
た
と
え
ば
、
谷
川
雁
書
は
嘉
十
が
「
少
し
左
の
膝
を
悪
く
」
し
た
の
は
栗

の
木
か
ら
落
ち
た
た
め
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
栗
の
実
が
実
る
こ
ろ
に
木

に
登
っ
て
取
る
と
い
う
の
は
、
収
穫
期
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
嘉
十
が
労
働

力
と
し
て
一
人
前
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
、
と
し
て
嘉
十
の
年
齢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
十
五
歳
に
想
定
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
か
じ
ふ

 
た
し
か
に
、
「
嘉
十
は
お
ち
い
さ
ん
た
ち
と
北
上
川
の
東
か
ら
移
っ
て
き
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
わ
 
 
ひ
え

小
さ
な
畑
を
開
い
て
、
粟
や
稗
を
つ
く
っ
て
ゐ
」
た
の
だ
か
ら
、
余
り
高
い

年
齢
は
想
定
で
き
な
い
し
、
足
を
治
す
た
め
に
一
人
で
湯
の
湧
く
と
こ
ろ
で
小

屋
が
け
し
て
泊
る
、
と
い
う
こ
と
も
余
り
低
い
年
齢
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ

て
嘉
十
が
「
こ
ど
も
と
お
と
な
の
賑
い
目
に
あ
る
」
十
五
歳
と
い
う
年
齢
で
あ

る
と
読
む
こ
と
は
．
そ
れ
ほ
ど
強
引
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、

「
び
づ
こ
を
引
き
な
が
ら
野
原
を
さ
ま
よ
い
、
『
湯
の
湧
く
こ
と
へ
行
っ
て
、

小
屋
を
か
け
て
泊
る
』
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
『
成
年
戒
』
に
お
け
る
『
山
籠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
が
わ
み
ず
 
ゆ
か
わ
あ
み

り
』
を
意
味
し
て
い
る
。
『
湯
』
は
『
斎
』
で
あ
り
、
た
と
え
ば
『
斎
川
水
（
湯
川
浴
）
』

と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
折
口
信
夫
に
よ
れ
ば
『
常
世
』
か
ら
湧

き
出
た
水
、
浄
め
の
た
め
の
霊
水
で
あ
る
。
温
泉
と
は
そ
の
『
ゆ
』
の
湧
き
出

す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
嘉
十
は
そ
こ
に
た
っ
た
一
人
で
『
小
屋
か
け
』
を
し
て
籠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
ニ
シ
エ
 
シ
ョ
ン

ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
吉
田
文
憲
）
と
、
物
語
か
ら
「
通
過
儀
礼
」

（176）



 
 
シ
 
ニ
ュ

の
「
表
象
」
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
は
明
ら
か
に
民
俗
学
的
還
元
の
過
剰

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
興
味
深
い
読
み
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
物
語
が
「
風
」
に

よ
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
肝
心
を
忘
れ
て
い
る
。
「
風
」
は
い
う

ま
で
も
な
く
「
自
然
」
の
産
み
出
す
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
文
化
的
表
象
と
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
し
を
ど

無
縁
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
「
風
」
の
語
る
「
鹿
踊
り
の
、
ほ
ん
た
う
の
精
神
」

と
は
、
自
然
や
人
為
の
諸
現
象
、
諸
行
為
が
人
間
に
よ
っ
て
文
化
的
に
記
号
化

さ
れ
る
こ
と
と
は
無
縁
の
「
精
神
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
物
語
の

始
ま
り
の
時
空
「
そ
こ
ら
が
ま
だ
ま
る
つ
き
り
、
丈
高
い
草
や
黒
い
林
の
ま
ま

だ
っ
た
と
き
」
と
は
、
人
間
が
文
化
的
に
生
活
の
場
を
記
号
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
す
べ
て
が
過
剰
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
に
い
ま
だ
至
ら
な
い
世
界
を
指

す
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
湯
」
は
「
湯
」
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
嘉
十

は
た
だ
足
の
治
療
に
そ
こ
へ
泊
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
に
物
語
は
魅

力
的
な
の
で
あ
る
。

 
ご
く
普
通
の
意
味
で
、
「
詩
」
が
読
者
を
社
会
性
や
日
常
性
か
ら
解
放
す
る

も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
特
に
こ
の
作
品
を
前
に
し
て
は
、
あ
た
う
る
か
ぎ
り

「
詩
を
詩
以
外
の
も
の
で
語
ら
な
い
」
と
い
う
姿
勢
が
要
請
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
メ
 
ジ

読
者
は
表
現
さ
れ
た
一
語
一
語
の
中
に
身
を
置
き
、
そ
の
像
を
自
己
の
内

に
豊
か
に
形
成
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
「
夢
想
の
時
間
」

を
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
が
社
会
生
活
や
日
常
生
活
以
外
の
生
の
時
間
を

持
ち
う
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
「
わ
た
し
た
ち
は
、
氷
砂
糖
を

ほ
し
い
く
ら
み
も
た
な
い
で
も
、
き
れ
い
に
す
き
と
ほ
つ
た
風
を
た
べ
、
潤
い

ろ
の
う
つ
く
し
い
朝
の
日
光
を
の
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
」
（
『
注
文
の
多
い
料

理
店
』
序
）
と
は
、
賢
治
が
誰
よ
り
も
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
り
、
そ
の
時
間
を

豊
か
に
生
き
、
読
者
を
そ
こ
へ
招
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
二
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
ふ
ひ

 
 
 
そ
の
と
き
西
の
ぎ
ら
ぎ
ら
の
ち
ぢ
れ
た
雲
の
あ
ひ
だ
か
ら
、
夕
陽
は
赤

 
 
 
 
 
 
 
こ
け

 
 
く
な
・
め
に
苔
の
野
原
に
注
ぎ
、
す
す
き
は
み
ん
な
白
い
火
の
や
う
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
む

 
 
ゆ
れ
て
光
り
ま
し
た
。
わ
た
く
し
が
疲
れ
て
そ
こ
に
睡
り
ま
す
と
、
ざ

 
 
あ
ざ
あ
吹
い
て
み
た
風
が
、
だ
ん
だ
ん
人
の
こ
と
ば
に
き
ツ
．
」
え
、
や
が
て

 
 
 
 
 
 
 
 
き
た
か
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
し
を
ど

 
 
そ
れ
は
、
い
ま
北
上
の
山
の
方
や
、
野
原
に
行
は
れ
て
る
た
鹿
踊
り
の
、

 
 
