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は
じ
め
に

国
語
の
教
科
書
に
採
ら
れ
て
い
る
教
材
に
つ
い
て
は
、
現
場
の
教
師
に
よ

る
長
年
の
指
導
と
研
究
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
指
導
内
容
が
確
定
し
て
お
り
、

誰
が
教
え
て
も
、
抜
か
り
な
く
、
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
に
必
要
な
指
導
が
で
き

る
と
い
う
一
面
が
あ
る
。
だ
が
、
別
の
一
面
か
ら
見
れ
ば
、
指
導
内
容
が
些

か
紋
切
り
型
と
な
り
、
現
場
の
教
師
が
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
る
キ
ラ

イ
が
あ
る
。
現
に
、
定
番
の
文
学
教
材
の
取
り
扱
い
に
新
鮮
味
や
面
白
味
を

見
出
せ
ず
、
モ
チ
ベ

1
シ
ヨ
ン
が
上
が
り
に
く
い
と
い
う
現
場
の
教
師
の
声

を
耳
に
も
す
る
。
教
材
を
取
り
扱
う
教
師
の
志
気
は
、
教
室
に
お
け
る
生
徒

の
学
習
意
欲
に
も
大
な
り
小
な
り
連
動
す
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
国
語
の

文
学
教
材
は
、
一
定
の
文
学
的
達
成
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
文
学
教
材
と
し
て

教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
稿
で
も
、
そ
う
し
た
文
学
的
達

成
(
の
全
て
)
に
対
し
て
異
論
を
掲
げ
る
つ
も
り
は
な
い
。
狙
い
は
、
教
育

現
場
で
指
導
の
マ
ン
ネ
リ
化
が
生
じ
て
い
る
文
学
教
材
に
、
従
来
の
解
釈
と
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矢

本

浩

司

は
異
な
る
解
釈
の
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
で
き
る
だ
け
文
学
教
材
を
現

代
に
聞
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
教
師
の
指
導
意
欲
と
生
徒
の
学
習
意
欲
を
高

め
る
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
近
年
、
高
等
学
校
『
国
語
総
A
E
で
広

く
採
用
さ
れ
、
新
し
い
定
番
の
文
学
教
材
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
三
浦
哲

《
詮
由
》

郎
の
短
篇
小
説
「
と
ん
か
っ
」
を
取
り
上
げ
、
や
や
刺
激
的
な
一
石
を
投
じ

る
こ
と
で
、
文
学
教
育
の
活
性
化
へ
の
一
助
と
し
た
い
。

二
O
一
四
年
度
以
降
に
お
い
て
も
、
「
と
ん
か
っ
」
は
、
東
京
書
籍
、
第

一
学
習
社
、
大
修
館
の
三
社
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
三
社

に
よ
る
教
科
書
シ
ェ
ア
率
は
全
体
の
五

O
%を
超
え
る
。
「
と
ん
か
っ
」
は
、

ど
の
社
の
教
科
書
に
お
い
て
も
、
高
校
生
と
し
て
最
初
に
学
ぶ
小
説
の
一
つ

と
し
て
配
置
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
国
語
教
師
が
、
「
と
ん
か
っ
」
か
ら
小

説
の
授
業
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
「
と
ん
か
っ
」
は
、
現

代
の
多
く
の
高
校
生
が
入
学
し
て
最
初
に
目
に
す
る
現
代
日
本
の
小
説
の

代
表
で
あ
り
、
文
学
教
材
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
「
と
ん
か
っ
」
の
授
業
は
、

教
師
と
生
徒
と
の
聞
で
成
立
す
る
高
校
三
年
間
の
国
語
教
育
の
先
行
き
を
占
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う
極
め
て
重
要
な
機
会
と
な
る
。
そ
こ
で
、
文
学
教
育
の
活
性
化
の
た
め
に

は
、
ま
ず
「
と
ん
か
っ
」
を
分
析
し
て
お
く
こ
と
に
、
大
き
な
意
味
が
あ

る
。
実
際
に
も
、
小
説
「
と
ん
か
っ
」
は
、
広
い
角
度
か
ら
の
分
析
に
耐
え

る
確
か
な
強
度
を
持
つ
「
テ
ク
ス
ト
」
で
あ
る
。

教
室
で
は
、
「
と
ん
か
っ
」
を
単
な
る
母
子
の
愛
情
佳
話
と
し
て
や
っ
つ

け
て
は
な
ら
な
い
。
先
に
も
書
い
た
が
、
「
と
ん
か
つ
」
は
高
校
生
が
最
初

に
自
に
す
る
現
代
小
説
で
あ
る
。
こ
の
先
の
文
学
教
育
の
た
め
に
も
、
あ
る

程
度
き
っ
ち
り
と
し
た
小
説
の
読
み
方
(
楽
し
み
方
)
を
提
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
次
の
三
つ
の
ベ
ク
ト
ル
か
ら
こ
の
小
説
を

読
ん
で
み
た
い
。

一
つ
自
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
こ
れ
か
ら
高
校
生
が
小
説
を
読
ん
で
い
く
に
あ

た
っ
て
、
そ
の
読
み
方
の
初
歩
と
し
て
、
小
説
に
は
、
作
者
と
、
小
説
に
室
田

か
れ
て
い
る
内
容
と
の
聞
に
、
内
容
を
語
る
「
語
り
手
」
(
あ
る
い
は
、
語

り
手
と
い
う
登
場
人
物
)
が
介
在
す
る
こ
と
を
教
え
る
方
向
で
あ
る
。
「
と

ん
か
っ
」
の
場
合
で
は
、
旅
館
を
訪
れ
た
母
子
に
接
し
た
と
き
の
コ
メ
ン
ト

と
し
て
、
地
の
文
に
「
あ
ま
り
旅
慣
れ
て
い
る
人
と
も
思
え
な
い
が
、
ど

う
し
た
の
だ
ろ
う
」
、
「
ぎ
く
り
と
し
た
」
、
「
尋
ね
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
」
、
「
他
人
事
な
が
ら
は
ら
は
ら
し
て
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
語

り
手
は
、
お
そ
ら
く
旅
館
の
女
将
だ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
「
こ
れ
ま
で
で
い
ち
ば
ん
厚
い
と
ん
か
つ
を
じ
っ
く
り
と
揚
げ
て
出
し