ほ
ん
た
う
の
精
神
を
語
り
ま
し
た
。

 
嘉
十
と
鹿
た
ち
の
小
さ
な
物
語
は
こ
の
よ
う
に
し
て
語
り
始
め
ら
れ
る
。
多

く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
風
の
語
る
物
語
」
と
い
う
構
造
は
、
物
語

の
収
め
ら
れ
た
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
序
文
に
ま
っ
す
ぐ
通
じ
て

い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
に
触
れ
る
前
に
、
風
が
語
り
始
め
る
の
は
、

日
常
的
な
意
識
を
失
っ
た
入
劇
中
の
で
き
ご
と
で
あ
る
こ
と
を
も
う
一
度
確
認

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

し
て
お
こ
う
。
従
っ
て
、
冒
頭
の
「
そ
の
と
き
」
に
つ
い
て
は
、
「
の
っ
け
か

ら
現
わ
れ
る
《
そ
の
〉
と
い
う
指
示
形
容
詞
は
、
そ
の
瞬
間
か
ら
、
そ
の
語
り

が
す
で
に
は
じ
め
も
な
く
終
り
も
な
い
も
の
と
し
て
の
《
そ
の
〉
よ
り
は
る
か

以
前
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
こ

の
啓
示
こ
そ
は
、
《
風
》
の
語
る
こ
と
ば
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
語
り
自

体
の
オ
リ
ジ
ン
を
語
る
と
い
う
こ
の
作
品
の
は
じ
ま
り
が
、
ま
た
た
く
問
に
予

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

言
的
に
打
ち
あ
げ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
（
天
沢
退
二
郎
 
傍
点
原
文
）
と

い
う
よ
う
な
深
淵
な
解
釈
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
の
真
正
面
か
ら

幻
想
世
界
を
描
い
た
作
品
「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」
の
冒
頭
と
全
く
同
じ
形
を
持
つ

こ
と
に
注
意
が
払
わ
れ
れ
ば
よ
い
。

 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
さ
ぼ

 
 
 
そ
の
と
き
私
は
大
へ
ん
ひ
ど
く
疲
れ
て
み
て
た
し
か
か
ぜ
と
草
穂
と
の

 
 
底
に
倒
れ
て
み
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
を
読
む
一
そ
の
「
ほ
ん
た
う
の
精
神
」
を
め
ぐ
っ
て
一
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こ
ん
た
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
ず

 
 
 
そ
の
秋
風
の
昏
倒
の
中
で
私
は
私
の
錫
い
ろ
の
影
法
師
に
ず
る
ぶ
ん

 
 
ヒ
ば
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
い
さ
つ

 
 
馬
鹿
て
い
ね
い
な
別
れ
の
挨
拶
を
や
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
（
傍
点
引
用
者
）

 
「
そ
の
と
き
」
と
は
意
識
が
日
常
か
ら
眠
り
へ
と
移
行
す
る
瞬
間
で
あ
り
、

二
つ
の
作
品
の
違
い
は
疲
労
に
よ
る
昏
倒
の
際
、
か
す
か
に
外
界
の
光
景
が
意

識
に
残
っ
て
い
る
か
（
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
）
、
す
ぐ
に
入
学
状
態
に
入
る

か
（
「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」
）
の
違
い
で
し
か
な
い
。
だ
か
ら
「
西
の
ぎ
ら
ぎ
ら
の

ち
ぢ
れ
た
」
雲
、
「
赤
く
な
・
め
に
苔
の
野
原
に
注
」
ぐ
夕
陽
、
「
白
い
火
の
や

う
に
ゆ
れ
て
光
る
」
す
す
き
と
は
単
な
る
客
観
描
写
で
は
な
く
、
主
客
が
未
分

化
に
な
り
、
日
常
的
意
識
が
溶
け
去
ろ
う
と
す
る
時
の
夢
幻
的
な
光
景
な
の
で

あ
る
。

 
「
わ
た
く
し
」
が
こ
う
し
て
聞
く
こ
と
に
な
る
「
風
の
こ
と
ば
」
と
は
、

「
人
の
こ
と
ば
に
聞
こ
え
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
沢
退
二
郎
氏
の
指
摘
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
 

通
り
、
そ
の
本
質
は
非
人
称
的
な
原
言
語
で
あ
ろ
う
。

 
そ
れ
は
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
（
初
期
形
）
で
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
聞
く
「
そ
の
語

が
少
し
も
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
知
ら
な
い
語
な
の
に
、
そ
の
意
味
は
ち
ゃ
ん
と
わ
か

る
」
セ
ロ
の
よ
う
な
声
と
同
質
で
あ
る
。
こ
の
地
上
で
人
間
が
語
る
か
ぎ
り
、

そ
の
言
葉
は
時
代
、
幽
民
族
、
国
家
、
老
若
、
男
女
…
…
と
い
っ
た
細
分
化
さ
れ

た
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
は
、
人
間
が
「
世
界
」
を
人
為
的

な
ゆ
が
み
の
中
で
理
解
伝
達
す
る
こ
と
か
ら
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
原
言
語
と
し
て
の
地
上
の
「
風
の
こ
と
ば
」
や
天
上
の
「
セ
ロ
の
よ
う

な
声
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
相
対
を
こ
え
て
、
直
接
「
世
界
」
の
声
を
伝
え
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

も
の
な
の
だ
。
こ
う
し
で
「
鹿
踊
り
」
の
「
ほ
ん
た
う
の
精
神
」
（
傍
点
引
用
者
）

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。

 
そ
の
「
精
神
」
を
形
成
す
る
も
の
の
一
つ
を
先
に
確
認
し
て
お
く
と
す
れ
ば
、

「
世
界
」
に
対
す
る
謙
虚
さ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
ず
、
嘉
十

が
足
を
傷
め
て
い
る
と
い
う
設
定
に
現
わ
れ
て
い
る
。
栗
の
木
か
ら
落
ち
て
右

の
膝
を
少
し
悪
く
し
た
嘉
十
は
湯
療
治
の
た
め
「
す
こ
し
び
っ
こ
を
ひ
き
な
が

ら
、
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
行
」
く
。
清
水
真
砂
子
氏
の
指
摘
の
あ
る
よ

 
 
お
 

う
に
、
も
し
「
俗
な
る
世
界
で
十
分
に
活
動
で
き
る
身
体
強
健
な
男
」
が
山

を
闊
歩
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
こ
の
物
語
は
成
り
立
た
な
い
。
不
自
由
な
肉
体