た
」
と
地
の
文
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
語
り
手
は
女
将
で
は
な
く
、
旅
館
の
板

前
だ
と
推
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
推
定
に
つ
い
て
は
、
母
親
が
二

度
目
に
旅
館
を
訪
れ
た
際
に
、
母
親
は
も
う
一
度
と
ん
か
つ
を
所
望
し
、
そ

れ
を
受
け
た
語
り
手
が
「
わ
か
り
ま
し
た
。
お
任
せ
く
だ
さ
い
」
と
応
え
た

あ
と
の
地
の
文
に
、
「
引
き
下
が
っ
て
、
女
中
に
と
ん
か
つ
の
用
意
を
言
い

つ
け
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
語
り
手
が
自
ら
と
ん
か
つ
を
揚
げ
て
い
る
の

で
は
な
く
て
、
指
示
し
て
揚
げ
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ

て
、
「
こ
れ
ま
で
で
い
ち
ば
ん
厚
い
と
ん
か
つ
を
じ
っ
く
り
と
揚
げ
て
出
し

た
」
と
い
う
地
の
文
は
、
女
将
が
指
示
す
る
こ
と
で
、
(
板
前
等
が
)
間
接

的
に
揚
げ
て
出
し
た
と
す
る
解
釈
が
穏
当
と
な
る
。
教
室
で
は
、
小
説
で
大

切
な
機
能
を
果
た
す
、
こ
う
し
た
語
り
の
在
り
方
を
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。

二
つ
目
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
主
人
公
に
つ
い
て
考
え
る
方
向
で
あ
る
。
ま
ず

上
述
の
語
り
の
分
析
を
前
提
と
し
て
、
小
説
を
丹
念
に
読
み
な
が
ら
、
語
り

手
(
女
将
)
の
気
持
ち
の
変
化
を
捕
捉
し
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、
地
の
文

か
ら
語
り
手
の
気
持
ち
ゃ
思
い
が
表
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
抜
き
出
し
て
並
べ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
語
り
手
の
心
境
が
、
「
あ
ま
り
旅
慣
れ
て

い
る
人
と
も
見
え
な
い
が
、
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
」
と
思
い
(
不
審
)
、
続

い
て
(
自
殺
の
名
所
と
し
て
も
知
ら
れ
る
東
尋
坊
等
も
あ
る
土
地
な
の
で
)

親
子
心
中
で
は
な
い
か
と
疑
い
(
疑
惑
)
、
息
子
が
頭
を
丸
め
た
の
で
「
思

わ
ず
、
ぁ
、
と
驚
き
の
声
を
漏
ら
し
て
し
ま
」
い
(
驚
嘆
)
、
息
子
が
雲
水

に
な
る
経
緯
を
母
親
か
ら
聞
い
て
「
謎
が
一
度
に
解
け
」
(
理
解
)
、
「
こ
れ

an-A 

η
t
u
 



ま
で
で
い
ち
.
ば
ん
厚
い
と
ん
か
つ
を
じ
っ
く
り
と
揚
げ
て
出
し
」
(
愛
情
)
、

翌
年
ま
た
母
親
か
訪
れ
た
の
で
、
「
一
度
顔
を
見
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ

た
の
だ
ろ
う
」
と
思
い
(
憶
測
)
、
現
れ
た
息
子
の
「
凍
と
し
た
僧
」
の
姿

に
「
び
っ
く
り
」
す
る
(
感
服
)
、
と
い
う
ふ
う
に
移
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
移
ろ
い
を
ス
ト
ー
リ
ー
と
呼
応
さ
せ
な
が
ら
、
不
審
↓
疑
戎
ヤ
↓
驚
嘆
↓

理
解
↓
愛
情
↓
憶
測
↓
感
服
と
い
う
女
将
の
反
応
や
心
情
の
変
化
の
過
程
を

丹
念
に
追
う
こ
と
で
、
小
説
を
精
綴
に
読
む
訓
練
を
高
校
生
に
促
し
て
い

く
。
そ
の
上
で
、
語
り
手
(
女
将
)
の
気
持
ち
ゃ
理
解
が
刻
々
と
変
化
す
る

と
こ
ろ
に
着
目
し
て
、
「
と
ん
か
っ
」
は
、
「
女
将
の
不
審
や
疑
惑
が
、
理
解

と
感
服
に
変
化
す
る
物
語
」
だ
と
捉
え
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
語
り
手
が
存
在
す
る
「
と
ん
か
っ
」
と
い
う
小
説
の

主
人
公
は
、
誰
で
あ
ろ
う
か
。
小
説
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
が
、
主
人
公
の

内
面
や
心
情
を
描
く
こ
と
に
比
較
的
ウ
エ
イ
ト
を
置
く
も
の
と
捉
え
る
な

ら
、
母
親
で
も
雲
水
の
息
子
で
も
な
く
、
主
人
公
は
語
り
手
で
あ
る
女
将
だ

と
言
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
疑
問
を
生
徒
に
投
げ

か
け
る
こ
と
で
、
小
説
に
お
い
て
は
、
語
り
の
問
題
が
重
要
た
と
い
う
こ
と

を
認
識
さ
せ
る
。
こ
こ
で
、
さ
ら
に
日
本
近
代
文
学
の
起
源
に
遡
り
、
小
説

と
い
う
訳
語
を
生
ん
で
、
日
本
に
小
説
を
紹
介
し
た
坪
肉
い
趨
運
か
『
小
説
神

《
縫
@
》

髄
』
で
「
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
。
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
」
と
一
-
一
一
口
っ
た

こ
と
や
、
そ
れ
を
受
け
た
二
華
字
回
避
か
「
小
説
私
誠
」
で
「
凡
そ
形
(
フ

ホ
l
ム
)
あ
れ
ば
廷
に
意
(
ア
イ
デ
ア
)
あ
り
」
、
「
さ
れ
ど
其
持
前
の
上
よ

り
い
わ
ば
意
こ
そ
大
切
な
れ
。
意
は
内
に
在
れ
ば
こ
そ
外
に
形
わ
れ
も
す
る
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な
れ
ば
、
形
な
く
と
も
尚
在
り
な
ん
」
と
述
べ
た
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
て
、