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

と
は
、
い
わ
ば
謙
虚
な
肉
体
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
ゆ
っ
く
り
ゆ
づ
く
り
歩

く
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
か
も
陽
が
西
に
傾
く
頃
ま
で
歩
き
つ
づ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
は
じ
め
て
自
然
の
中
へ
溶
け
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
嘉
十
の
心
身
は
「
世
界
」
に
対
し
て
曲
豆
か
な
共
感
能
力
を
獲
得
す
る
こ
と

に
な
る
。

 
た
と
え
ば
、
栃
と
栗
の
だ
ん
ご
を
食
べ
な
が
ら
嘉
十
は
「
す
す
き
の
中
か
ら

黒
く
ま
つ
す
ぐ
に
立
っ
て
る
る
、
は
ん
の
き
の
幹
を
じ
つ
に
り
つ
ば
だ
」
と
思

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

う
の
だ
が
、
や
せ
て
灰
色
っ
ぽ
く
実
際
に
は
余
り
見
栄
え
の
よ
く
な
い
「
は

ん
の
木
」
を
そ
う
思
え
る
の
は
、
嘉
十
の
生
来
の
資
質
も
あ
る
に
し
て
も
、
や

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

は
り
謙
虚
な
肉
体
が
自
然
と
の
一
体
化
を
促
が
し
た
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
だ
こ

町
の
魚
屋
で
「
ゆ
で
章
魚
」
を
見
て
、
「
あ
の
い
ぼ
の
あ
る
赤
い
脚
の
ま
が
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぎ
て

ぐ
あ
ひ
は
、
ほ
ん
た
う
に
り
つ
ば
だ
。
郡
役
所
の
技
手
．
の
、
乗
馬
ず
ぼ
ん
を
は

い
た
足
よ
り
ま
だ
り
つ
ば
だ
。
か
う
い
う
も
の
が
、
海
の
底
の
青
い
く
ら
い
と

こ
ろ
を
、
大
き
く
眼
を
あ
い
て
は
っ
て
み
る
の
は
じ
っ
さ
い
え
ら
い
。
」
と
思

う
山
男
が
生
来
も
っ
て
い
る
も
の
と
同
質
で
あ
る
（
「
山
男
の
四
月
」
）
。
自
然

に
身
を
ゆ
だ
ね
て
生
き
て
い
る
山
男
の
自
我
意
識
の
少
な
さ
は
、
万
物
へ
の
あ

ふ
れ
る
ば
か
り
の
共
感
能
力
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
嘉
十
は
足
の
負
傷
に

よ
っ
て
山
男
と
同
じ
感
慨
を
持
ち
え
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
食
べ
残
し
た
栃
の
団
子
を
鹿
た
ち
に
ふ
る
ま
お
う
と
す
る
こ
と
も

い
か
に
も
自
然
に
行
わ
れ
る
。
手
ぬ
ぐ
い
を
忘
れ
て
引
き
返
し
た
嘉
十
の
行
動

は
や
は
り
あ
く
ま
で
謙
虚
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
し
か
だ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
じ
ふ
 
 
の
ど

 
 
「
は
あ
、
鹿
等
あ
、
す
ぐ
に
来
た
も
な
。
」
と
嘉
十
は
咽
喉
の
中
で
、
笑

 
 
ひ
な
が
ら
っ
ぶ
や
き
ま
し
た
。
そ
し
て
か
ら
だ
を
か
“
め
て
、
そ
ろ
、
り
そ

 
 
ろ
り
と
、
そ
っ
ち
に
近
よ
っ
て
行
き
ま
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
す
き
ま

嘉
十
は
す
す
き
の
隙
間
か
ら
、

嘉
十
は
よ
ろ
こ
ん
で
、

息
を
こ
ら
し
て
の
ぞ
き
ま
し
た
。

 
 
 
か
た
ひ
ざ

そ
っ
と
片
膝
を
つ
い
て
そ
れ
に
見
と
れ
ま
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
け

 
 
嘉
十
は
痛
い
足
を
そ
っ
と
手
で
曲
げ
て
、
苔
の
上
に
き
ち
ん
と
座
り
ま

 
 
し
た
。

 
初
め
、
微
笑
し
な
が
ら
鹿
た
ち
を
見
て
い
た
嘉
十
は
、
最
後
に
は
き
ち
ん
と

正
座
し
て
鹿
た
ち
に
相
対
す
る
。
痛
い
方
の
足
は
伸
し
て
い
た
方
が
楽
で
あ
ろ

う
の
に
、
彼
は
居
ず
ま
い
を
正
し
て
鹿
た
ち
を
見
守
る
の
で
あ
る
。
「
嘉
十
は

に
は
か
に
耳
が
き
い
ん
と
鳴
り
ま
し
た
。
そ
し
て
が
た
が
た
ふ
る
へ
ま
し
た
。

鹿
ど
も
の
風
に
ゆ
れ
る
草
穂
の
や
う
な
気
も
ち
が
、
波
に
な
っ
て
伝
わ
っ
て
来

た
の
で
し
た
。
」
と
い
う
描
写
が
来
る
の
は
こ
の
す
ぐ
あ
と
で
あ
る
。
嘉
十
の
「
世

界
」
に
対
す
る
謙
虚
さ
は
こ
の
時
頂
点
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
鹿
た
ち
の
声
が
聞
こ
え
る
と
い
う
神
秘
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

 
嘉
十
と
い
う
名
前
が
、
慶
十
（
「
凄
十
公
園
林
」
）
と
同
℃
く
、
仏
の
十
重
（
仏

の
智
恵
）
を
身
に
帯
び
た
存
存
と
い
う
暗
示
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
二
人
は
共
に
そ
の
こ
の
上
な
い
謙
虚
さ
に
よ
っ
て
常
人
に
は
な
し
え

な
い
こ
と
を
経
験
し
（
嘉
十
）
、
ま
た
な
し
え
た
の
で
あ
る
（
慶
十
の
巧
ま
ざ

る
自
然
公
園
の
建
設
）
。
少
く
と
も
、
嘉
十
が
、
傲
慢
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

山
猫
た
ち
の
た
く
ら
み
に
気
づ
け
な
い
 
 
自
然
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き

な
い
一
二
人
置
若
い
紳
士
（
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
）
と
対
極
に
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

 
 
 
 