近
代
文
学
に
と
っ
て
は
、
内
面
や
心
情
(
坪
内
運
起
の
「
人
情
」
や
二
葉
亭

四
迷
の
「
意
」
)
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
て
も
よ
い
。

三
つ
目
は
、
高
校
生
が
生
き
る
現
在
に
接
続
す
る
重
要
な
ベ
ク
ト
ル
で
あ

る
。
節
を
改
め
て
、
少
し
詳
し
く
触
れ
て
お
こ
う
。

三
つ
目
と
し
て
、
一
五
歳
で
入
山
し
た
少
年
が
、
わ
ず
か
一
年
ほ
ど
の
聞

に
見
違
え
る
よ
う
に
濃
と
し
た
僧
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
と
ん
か
っ
」
は
、

少
年
直
太
郎
の
成
長
調
だ
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
を
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば

円
柱
@
】

な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
補
助
線
と
し
て
、
「
通
過
儀
礼
」
の
概
念

(
制
度
)
が
有
効
だ
ろ
う
。

「
青
白
い
顔
の
、
ひ
ょ
ろ
り
と
し
た
、
ひ
よ
わ
そ
う
な
小
手
」
で
、
「
は
に

か
み
笑
い
を
浮
か
べ
な
が
ら
ぺ
こ
り
と
頭
を
下
げ
た
」
直
太
郎
が
、
わ
ず
か

一
年
で
「
見
違
え
る
よ
う
な
凍
と
し
た
僧
」
へ
急
成
長
す
る
が
、
授
業
で

は
、
成
長
の
証
し
と
し
て
、
(
し
ば
し
ば
苦
痛
・
苦
役
を
伴
う
)
象
徴
的
な

儀
式
や
修
行
や
体
験
な
ど
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
民
族
学
の
専
門
用
語
で
「
通

過
儀
礼
」
(
イ
ニ
シ
エ
l
シ
ヨ
ン
)
と
い
う
前
提
を
説
明
す
る
。
短
時
間
で

終
わ
る
「
通
過
儀
礼
」
も
あ
れ
ば
、
長
い
旅
に
出
な
け
れ
ば
果
た
せ
な
い
時

聞
の
か
か
る
「
通
過
儀
正
」
も
あ
る
こ
と
、
か
つ
て
世
界
の
あ
ち
こ
ち
で
行

わ
れ
た
「
通
過
儀
礼
」
、
た
と
え
ば
刺
青
や
割
礼
や
抜
歯
や
猛
獣
退
治
な
ど

で
は
、
痛
み
に
耐
え
、
「
勇
気
」
を
持
つ
こ
と
が
成
長
を
認
知
さ
せ
る
(
大

に
d

n4υ 
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人
の
)
条
件
の
一
つ
で
あ
り
、
加
工
前
の
肉
体
に
戻
れ
な
い
と
い
う
こ
と

が
、
成
長
以
前
(
子
ど
も
)
に
戻
る
こ
と
が
で
き
な
い
覚
悟
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
こ
と
、
現
代
社
会
で
は
、
も
ち
ろ
ん
肉
体
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
危
険
な

「
通
過
儀
礼
」
は
で
き
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
成
人
式
、
受
験
、
就
職
活
動
、

卒
業
式
、
結
婚
式
、
出
産
、
初
任
給
な
ど
の
人
生
に
お
け
る
節
目
の
イ
ベ
ン

ト
が
、
成
長
前
の
子
ど
も
の
時
間
と
成
長
を
遂
げ
た
大
人
の
時
間
と
を
区
切

る
象
徴
的
な
「
通
過
儀
礼
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と

を
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
と
ん
か
っ
」
に
お
い
て
は
、
青
森
県
か
ら
遠
く
離
れ
た
北
陸
の
古
利
へ

入
門
し
て
、
五
年
間
も
家
族
と
会
わ
ず
に
厳
し
い
修
行
を
受
け
る
こ
と
と
、

合
わ
せ
て
剃
髪
と
い
う
「
肉
体
加
工
」
を
施
す
こ
と
が
、
直
太
郎
の
「
通
過

儀
礼
」
と
な
る
。
ま
だ
修
行
前
で
あ
っ
て
も
、
剃
髪
直
後
の
直
太
郎
は
、
そ

れ
ま
で
「
は
に
か
み
笑
い
を
浮
か
べ
」
て
い
た
の
が
、
「
に
こ
り
と
も
せ
ず

に
う
つ
む
い
て
」
、
「
し
か
た
が
な
い
と
い
う
ふ
う
に
青
い
頭
を
左
右
に
振
っ

て
」
い
る
。
は
に
か
み
笑
い
が
消
え
、
「
し
か
た
な
い
」
と
腹
を
括
る
よ
う

に
語
り
手
(
及
び
語
り
手
の
目
を
通
し
て
読
者
)
に
見
え
る
の
は
、
成
長
へ

の
一
歩
が
既
に
直
太
郎
に
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
近
代
文
学
は
、
し
ば
し
ば
「
通
過
儀
礼
」
を
描
い
て
き
た
。
た
と
え

{
注
⑤
)

ば
、
谷
崎
潤
一
郎
の
処
女
作
「
刺
青
」
で
は
、
刺
青
師
が
蜘
妹
の
刺
青
を

少
女
の
背
中
に
入
れ
る
が
、
刺
青
が
彫
り
上
が
っ
た
と
き
、
こ
れ
を
機
と
し

て
、
少
女
が
妖
艶
な
女
に
変
身
を
遂
げ
、
刺
青
師
と
女
の
立
場
(
支
配
関

係
)
が
逆
転
す
る
。
「
刺
青
」
で
は
、
(
妖
艶
な
)
大
人
の
女
性
に
な
る
(
成

長
を
遂
げ
る
)
た
め
の
「
通
過
儀
礼
」
が
「
刺
青
一
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
谷

崎
の
場
合
で
は
、
少
女
が
成
長
し
て
大
人
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
女
性

は
性
的
な
欲
望
の
対
象
と
し
て
男
性
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の