 
三
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

 
「
ぢ
や
、
お
れ
行
っ
て
見
で
来
べ
か
。
」
「
う
ん
に
や
、
危
な
い
ぢ
や
。
も
少

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
び

し
見
で
べ
。
」
と
い
う
た
め
ら
い
か
ら
始
り
、
「
何
し
て
遁
げ
て
き
た
。
」
「
気
味

わ
り
 
 
 
 
 
 
 

い
ぎ
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ぎ
 
お
ど
 

さ

悪
ぐ
な
て
よ
。
」
「
息
吐
で
る
が
。
」
「
さ
あ
、
息
の
音
あ
為
な
い
が
け
あ
な
。

く
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か

口
も
無
い
や
う
だ
け
あ
な
。
」
と
い
ぶ
か
し
が
り
、
「
ぢ
や
、
ぢ
や
、
噛
ぢ
ら

へ
だ
が
、
痛
ぐ
し
た
が
。
」
「
プ
ル
ル
ル
ル
ル
ル
。
」
「
舌
抜
か
れ
た
が
。
」
「
プ
ル

ル
ル
ル
ル
ル
。
」
「
な
に
し
た
、
な
に
し
た
。
な
に
し
た
。
ぢ
や
。
」
「
ふ
う
、
あ
・
、

舌
縮
ま
っ
て
し
ま
っ
た
よ
。
」
と
お
び
え
、
「
き
っ
と
も
て
、
こ
い
つ
あ
大
き
な

な
め
く
づ
ら
 
 
ひ

蝸
牛
の
日
干
か
ら
び
た
の
だ
な
。
」
と
い
う
結
論
に
至
る
、
一
本
の
手
ぬ
く
い

を
め
ぐ
っ
て
の
鹿
た
ち
の
言
動
は
い
か
に
も
微
笑
し
い
も
の
で
あ
る
。
形
を
見
、

臭
い
を
か
ぎ
、
色
を
確
か
め
、
柔
ら
か
さ
を
知
ろ
う
と
す
る
鹿
た
ち
の
行
為
は
、

五
感
を
総
動
員
し
て
初
め
て
出
会
っ
た
も
の
と
真
剣
に
対
処
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
源
初
的
な
驚
き
に
満
ち
て
い
る
。

 
そ
れ
は
幼
い
子
供
た
ち
の
「
世
界
」
と
の
新
鮮
な
出
会
い
を
彷
彿
と
さ
せ
る

が
、
も
ち
ろ
ん
両
者
を
単
純
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
鹿
た
ち
の
「
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
 
つ
 
 
 
 
 
 
き
つ
ね

ん
に
や
、
危
な
い
ぢ
や
」
と
い
う
た
め
ら
い
は
、
「
何
時
だ
か
の
狐
み
た
い

 
く
ち
は
つ
ば
 
 
 
 
か
か

に
口
発
破
な
ど
罹
っ
て
」
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
、
人
間
と

い
う
無
類
の
敵
を
含
む
自
然
界
で
生
き
ぬ
く
た
め
の
用
心
深
さ
な
の
で
あ
る
。

「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
を
読
む
一
そ
の
「
ほ
ん
た
う
の
精
神
」
を
め
ぐ
っ
て
一

（179）



こ
こ
に
、
小
沢
俊
郎
氏
が
土
屋
七
蔵
氏
の
文
章
を
引
用
し
な
が
ら
指
摘
す
る
よ

 
 
お
 

う
に
「
自
然
の
中
で
生
き
て
ゆ
く
農
民
た
ち
の
、
自
分
の
目
で
物
事
を
見
極

め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
生
活
の
厳
し
さ
」
を
「
鹿
踊
り
の
ほ
ん
た
う
の
精
神
」

の
一
つ
に
数
え
う
る
理
由
が
あ
る
。
土
谷
氏
に
よ
れ
ば
、
関
東
以
北
の
獅
子
舞

の
動
作
の
中
に
は
、
「
へ
び
が
か
り
」
「
ま
り
が
か
り
」
「
橋
が
か
り
」
「
竿
か
が

り
」
「
太
刀
が
か
り
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
す
べ
て
見
な
れ
な

い
も
の
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
用
心
を
重
ね
て
対
処
す
る
よ
う
に
と

の
、
生
活
上
の
教
訓
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
。

 
作
者
賢
治
が
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
し
、
通
常
、

こ
の
場
面
に
は
郷
土
芸
能
の
鹿
踊
り
の
な
か
の
「
カ
カ
シ
踊
り
」
の
カ
カ
シ
が

手
ぬ
ぐ
い
に
代
え
ら
れ
だ
も
の
だ
と
い
う
指
摘
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

右
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
鹿
た
ち
の
言
動
は
一
層
厳
粛
な
も
の
に

な
り
、
嘉
十
が
正
座
し
て
見
守
る
必
然
性
も
よ
り
増
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

 
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
教
訓
性
を
「
鹿
踊
り
の
ほ
ん
た
う
の
精
神
」
の
中
核

と
し
て
考
え
る
こ
と
に
は
や
は
り
た
め
ら
い
が
残
る
。
鹿
た
ち
の
行
為
が
農
民

と
同
じ
く
厳
し
い
自
然
の
中
で
生
き
ぬ
く
た
め
の
厳
粛
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
め
く
づ
ら
 
 
ひ

明
ら
か
で
も
、
「
こ
い
つ
あ
大
き
な
蝸
牛
の
旱
か
ら
び
だ
の
だ
な
」
と
い
う

誤
っ
た
結
論
が
意
に
介
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
鹿
た
ち

は
農
民
よ
り
も
っ
と
大
ら
か
な
ス
ケ
ー
ル
で
生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
の
よ

う
に
自
然
と
対
峙
す
る
の
で
な
く
、
自
然
に
身
を
任
せ
て
い
る
も
の
の
危
う
い

大
ら
か
さ
な
の
だ
が
、
人
間
の
失
ウ
て
し
ま
っ
た
生
の
豊
さ
と
し
て
、
作
者
か

ら
暖
く
支
持
さ
れ
て
い
る
．
の
で
あ
る
。

 
従
っ
て
、
こ
こ
で
読
み
取
る
べ
き
も
の
は
手
ぬ
ぐ
い
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぶ
す
き
の
こ
 
 
と
し
よ

明
ら
か
に
さ
れ
る
鹿
た
ち
の
“
生
活
”
で
あ
る
だ
ろ
う
。
落
零
、
年
老
り
の

番
兵
、
柳
の
葉
、
ご
ま
ざ
い
の
毛
、
と
並
べ
ら
れ
た
も
の
は
、
彼
ら
の
行
動
の

範
囲
が
山
中
に
限
ら
れ
た
狭
い
も
の
で
は
な
く
、
豊
か
な
広
が
り
を
も
っ
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
特
に
、
「
ご
ま
ざ
い
の
毛
の
や
う
に
が
。
」
「
う
ん
、
あ
れ
よ

 
 
 
 
 
 
こ
は

り
あ
、
も
少
し
硬
ぱ
し
な
。
」
と
い
う
会
話
は
、
綿
の
代
用
に
し
た
り
、
針
山

に
も
入
れ
た
と
い
う
ご
ま
ざ
い
の
柔
毛
と
着
た
ち
に
ど
う
い
う
つ
な
が
り
が
あ

る
の
だ
ろ
う
と
い
う
興
味
を
抱
か
せ
る
。
東
北
の
子
供
た
ち
は
玩
具
と
し
て
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ

り
ま
わ
し
、
毛
を
ち
ら
し
て
遊
ん
だ
と
い
う
か
ら
、
鹿
た
ち
に
と
っ
て
も
な

じ
み
の
遊
具
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

 
と
も
あ
れ
、
こ
こ
に
は
鹿
た
ち
の
“
具
体
的
な
生
活
”
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら

紡
ぎ
だ
さ
れ
る
”
生
き
た
言
葉
”
が
あ
る
。
よ
り
厳
密
に
、
”
生
き
ら
れ
た
言
葉
”

と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
鹿
た
ち
の
思
考
は
生
活
の
範
囲
を
出
る
こ
と
が

な
い
か
ら
、
未
知
の
も
の
に
対
し
て
誤
っ
た
判
断
を
下
し
て
い
る
の
だ
が
、
結

論
に
辿
り
つ
い
た
こ
と
を
よ
ろ
こ
ぶ
そ
の
歌
に
は
、
生
き
ら
れ
た
言
葉
の
み
が

持
つ
こ
と
の
で
き
る
骨
太
い
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
。

 
 
「
の
は
ら
の
ま
ん
中
の
 
め
っ
け
も
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
ち

 
 
す
つ
こ
ん
す
つ
こ
の
 
栃
だ
ん
ご

 
 
栃
の
だ
ん
ご
は
 
結
構
だ
が

 
 
と
な
り
に
い
か
ら
だ
 
ふ
ん
な
が
す

 
 
 
 
 
ば
ん
ぺ

 
 
興
じ
ろ
番
丘
ハ
は
 
気
に
か
が
る
。

 
 
 
 
 
 
ば
ん
ぺ

 
 
 
青
じ
ろ
番
兵
は
 
ふ
ん
に
や
ふ
に
や

 
 
ほ

 
 
吠
え
る
も
さ
な
い
ば
 
泣
ぐ
も
さ
な
い

 
 
や

 
 
癖
せ
で
長
ぐ
て
 
ぶ
ち
ぶ
ち
で

 
 
 
 
 
く
ち

 
 
ど
こ
が
口
だ
か
 
あ
だ
ま
だ
が

 
 
ひ
で
り
あ
が
り
の
 
な
め
く
ぢ
ら
。
」
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こ
こ
で
も
あ
の
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
と
の
比
較
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
同

じ
よ
う
に
未
知
の
も
の
と
出
合
い
、
同
じ
よ
う
に
判
断
を
誤
っ
て
い
る
の
だ
が
、

二
つ
の
物
語
の
結
末
の
相
違
は
、
主
人
公
た
ち
が
発
す
る
言
葉
が
生
き
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
か
否
か
に
よ
る
と
言
っ
て
い
い
。
「
す
っ
か
り
イ
ギ
リ
ス
の
兵
隊

の
か
た
ち
」
に
な
り
す
ま
し
て
山
中
に
や
っ
て
来
た
二
入
の
青
年
は
、
そ
の
服

装
が
示
す
通
り
、
生
活
に
根
を
持
つ
言
葉
を
持
っ
て
い
な
い
。
頭
だ
け
の
学
習

に
よ
る
て
ら
い
に
満
ち
た
言
葉
を
重
ね
れ
ば
重
ね
る
ほ
ど
判
断
の
誤
り
は
つ
づ

い
て
ゆ
き
、
つ
い
に
山
猫
の
食
卓
に
上
る
寸
前
ま
で
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
自
分
た
ち
を
お
び
え
さ
せ
た
正
体
不
明
物
に
対
し
て
会
話
を
重
ね
、
結
論

に
達
す
る
と
「
番
兵
に
し
て
は
ふ
に
ゃ
ふ
に
ゃ
で
、
吠
え
も
泣
き
も
し
な
い
。

清
せ
て
な
が
く
て
ま
だ
ら
模
様
で
、
ど
こ
が
口
だ
か
頭
だ
か
も
わ
か
ら
な
い
。
」

と
皮
肉
を
こ
め
な
が
ら
は
や
し
た
て
る
鹿
た
ち
の
言
葉
に
一
言
の
借
り
物
も
な

い
の
だ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヨ

 
か
く
し
て
、
こ
の
生
き
ら
れ
た
言
葉
が
、
は
や
し
歌
か
ら
讃
え
の
歌
へ
と
向

け
ら
れ
た
時
、
「
鹿
踊
り
の
ほ
ん
た
う
の
精
神
」
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な

る
こ
と
と
な
る
。
不
安
の
去
っ
た
鹿
た
ち
は
め
で
た
く
食
事
に
あ
り
つ
く
が
、

た
っ
た
「
ひ
と
か
け
」
の
栃
だ
ん
ご
を
分
け
あ
っ
て
食
べ
る
と
い
う
そ
の
つ
ま

ま
し
さ
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
敬
慶
な
生
の
讃
歌
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
こ

の
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ず
ゑ

 
 
 
太
陽
は
こ
の
と
き
、
ち
や
う
ど
は
ん
の
き
の
梢
の
中
ほ
ど
に
か
か
つ

 
 
て
、
少
し
黄
い
う
に
か
“
や
い
て
居
り
ま
し
た
。
鹿
の
め
ぐ
り
は
ま
た
だ

 
 
ん
だ
ん
ゆ
る
や
か
に
な
っ
て
、
た
が
ひ
に
せ
は
し
く
う
な
づ
き
合
ひ
、
や

 
 