一
方
で
、
刺
青
師
は
成
長
を
遂
げ
た
女
に
性
的
に
呪
縛
さ
れ
て
し
ま
う
。
刺

青
師
は
、
ま
る
で
女
の
背
中
の
蜘
妹
が
張
り
巡
ら
せ
る
糸
に
絡
め
取
ら
れ
た

餌
食
の
よ
う
だ
と
暗
喰
的
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
谷
崎
の
「
刺

青
」
と
同
様
に
、
刺
青
に
よ
る
通
過
儀
礼
(
成
長
)
が
転
機
と
な
り
、
男
女

の
支
配
・
被
支
配
の
関
係
が
逆
転
す
る
小
説
と
し
て
、
比
較
的
近
年
に
話
題

《
注
骨
v

と
な
っ
た
金
原
ひ
と
み
「
蛇
に
ピ
ア
ス
」
が
想
起
で
き
る
。
「
蛇
に
ピ
ア
ス
」

で
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
ル
イ
が
施
す
「
肉
体
加
工
」
(
舌
に
二
股
の
切
れ
目
を
入

れ
る
ス
プ
リ
ッ
ト
・
タ
ン
、
背
中
に
彫
る
蝦
麟
と
龍
の
刺
青
)
も
、
一
種
の

成
長
へ
の
「
通
過
儀
礼
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ル
イ
が
、
ア
マ

を
殺
害
し
た
シ
パ
と
共
生
す
る
こ
と
を
決
意
で
き
た
の
は
、
彫
り
あ
が
っ
た

背
中
の
刺
青
に
、
ず
っ
と
鴎
路
し
て
入
れ
な
か
っ
た
「
眼
」
の
刺
青
を
入
れ

る
こ
と
が
で
き
た
(
刺
青
が
完
成
し
た
)
時
と
呼
応
し
て
い
る
。(

注
⑦
》

遡
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
が
活
躍
す
る
樋
口
一
葉
「
た
け
く
ら
べ
」
を
み
て

み
よ
う
。
「
た
け
く
ら
べ
」
は
、
横
町
と
表
町
の
子
ど
も
た
ち
の
対
立
を
背

景
に
し
た
美
登
利
と
信
如
の
淡
い
恋
の
話
で
あ
る
。
勝
ち
気
だ
っ
た
美
登
利

が
、
あ
る
日
突
然
大
人
し
く
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
美
登
利
が
初
潮
(
あ
る

い
は
初
見
世
)
を
迎
え
た
か
ら
大
人
し
く
な
っ
た
こ
と
が
先
行
研
究
で
指
摘

さ
れ
て
滋
。
初
潮
(
初
見
世
話
、
美
登
利
が
子
ど
も
か
ら
大
人
の
女
性

に
変
身
し
た
こ
と
を
示
す
し
る
し
で
あ
る
。
初
潮
は
す
べ
て
の
女
性
が
経
験

ρ
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す
る
自
然
な
「
通
過
儀
礼
」
だ
と
も
言
え
よ
う
が
、
「
た
け
く
ら
べ
」
の
美

登
利
の
場
合
は
深
刻
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
(
「
通
過
儀
礼
」
と
し
て
の
初
潮

に
よ
っ
て
)
大
人
に
な
っ
た
美
登
利
は
、
然
る
後
に
庖
へ
出
て
男
性
客
の
相

手
を
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

谷
崎
で
も
、
金
原
ひ
と
み
で
も
、
一
葉
で
も
、
少
女
が
「
通
過
儀
礼
」
を

経
て
大
人
に
成
長
す
る
こ
と
で
、
彼
女
た
ち
は
男
性
の
性
的
な
欲
望
の
対
象

と
な
っ
た
。
た
だ
、
「
刺
青
」
の
女
と
刺
青
師
と
の
関
係
や
「
蛇
に
ピ
ア
ス
」

の
ル
イ
と
シ
パ
と
の
関
係
と
は
彩
り
を
や
や
異
に
し
て
、
吉
原
の
妓
楼
(
遊

郭
)
の
養
女
で
あ
る
「
た
け
く
ら
べ
」
の
美
登
利
に
、
彼
女
が
密
か
に
好
い

て
い
た
信
如
と
思
い
を
遂
げ
る
筋
書
き
は
存
在
し
ょ
う
が
な
い
。
一
方
で
、

龍
華
寺
の
跡
取
り
息
子
で
あ
る
信
如
は
、
俗
世
を
離
れ
て
仏
門
へ
入
る
が
、

こ
の
こ
と
は
、
信
如
に
と
っ
て
の
「
通
過
儀
礼
」
と
な
る
。
や
が
て
僧
侶

と
な
る
信
如
が
美
登
利
の
庖
へ
出
向
く
こ
と
も
あ
り
得
ま
い
。
「
通
過
儀
礼
」

〈
注
骨
)

を
果
た
し
た
美
登
利
と
信
如
は
、
二
度
と
「
子
供
の
時
間
」
に
戻
れ
な
い
ば

か
り
で
な
く
、
こ
の
後
、
ふ
た
り
は
別
れ
別
れ
の
道
を
進
む
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
の
で
、
「
た
け
く
ら
べ
」
は
、
悲
恋
の
「
通
過
儀
礼
」
を
描
い
た
小
説

だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
、
樋
口
一
葉
「
た
け
く
ら
べ
」
の

美
登
利
と
信
如
や
、
谷
崎
潤
一
郎
「
刺
青
」
の
少
女
、
金
原
ひ
と
み
「
蛇
に

ピ
ア
ス
」
の
ル
イ
な
ど
は
、
「
と
ん
か
っ
」
に
お
い
て
信
如
と
同
じ
く
仏
門

に
入
る
一
五
歳
の
少
年
直
太
郎
に
と
っ
て
、
同
じ
直
線
上
に
位
置
す
る
大
先

輩
(
「
蛇
に
ピ
ア
ス
」
の
ル
イ
は
後
輩
)
で
あ
り
、
翻
っ
て
、
い
ず
れ
大
人

に
な
る
教
室
の
高
校
生
た
ち
に
と
っ
て
・
も
、
同
様
に
自
分
た
ち
の
先
輩
と
し

成
長
は
成
長
で
も
?
|
|
文
学
教
材
「
と
ん
か
っ
」
の
解
釈
|
|

て
紹
介
で
き
る
の
で
あ
る
。

教
室
の
高
校
一
年
生
た
ち
に
、
「
と
ん
か
っ
」
の
直
太
郎
を
同
い
年
の
身

近
な
存
在
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、
直
太
郎
の
精
神
性
や
気
構
え
が
中
学
を