が
て
一
列
に
太
陽
に
向
い
て
、
そ
れ
を
拝
む
や
う
に
し
て
ま
っ
す
ぐ
に
立

 
 
つ
た
の
で
し
た
。
嘉
十
は
も
う
ほ
ん
た
う
に
夢
の
や
う
に
そ
れ
に
見
と
れ

 
 
て
い
た
の
で
す
。

 
 
一
ば
ん
右
は
じ
に
た
っ
た
鹿
が
細
い
声
で
う
た
ひ
ま
し
た
。

 
 
 
 
 
 
ぎ

 
 
「
は
ん
の
木
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
ご

 
 
み
ど
り
み
ち
ん
の
葉
の
向
さ

 
 
ち
や
ら
ん
ぢ
や
ら
ん
の

 
 
お
日
さ
ん
懸
が
る
。
」

 
 
そ
の
水
晶
の
笛
の
や
う
な
声
に
、
嘉
十
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
ふ
る
へ
あ
が
り

 
 
ま
し
た
。

 
松
田
司
郎
氏
は
こ
の
場
面
を
初
め
て
読
ん
だ
時
、
「
体
の
中
を
電
流
が
走
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゼ

た
よ
う
な
激
し
い
痙
き
」
を
覚
え
た
と
言
っ
て
い
る
が
、
た
し
か
に
「
目
を

つ
ぶ
っ
て
ふ
る
へ
あ
が
」
つ
た
嘉
十
に
近
い
反
応
を
読
者
に
引
き
起
す
何
か
を

こ
の
場
面
は
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
極
め
る
た
め
に
、
後
に
つ
づ
く
歌
も
視

野
に
入
れ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

 
 
「
お
日
さ
ん
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぎ

 
 
せ
な
が
さ
し
ょ
へ
ば
 
は
ん
の
木
も

 
 
く
だ
げ
で
光
る

 
 
鉄
の
か
ん
が
み
。
」

 
 
「
お
日
さ
ん
は

 
 
 
 
 
ぎ
 
 
 
も
ご

 
 
は
ん
の
木
の
向
さ
、
降
り
で
て
も

 
 
す
す
ぎ
、
ぎ
ん
が
ぎ
が

 
 
ま
ぶ
し
ま
ん
ぶ
し
。
」

 
 
「
ぎ
ん
が
ぎ
が
の

 
 
 
 
 
 
な
か

 
 
す
す
ぎ
の
中
さ
立
ち
あ
が
る

 
 
 
 
 
ぎ

 
 
は
ん
の
木
の
す
ね
の

「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
を
読
む
一
そ
の
「
ほ
ん
た
う
の
精
神
」
を
め
ぐ
っ
て
一
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な

 
 
長
ん
が
い
、
か
げ
ぼ
ふ
し
。
」

 
 
「
ぎ
ん
が
ぎ
が
の

 
 
す
す
き
の
底
の
日
暮
れ
か
だ

 
 
こ
げ

 
 
苔
の
野
は
ら
を

 
 
あ
り

 
 
蟻
こ
も
行
か
ず
。
」

 
 
「
ぎ
ん
が
ぎ
が
の

 
 
 
 
 
 
ぞ
こ

 
 
す
す
き
の
底
で
そ
つ
こ
り
と

 
 
咲
ぐ
う
め
ば
ち
の

 
 
え

 
．
愛
ど
し
お
え
ど
し
。
」

 
ま
ず
、
「
太
陽
は
こ
の
と
き
」
の
「
こ
の
と
き
」
と
は
如
何
な
る
時
か
。
そ

れ
は
、
鹿
た
ち
が
栃
の
だ
ん
ご
を
食
べ
終
っ
た
時
で
あ
り
、
正
体
不
明
物
に
対

す
る
緊
張
が
解
け
、
食
事
を
終
え
た
満
足
感
に
満
た
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
同
時

に
、
太
陽
が
真
昼
の
強
い
光
り
で
は
な
く
、
「
は
ん
の
木
の
梢
の
中
ほ
ど
」
の

位
置
、
つ
ま
り
も
う
西
方
に
沈
も
う
と
い
う
低
い
位
置
か
ら
柔
ら
か
な
陽
光
を
、

注
い
で
い
る
時
で
も
あ
る
。
鹿
た
ち
の
内
も
外
も
緊
張
か
ら
解
放
さ
れ
た
や
さ

し
く
包
み
込
む
よ
う
な
至
福
に
満
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
至
福
の
時

を
の
が
す
ま
い
と
す
る
よ
う
に
、
鹿
た
ち
は
傾
い
て
ゆ
く
太
陽
に
向
っ
て
一
列

に
並
ぶ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
た
び
た
び
太
陽
の
方
に
あ
た
ま
を
下
げ
ま
し

た
」
「
ひ
く
く
首
を
た
れ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鹿
た
ち
の
歌
は
自
分
た
ち
に

こ
の
よ
う
な
時
を
与
え
て
く
れ
る
自
然
へ
の
こ
の
上
な
い
敬
慶
な
讃
歌
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
肝
要
な
の
は
、
そ
の
讃
歌
の
即
興
性
で
あ
る
。

 
は
ん
の
木
に
か
か
っ
た
夕
日
↓
夕
日
を
背
に
し
た
は
ん
の
木
↓
夕
日
を

浴
び
て
光
る
す
す
き
↓
す
す
き
の
中
に
立
つ
は
ん
の
木
の
長
い
影
↓
夕
ぐ

れ
の
苔
む
し
た
野
原
↓
す
す
き
の
下
に
咲
く
う
め
ば
ち
草
、
と
、
鹿
た
ち
は

連
歌
の
歌
仙
で
も
巻
く
よ
う
に
、
つ
か
ず
は
な
れ
ず
前
の
歌
を
受
け
な
が
ら
夕

ぐ
れ
の
野
原
の
光
景
を
歌
う
。
そ
れ
は
結
果
的
に
は
「
大
か
ら
小
へ
、
遠
か
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

近
へ
、
透
視
図
法
の
よ
う
な
見
事
な
遠
近
法
」
（
小
沢
俊
郎
）
を
形
成
し
て
い

る
の
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
意
図
的
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
短
歌
形
式

を
と
っ
て
は
い
て
も
、
そ
れ
は
俳
句
で
い
う
属
目
吟
（
即
興
的
に
目
に
ふ
れ
た

も
の
を
吟
ず
る
こ
と
）
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
詩
的
完
成
は
重
き
を
置
か
れ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

は
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
は
う
ま
く
歌
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

美
し
く
歌
う
こ
と
は
必
要
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
「
美
」
は
世
界
に
あ
る
の
で

あ
り
、
歌
い
手
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
歌
い
手
の
任
務
は
、
そ
の
「
美
」
を
、

「
時
よ
止
ま
れ
」
と
言
う
よ
う
に
、
一
瞬
言
語
に
よ
っ
て
固
定
し
て
み
せ
る
だ

け
な
の
だ
。

 
佐
藤
泰
平
氏
に
よ
れ
髄
、
宮
沢
賢
治
の
「
歌
入
り
童
話
」
は
三
二
話
あ
り
、

そ
こ
で
は
三
三
三
曲
が
歌
わ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
既
成
の
歌
は
八
○
曲
だ
け
で
、

あ
と
の
二
五
三
曲
は
そ
の
場
で
作
ら
れ
る
即
興
曲
で
あ
る
。
「
鹿
踊
り
の
は
じ

ま
り
」
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
即
興
曲
に
入
る
が
、
こ
の
よ
う
な
賢
治
童
話
に
お
け

る
即
興
歌
の
多
産
こ
そ
登
場
人
物
た
ち
の
「
世
界
」
に
対
す
る
絶
対
的
信
頼
を

前
提
と
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
b
た
と
え
ば
、
即
興
と
は
い
え
曲
の

体
を
な
さ
な
い
よ
う
な
ラ
フ
な
も
の
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
く
り
出
さ
れ
る
「
か
し
は

ば
や
し
の
夜
」
で
は
、
「
さ
あ
早
く
は
じ
め
る
ん
だ
、
早
い
の
は
点
が
い
・
よ
。
」

と
は
や
さ
れ
る
通
り
、
歌
の
良
し
悪
し
の
競
い
は
成
立
し
て
い
な
い
。
ど
の
よ

う
な
粗
雑
な
歌
で
あ
ろ
う
と
、
、
か
し
わ
ば
や
し
の
月
の
夜
の
め
で
た
さ
は
も
う

決
定
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
参
加
者
は
た
だ
歌
い
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

 
こ
れ
に
対
し
、
鹿
た
ち
の
歌
は
形
式
も
一
定
し
て
い
る
し
、
「
く
だ
げ
で
光

る
／
鉄
の
か
ん
が
み
」
「
ぢ
や
ら
ん
ぢ
や
ら
ん
の
／
お
日
さ
ん
懸
る
ト
「
そ
つ
こ
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え

り
と
／
咲
く
う
め
ば
ち
の
／
愛
ど
し
お
え
ど
し
。
」
等
の
見
事
な
詩
的
表
現
が

紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
質
的
に
は
か
し
わ
の
木
だ
ち
の
歌
と
何
の

か
わ
り
も
な
い
。
そ
こ
に
は
人
間
の
場
合
に
は
い
つ
も
つ
き
ま
と
う
意
識
的
な

美
へ
の
希
求
は
ど
こ
に
も
な
い
。
彼
ら
は
た
だ
、
み
ず
か
ら
は
声
を
発
し
え
な

い
「
世
界
」
に
か
わ
っ
て
、
そ
の
一
瞬
の
「
美
」
を
言
語
に
よ
っ
て
固
定
化
し

て
み
せ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
「
水
晶
の
笛
の
や
う
な
」
、
と
い
う
鹿
た
ち
の
声

の
形
容
も
、
彼
ら
の
「
世
界
」
に
対
す
る
意
識
に
少
し
の
自
我
意
識
の
曇
り
も

な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
嘉
十
が
ふ
る
え
上
る
ほ
ど
感
動
す
る
の
も
、
か

く
も
透
明
に
「
世
界
」
そ
の
も
の
が
言
語
化
さ
れ
た
経
験
が
な
か
っ
た
か
ら
に

ち
が
い
な
い
。
こ
の
物
語
が
風
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の
も
同
様
の
理
由
に
よ
る

で
あ
ろ
う
。
人
語
の
持
ち
え
な
い
透
明
さ
に
よ
っ
て
し
か
こ
の
美
し
い
物
語
は

語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

 
か
く
し
て
、
鹿
た
ち
の
歌
い
終
っ
た
あ
と
の
激
し
い
舞
踏
に
発
情
期
を
迎
え
-

よ
う
と
す
る
鹿
た
ち
の
エ
ロ
ス
の
発
動
を
見
、
う
め
ば
ち
草
は
そ
の
シ
ン
ボ
ル

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
あ
る
と
す
る
説
（
谷
川
雁
、
吉
田
文
憲
、
松
田
司
郎
）
に
は
従
い
が
た
い
。

こ
の
風
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
物
語
を
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
「
工
匠
さ
」
と
い

う
ト
ー
ン
に
性
愛
目
エ
ロ
ス
は
な
じ
ま
な
い
。
鹿
た
ち
は
彼
ら
に
と
っ
て
も
ま

れ
に
し
か
訪
れ
る
こ
と
の
な
い
至
福
の
時
を
、
時
を
止
め
て
言
語
化
し
、
「
世
界
」

に
対
す
る
絶
対
的
信
頼
を
表
現
し
え
た
こ
と
に
満
足
し
た
か
ら
こ
そ
「
み
じ
か

く
笛
の
や
う
に
鳴
い
て
は
ね
あ
が
り
、
は
げ
し
く
は
げ
し
く
ま
は
」
つ
た
の
で

あ
る
。
う
め
ば
ち
草
が
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
天
空
の
太
陽
か

ら
は
じ
ま
っ
た
讃
美
が
地
上
ま
で
達
し
え
た
こ
と
、
つ
ま
り
天
と
地
が
一
つ
に

結
び
つ
け
ら
れ
た
こ
と
の
よ
ろ
こ
び
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
、
う
め

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え

ば
ち
草
は
「
世
界
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
「
愛
ど
し
お
え
ど
し
」
と
は
単

に
う
め
ば
ち
草
に
だ
け
向
っ
て
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

 
「
北
か
ら
冷
た
い
風
が
来
て
、
ひ
ゆ
う
と
鳴
り
、
は
ん
の
木
は
ほ
ん
た
う
に

砕
け
た
鉄
の
鏡
の
や
う
に
か
“
や
き
、
か
ち
ん
か
ち
ん
と
葉
と
葉
が
す
れ
あ
っ

て
音
を
た
て
た
や
う
に
さ
へ
お
も
は
れ
、
す
す
き
の
穂
ま
で
が
鹿
に
ま
じ
っ
て

心
し
よ
に
ぐ
る
ぐ
る
め
ぐ
っ
て
み
る
や
う
に
見
え
ま
し
た
。
」
と
い
う
鹿
た
ち

の
舞
踏
に
続
く
描
写
に
は
、
確
か
に
「
エ
ロ
ス
の
波
動
」
（
吉
田
）
と
言
っ
て

み
た
い
よ
う
な
官
能
的
な
激
し
さ
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
世
界
」
が
本