卒
業
し
て
間
も
な
い
生
徒
と
ど
れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
隔
た

っ
て
い
な
い
の
か
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
は
、
高
校
生
が
自
分
の
成
長
の
速
度

や
度
合
い
を
客
観
的
に
推
し
量
る
上
で
も
意
味
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
い

わ
ば
、
「
と
ん
か
っ
」
の
直
太
郎
は
、
高
校
生
た
ち
が
成
長
を
見
計
る
定
点

観
測
装
置
と
し
て
機
能
し
続
け
る
わ
け
で
、
そ
う
考
え
る
と
、
「
と
ん
か
っ
」

は
、
心
温
ま
る
母
子
の
睦
ま
じ
い
愛
情
を
描
い
た
小
篇
と
い
う
に
は
留
ま
ら

ず
、
読
者
で
あ
る
一
五
歳
の
高
校
生
に
迫
っ
て
、
「
成
長
」
を
要
請
す
る
挑

発
的
な
小
説
に
様
変
わ
り
す
る
。

「
と
ん
か
っ
」
の
直
太
郎
が
直
面
し
た
(
父
親
が
亡
く
な
っ
て
寺
の
後
継

者
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
)
よ
う
な
、
子
ど
も
で
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
事

況
が
身
の
上
に
ひ
と
た
び
到
来
す
れ
ば
、
否
応
な
く
人
は
急
い
で
成
長
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
わ
が
身
に
い
っ
そ
う
し
た
事
況
が
到
来
す
る
や
も
知

れ
な
い
。
「
と
ん
か
っ
」
は
、
不
測
の
事
態
を
想
定
し
た
緊
迫
感
や
覚
悟
を

持
つ
こ
と
を
高
校
生
へ
迫
る
、
強
い
圧
力
を
持
つ
小
説
で
も
あ
る
。
そ
の
意

味
で
、
入
学
し
て
間
も
な
く
、
ま
だ
中
学
生
の
雰
閤
気
ゃ
あ
ど
け
な
さ
を
残

す
生
徒
に
読
ま
せ
る
小
説
と
し
て
、
こ
の
短
篇
は
格
好
の
文
学
教
材
な
の
で

あ
る
。

円

t
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も
ち
ろ
ん
、
「
と
ん
か
っ
」
は
母
子
の
愛
情
佳
話
で
あ
る
が
、
決
し
て
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
示
し
た
3
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
か
ら
「
と
ん



成
長
は
成
長
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か
つ
」
を
読
め
ば
、
教
室
の
生
徒
へ
向
け
て
、
文
学
の
読
み
方
(
楽
し
み

方
)
の
一
端
と
文
学
が
持
つ
凄
味
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
文
学
」

教
材
と
し
て
の
「
と
ん
か
っ
」
の
面
目
躍
如
は
、
こ
こ
に
こ
そ
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
示
し
た
3
つ
の
ベ
ク
ト
ル
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
現
場
の

個
々
の
教
師
の
工
夫
に
よ
っ
て
、
大
な
り
小
な
り
触
れ
ら
れ
で
も
い
よ
う
。

そ
こ
で
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
奥
な
る
角
度
か
ら
「
と
ん
か
っ
」
に
一

考
を
加
え
た
い
。

「
と
ん
か
っ
」
が
直
太
郎
の
成
長
誇
で
あ
る
こ
と
は
先
に
書
い
た
。
し
か

し
、
そ
の
成
長
は
、
語
り
手
(
女
将
)
が
直
太
郎
か
ら
読
み
取
る
印
象
に
よ

っ
て
判
断
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
読
者
(
で
あ
る
教
師
も
生
徒
も
)
は
、
語

り
手
の
眼
差
し
(
主
観
)
を
通
し
て
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
に
坦
ぎ
な
い
。

た
と
え
ば
、
「
し
か
た
な
い
」
と
か
「
凍
と
し
た
」
な
ど
の
地
の
文
の
記
述

は
、
畢
寛
、
語
り
手
が
恋
意
的
に
感
じ
取
っ
た
印
象
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で

あ
り
、
実
際
に
直
太
郎
が
ど
の
よ
う
な
成
長
を
遂
げ
た
の
か
(
あ
る
い
は
遂

げ
な
か
っ
た
の
か
)
に
つ
い
て
、
読
者
は
、
ど
う
し
て
も
語
り
手
の
レ
ン
ズ

を
通
し
て
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
読
者

は
、
直
太
郎
の
成
長
度
合
い
に
つ
い
て
は
、
語
り
手
の
リ
テ
ラ
シ
1
(読
解

力
)
に
委
ね
る
こ
と
で
し
か
、
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
語
り
手
の
リ

テ
ラ
シ
l
は
ど
こ
ま
で
信
頼
で
き
る
の
か
。
旅
館
を
き
り
も
り
す
る
女
将
で

あ
る
語
り
手
の
才
覚
は
、
リ
テ
ラ
シ
!
と
相
聞
が
あ
る
の
か
。
わ
け
あ
り
の

母
子
を
見
つ
め
る
と
き
の
語
り
手
に
バ
イ
ア
ス
は
な
か
っ
た
の
か
。
語
り
手

の
信
頼
性
は
、
い
っ
た
い
何
に
よ
っ
て
担
保
で
き
る
の
か
。
こ
う
し
て
考
え

て
み
る
と
、
読
者
は
読
み
方
を
制
約
さ
れ
た
不
自
由
な
存
在
で
あ
る
。

剃
髪
か
ら
雲
水
の
修
行
と
い
う
「
通
過
儀
礼
」
を
経
た
か
ら
と
言
っ
て
、

一
定
の
成
長
が
あ
っ
た
と
考
え
て
本
当
に
間
違
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ

ま
で
怪
し
む
の
は
、
語
り
手
の
眼
が
、
旅
館
へ
訪
れ
た
母
子
に
つ
い
て
、
初

見
で
は
心
中
親
子
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

一
年
後
に
母
親
が
旅
館
に
来
た
と
き
も
、
語
り
手
が
、
母
親
が
息
子
に
会
い

た
く
な
っ
た
か
ら
自
ら
に
課
し
た
禁
(
五
年
間
息
子
に
会
わ
な
い
)
を
破
っ

た
の
だ
と
憶
測
し
た
か
ら
で
あ
る
。
語
り
手
の
い
ず
れ
の
判
断
も
間
違
っ
て

い
た
わ
け
で
あ
り
、
語
り
手
の
判
断
力
は
、
甚
だ
当
て
に
な
ら
な
い
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

語
り
手
の
眼
が
あ
ま
り
信
用
で
き
な
い
と
な
れ
ば
、
読
み
の
確
実
性
を
担

保
す
る
た
め
に
、
文
学
作
品
(
テ
ク
ス
ト
)
の
外
か
ら
根
拠
を
引
っ
張
っ
て

く
る
し
か
あ
る
ま
い
。

た
と
え
ば
、
テ
ク
ス
ト
に
は
、
直
太
郎
が
「
曹
洞
宗
の
名
高
い
古
利
」
へ

入
門
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
近
く
に
東
尋
坊
も
あ
る
し
、
越
前
岬
も
・
:
」

や
「
大
本
山
に
入
門
す
る
」
な
ど
の
記
述
か
ら
、
「
曹
洞
宗
の
名
高
い
古
利
」

《
詮
⑪
V

が
福
井
県
に
あ
る
曹
洞
宗
大
本
山
永
平
寺
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。
な
ぜ
、

小
説
の
舞
台
は
永
平
寺
に
特
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。

永
平
寺
を
閉
山
し
た
の
は
道
元
な
の
で
、
曹
洞
宗
の
開
祖
道
元
禅
師
と
雲

水
と
な
っ
た
直
太
郎
と
を
ひ
と
ま
ず
比
較
し
て
み
よ
う
。
道
元
は
八
歳
で
母

O
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親
を
亡
く
し
、
一
四
歳
で
出
家
し
て
比
叡
山
の
延
暦
寺
へ
入
る
。
一
方
の

直
太
郎
は
、
「
お
と
と
し
の
暮
れ
に
父
親
を
亡
く
し
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
三
歳
の
と
き
に
父
親
か
他
界
し
、
一
五
歳
で
出
家
し
て
永
平
寺
へ
入
っ
た

と
計
算
で
き
る
。
年
少
の
う
ち
に
親
を
亡
く
し
、
仏
門
(
永
平
寺
)
に
入
る

と
い
う
道
元
と
直
太
郎
の
成
り
行
き
は
、
と
て
も
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
後

の
直
太
郎
は
、
道
元
禅
師
の
よ
う
な
名
高
い
僧
侶
に
成
長
す
る
可
能
性
が
秘

め
ら
れ
て
い
る
と
(
語
り
手
の
眼
差
し
を
補
強
)
し
て
想
像
す
る
こ
と
が
で

き
る
。し

か
し
、
私
見
で
は
、
も
っ
と
異
な
る
(
語
り
手
の
眼
差
し
を
補
強
で
き

な
い
)
方
向
に
成
長
し
て
い
く
可
能
性
も
考
え
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
そ
れ
が

ど
う
い
う
可
能
性
か
を
説
明
す
る
た
め
に
、
テ
ク
ス
ト
の
外
部
か
ら
、
オ
イ

デ
ィ
プ
ス
神
話
を
引
っ
張
っ
て
み
よ
う
。
仏
教
の
臭
い
の
あ
る
現
代
日
本
の

短
篇
を
読
む
の
に
ギ
リ
シ
ャ
神
話
を
持
ち
出
す
と
い
う
の
は
、
距
離
が
あ
っ

て
唐
突
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
神
話
は
世
界
で

最
も
古
い
話
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
の
物
語
と
話
型
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ

ず
、
古
代
か
ら
現
在
ま
で
生
み
出
さ
れ
て
き
た
多
く
の
物
語
や
小
説
に
影
響

を
与
え
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
と
ん
か
っ
」
に
も
当
て
は
ま
る
と
思
わ

れ
る
。
一
見
し
て
そ
う
と
は
見
え
に
く
い
「
と
ん
か
っ
」
の
物
語
は
、
オ
イ

デ
ィ
プ
ス
の
物
語
の
話
型
に
近
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
神
話
の
内
容
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

ラ
l
イ
オ
ス
王
と
イ
オ
カ
ス
テ
l
妃
の
聞
に
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
と
い
う
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息
子
が
生
ま
れ
る
が
、
神
託
に
よ
っ
て
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
殺
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
母
親
の
イ
オ
カ
ス
テ
ー
は
そ
れ
を
不
備
に
思

い
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
を
殺
さ
ず
に
捨
て
る
こ
と
に
し
た
。
や
が
て
、
隣
国

で
遣
し
く
成
長
し
た
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
、
実
の
父
親
と
は
知
ら
ず
に
、
道

を
譲
る
か
譲
ら
な
い
か
の
争
い
で
、
ラ
!
イ
オ
ス
王
を
殺
害
し
て
し
ま

う
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
、
謎
か
け
で
挑
む
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
を
退
治
し
た
り

し
た
末
に
、
自
分
の
母
親
と
は
知
ら
ず
に
未
亡
人
で
あ
る
イ
オ
カ
ス
テ
!