来
も
っ
て
い
る
本
質
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
知
識
で
頭
を
一
杯
に
し
た
り
、

自
我
意
識
で
ゆ
が
め
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
「
世
界
」
は
本
当
は
こ
の
よ
う
な
め

く
る
め
く
美
し
さ
に
満
ち
て
い
る
の
だ
が
、
と
ら
わ
れ
の
多
い
人
間
は
そ
れ
に

気
づ
か
な
い
の
だ
。
エ
ロ
ス
の
情
念
と
は
、
つ
ま
吻
は
日
常
的
社
会
的
な
外
皮

を
は
ぎ
取
ら
れ
た
直
接
性
と
直
接
性
が
ぶ
つ
か
り
合
う
情
念
な
の
だ
か
ら
、
評

家
が
こ
の
場
面
に
「
エ
ロ
ス
の
波
動
」
を
見
出
す
の
も
当
然
と
も
言
え
る
が
、

こ
こ
で
は
、
嘉
十
が
鹿
た
ち
の
歌
に
導
か
れ
て
、
「
世
界
」
の
美
を
何
の
と
ら

わ
れ
も
な
し
に
直
接
に
感
受
し
え
た
こ
と
が
明
確
に
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。

 
か
く
し
て
鹿
た
ち
と
全
く
同
じ
レ
ベ
ル
に
お
い
て
「
世
界
」
と
向
き
合
う
こ

と
の
で
き
た
嘉
十
は
思
わ
ず
「
ホ
ウ
、
や
れ
、
や
れ
い
。
」
と
叫
び
な
が
ら
姿

を
現
わ
す
。
ま
さ
し
く
彼
は
「
ま
だ
剖
れ
な
い
巨
き
な
愛
の
感
情
」
（
『
注
文
の

多
い
料
理
店
』
広
告
文
）
1
1
全
き
一
体
感
、
を
「
世
界
」
に
対
し
て
体
験
し
え

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
鹿
た
ち
は
嘉
十
を
受
け
入
れ

な
い
。
 
「
は
や
て
に
吹
か
れ
た
木
の
葉
の
や
う
に
、
か
ら
だ
を
斜
め
に
し
て

逃
げ
出
」
す
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
鹿
た
ち
は
た
だ
驚
い
た
だ
け
な
の
だ
が
、

そ
の
他
者
へ
の
恐
怖
が
殺
傷
の
た
め
の
道
具
「
口
発
破
」
に
代
表
さ
れ
る
人
間

「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
を
読
む
一
そ
の
「
ほ
ん
た
う
の
精
神
」
を
め
ぐ
っ
て
一
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
文
化
的
な
利
器
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

う
。
「
巨
き
な
愛
の
感
情
」
が
人
間
た
ち
に
よ
っ
て
剖
ら
れ
て
来
た
こ
と
を
こ

こ
で
読
み
取
る
こ
と
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
に
せ
よ
、
「
ち
よ
つ
と
に
が
笑
ひ
」

を
し
て
去
っ
て
い
く
嘉
十
の
姿
に
、
み
ず
か
ら
が
生
み
出
し
た
も
の
に
よ
っ
て

「
世
界
」
か
ら
隔
て
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
人
間
の
哀
し
み
を
見
る
こ
と
は
可
能

な
の
で
あ
る
。

 
も
は
や
「
鹿
踊
り
の
ほ
ん
た
う
の
精
神
」
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
鹿

に
代
表
さ
れ
る
「
世
界
」
と
の
直
接
性
の
中
で
生
き
る
動
物
た
ち
の
、
謙
虚
で

内
な
る
力
に
満
ち
た
「
世
界
」
へ
の
感
謝
と
讃
美
の
「
精
神
」
で
あ
る
。
ゆ
え

に
、
人
間
が
「
世
界
」
を
讃
美
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
鹿
の
姿
を
借
り
な
け
れ
ば

表
現
で
き
な
い
「
精
神
」
で
あ
る
。
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「
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治
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世
界
」

 
「
ユ
リ
イ
カ
」
7
7
・
9
臨
時
増
刊
「
総
特
集
 
宮
沢
賢
治
」
 
青
二
輪

②
 
q
D
に
同
じ

㈹
 
原
子
朗
、
伊
藤
眞
一
郎
、
角
野
栄
子
、
渡
辺
芳
紀
「
へ
共
同
討
議
〉
賢

 
治
童
話
を
読
む
」
 
「
国
文
学
」
8
6
・
5
臨
時
増
刊
 
事
々
社

ω
 
伊
東
信
夫
「
鹿
た
ち
の
生
命
の
祭
り
 
 
『
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
』
を
読

 
む
」
 
H
ひ
と
」
9
3
．
1
1
号
 
太
郎
次
郎
社

㈲
 
㈹
に
同
じ

㈲
 
恩
田
逸
夫
「
『
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
』
雑
感
」
 
『
「
注
文
の
多
い
料
理

 
店
」
研
究
H
』
所
収
 
7
5
・
1
2
 
學
藝
書
林

ω
 
ω
に
同
じ

㈹
 
寺
田
透
「
宮
沢
賢
治
の
童
話
の
世
界
」
 
 
『
宮
澤
賢
治
研
究
』
所
収

 
7
0
・
4
筑
摩
書
房

㈲
 
谷
川
雁
『
も
の
が
た
り
交
響
』
 
8
9
・
2
 
筑
摩
書
房

⑳
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働
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沢
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㈹
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同
書
所
収
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ω
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じ

⑯
 
清
水
真
砂
子
「
鹿
踊
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は
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り
」
 
 
「
解
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と
鑑
賞
」
8
4
・
1
1
月

 
号
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㈲
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沢
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踊
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」
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と
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書
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澤
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9
・
1
0
 
東
京
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学
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料
 
た
だ
し
計
算
ミ
ス
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あ
る
の
で
訂
正
し
た
。

⑳
 
そ
れ
ぞ
れ
前
掲
書
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