と
結
婚
し
、
国
王
と
な
る
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
と
イ
オ
カ
ス
テ
!
と
の
聞
に

は
、
何
人
か
の
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
と
イ

オ
カ
ス
テ
l
は
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
が
殺
害
し
た
の
が
ラ
l
イ
オ
ス
で
あ
る

こ
と
と
、
自
分
た
ち
が
実
の
親
子
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
の
罪
の
重
さ

に
イ
オ
カ
ス
テ
l
は
自
殺
す
る
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
自
ら
失
明
し
、
娘
の

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
l
ら
と
放
浪
の
旅
に
出
る
。

n同
υ

n
4
U
 

以
上
が
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
神
話
の
概
要
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
神
話
と
「
と
ん
か
っ
」
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
オ
イ
デ
ィ
プ

ス
と
「
と
ん
か
っ
」
の
直
太
郎
に
は
、
幾
つ
か
の
注
目
す
べ
き
共
通
点
が
あ

る
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
神
話
で
は
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
父
ラ
l
イ
オ
ス
が
オ
イ

デ
ィ
プ
ス
に
殺
害
さ
れ
た
発
端
は
、
交
通
ト
ラ
、
フ
ル
で
あ
る
。
オ
イ
デ
ィ
プ
，

ス
も
ラ
l
イ
オ
ス
王
も
共
に
戦
車
に
乗
っ
て
い
て
、
ど
ち
ら
が
道
を
譲
る
か

譲
ら
な
い
か
で
口
論
に
な
る
と
い
う
交
通
ト
ラ
ブ
ル
が
、
ラ
l
イ
オ
ス
王

の
死
の
直
接
の
き
っ
か
け
で
あ
る
。
「
と
ん
か
っ
」
で
は
、
直
太
郎
の
父
親
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は
交
通
事
故
で
死
ん
で
い
る
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
ラ
l
イ
オ
ス
王
が
亡
き
あ

と
、
空
席
と
な
っ
た
王
の
地
位
に
つ
く
。
「
と
ん
か
っ
」
で
は
、
直
太
郎
は
、

父
の
亡
き
あ
と
に
空
席
と
な
っ
た
「
住
職
」
の
地
位
に
つ
く
べ
く
修
行
に
励

ん
で
い
る
。
加
え
て
言
え
ば
、
王
位
も
住
職
も
、
い
ず
れ
も
共
通
に
権
威
の

象
徴
で
あ
る
。

オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
、
捨
て
ら
れ
た
と
き
に
眼
を
差
し
抜
か
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
以
後
、
足
を
患
っ
て
し
ま
う
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
名
前
に
は
、
「
足

の
腫
れ
た
」
と
い
う
含
意
が
あ
る
。
一
方
の
「
と
ん
か
っ
」
の
直
太
郎
は
、

青
森
か
ら
北
陸
へ
親
元
を
離
れ
て
修
行
に
や
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
聞
は
母

親
と
面
会
も
で
き
な
い
の
で
、
自
分
の
意
に
反
し
て
家
庭
か
ら
放
り
出
さ
れ

た
、
あ
る
種
の
「
捨
て
ら
れ
た
」
状
態
に
あ
る
と
も
言
え
る
。
さ
ら
に
、
直

太
郎
は
修
行
中
に
足
を
骨
折
し
て
入
院
し
、
見
舞
い
に
来
た
母
親
に
面
会
す

る
た
め
に
旅
館
へ
や
っ
て
来
た
と
き
も
、
「
右
足
を
少
し
引
き
ず
る
」
よ
う

に
し
て
歩
い
て
い
る
。
生
誕
地
か
ら
遠
く
離
さ
れ
、
足
を
患
い
、
権
威
あ
る

地
位
を
目
指
す
。
直
太
郎
と
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
と
に
は
、
相
当
の
共
通
点
が
見

受
け
ら
れ
る
。

オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
実
母
イ
オ
カ
ス
テ
!
と
結
婚
す
る
が
、
直
太
郎
が
父
の

跡
を
継
い
で
寺
の
住
職
に
な
る
(
あ
る
い
は
、
見
舞
い
に
来
た
母
親
と
面
会

す
る
場
所
と
し
て
自
ら
指
示
し
た
旅
館
の
二
階
の
一
室
へ
直
太
郎
が
立
ち
入

る
)
と
い
う
の
は
、
象
徴
的
に
は
父
王
の
座
に
つ
く
こ
と
と
同
義
で
あ
り
、

ひ
と
り
で
寺
を
守
っ
て
い
た
母
親
と
同
等
の
立
場
と
な
る
、
あ
る
い
は
母
親

よ
り
上
位
の
立
場
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
象
徴
的
に

は
、
父
の
代
理
で
あ
り
、
か
つ
母
親
の
夫
の
代
理
と
な
る
こ
と
も
意
味
す
る

わ
け
で
、
直
太
郎
は
、
象
徴
的
に
母
親
と
結
婚
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

母
親
か
待
つ
旅
館
の
二
階
を
訪
れ
る
と
き
に
直
太
郎
が
発
し
た
「
練
れ
た
太

声
」
も
、
ハ
メ
の
座
に
就
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
成
長
の
証
左
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
と
ん
か
っ
」
が
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
神
話
を

緩
や
か
に
踏
襲
す
る
展
開
を
示
す
と
き
守
え
る
と
す
れ
ば
、
「
と
ん
か
っ
」
の

母
子
の
将
来
は
、
ど
う
な
る
と
予
想
で
き
る
か
。
現
在
修
行
途
次
の
直
太
郎

は
、
ど
の
よ
う
に
成
長
し
つ
つ
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

カ
語
り
手
は
、
立
派
な
僧
に
な
る
直
太
郎
の
印
象
を
綴
っ
て
い
る
が
、
「
エ

《
柱
。
》

デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
直
太
郎
、
か
、
母
子
の

聞
の
禁
忌
を
破
る
べ
く
(
象
徴
的
に
父
の
座
に
つ
く
べ
く
)
僚
狭
山
と
旅
館
の

二
階
へ
昇
っ
て
い
る
、
そ
ん
な
風
に
仮
定
す
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ

う
に
仮
定
す
れ
ば
、
「
と
ん
か
っ
」
の
母
子
に
は
、
あ
ま
り
幸
せ
な
未
来
は

や
っ
て
来
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
神
話
で
は
、
禁
患
を
犯
し

た
こ
と
を
苦
に
し
て
実
母
イ
オ
カ
ス
テ
1
は
自
殺
し
た
し
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス

自
身
も
自
ら
失
明
し
て
長
い
放
浪
の
旅
へ
出
る
。
「
と
ん
か
っ
」
に
後
日
請

が
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
母
親
の
は
る
よ
は
イ
オ
カ
ス
テ
ー
の
よ
う
に
こ
の

世
を
去
り
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
よ
う
に
目
を
患
い
、
ま
る
で
弱
法
師
の
よ
う

な
僧
と
な
っ
た
直
太
郎
、
か
諸
国
を
当
て
所
な
く
放
浪
す
る
、
そ
ん
な
未
来
が

考
え
ら
れ
ま
い
か
。

道
元
禅
師
と
も
重
ね
ら
れ
て
将
来
有
望
と
見
え
る
雲
水
の
直
太
郎
が
、
象

A
H
u
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徴
的
と
は
い
え
、
母
親
と
結
婚
す
る
よ
う
な
方
向
、
タ
ブ
1
(
禁
忌
)
を
犯

す
方
向
に
成
長
す
る
と
読
む
の
は
、
あ
る
い
は
深
読
み
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
雲
水
と
な
っ
た
直
太
郎
は
、
と
ん
か
つ
を
食
べ
る
た
め
に
旅

館
の
二
階
へ
昇
っ
て
行
く
。
修
行
中
の
雲
水
が
と
ん
か
っ
(
肉
)
を
食
べ
る

の
は
、
厳
密
に
一
一
=
一
口
え
ば
、
仏
教
の
戒
律
を
破
る
破
戒
僧
の
第
一
歩
で
あ
ろ

う
。
僧
侶
が
肉
を
食
べ
て
よ
い
か
に
つ
い
て
、
「
と
ん
か
っ
」
本
文
の
作
中

で
も
語
り
手
と
母
親
か
話
題
に
し
て
い
る
が
、
現
代
の
仏
教
界
で
あ
っ
て
も

(
直
太
郎
は
ま
し
て
修
行
の
身
で
あ
る
)
、
肉
食
の
推
奨
は
さ
れ
て
い
ま
い
。

A
徐
油
田
'
】

ま
た
、
仏
教
の
八
戒
の
一
つ
は
、
昼
食
以
後
の
食
事
を
禁
じ
て
い
る
が
、
雲

水
に
な
っ
た
直
太
郎
が
旅
館
に
や
っ
て
来
た
の
は
「
夕
方
六
時
き
っ
か
り
」

で
あ
る
。
直
太
郎
が
、
母
親
と
面
会
す
る
の
に
入
院
先
の
病
院
で
は
な
く
旅

館
を
指
定
し
た
の
は
、
端
か
ら
曹
洞
宗
の
戒
め
や
仏
教
の
八
戒
を
破
る
前
提

で
い
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
旅
館
の
二
階
で
は
、
肉
を
食
べ
る
H

破
戒
す

る
直
太
郎
の
目
の
前
に
、
母
親
が
(
い
っ
し
ょ
に
と
ん
か
つ
を
食
べ
る
た
め

に
)
、
言
わ
ば
共
犯
的
に
座
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
乙
の
母
子
の
共
犯
的

な
関
係
は
、
象
徴
的
な
レ
ベ
ル
で
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
神
話
の
母
子
関
係
と
連
続

す
る
だ
ろ
う
。

母
子
の
愛
情
佳
話
と
し
て
読
め
ば
、
小
説
の
題
で
あ
る
「
と
ん
か
っ
」
は

愛
情
の
メ
タ
フ
ァ
ー
だ
が
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
神
話
を
補
助
線
と
し
て
引
け

ば
、
小
説
の
題
で
あ
る
「
と
ん
か
っ
」
は
、
禁
患
と
破
戒
の
メ
タ
フ
ァ
l
に

他
な
る
ま
い
。
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四

最
後
に
、
「
と
ん
か
っ
」
と
同
じ
く
『
国
語
総
A
E
の
教
科
書
に
採
ら
れ

て
い
る
文
学
教
材
と
し
て
、
定
番
中
の
大
定
番
で
あ
る
芥
川
龍
之
介
「
羅
生

円

柱

⑮

}

【

設

⑩

》

門
ぶ
と
比
較
し
て
お
こ
う
。

芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
の
下
人
は
、
老
婆
と
趨
遁
す
る
前
は
、
面
胞

(
未
成
長
の
象
徴
)
を
気
に
し
て
い
て
、
盗
人
に
な
る
か
飢
え
死
に
す
る
か

を
決
め
兼
ね
て
踏
ん
切
り
の
つ
か
な
い
青
年
で
あ
っ
た
が
、
羅
生
門
の
楼
の

二
階
で
老
婆
と
出
会
っ
た
後
は
、
「
き
っ
と
、
そ
う
か
」
と
言
っ
て
己
の
生

き
る
方
向
を
断
定
し
、
閣
の
中
へ
走
り
去
る
。
こ
の
よ
う
な
下
人
の
豹
変
を

思
え
ば
、
「
羅
生
門
」
は
下
人
の
「
通
過
儀
礼
」
を
描
い
た
小
規
だ
と
考
え

《
注
⑮
}

る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

狐
狸
や
盗
人
が
棲
み
、
死
体
が
捨
て
ら
れ
て
い
る
と
噂
さ
れ
る
不
気
味
な

羅
生
門
の
二
階
へ
昇
る
途
中
の
下
人
は
、
梯
子
の
中
段
あ
た
り
で
「
猫
の

よ
う
に
身
を
ち
ぢ
め
て
、
息
を
殺
し
な
が
ら
、
上
の
様
子
を
窺
っ
て
い
た
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
と
て
も
恐
々
と
し
て
怯
え
て
い
る
。

「
通
過
儀
礼
」
と
い
う
観
点
で
見
れ
ば
、
面
胞
の
残
る
若
い
下
人
は
、
ま
だ

怖
れ
を
抱
き
「
勇
気
」
を
持
た
な
い
若
者
で
あ
り
、
階
段
の
途
上
で
は
、
成

長
(
「
勇
気
」
の
芽
生
え
)
に
は
至
っ
て
い
な
い
(
つ
ま
り
、
ま
だ
「
通
過

儀
礼
」
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
)
。
羅
生
門
の
楼
へ
昇
り
切
っ
て
も
、
不
気

味
な
老
婆
の
言
動
に
、
い
ち
い
ち
怒
っ
た
り
憐
れ
ん
だ
り
し
て
い
て
、
気
持

ち
が
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
「
通
過
儀
礼
」
を
果
た
し
き
っ
た
と
は
断
定
し
が

-41-
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た
い
。
そ
れ
で
は
、
下
人
の
「
通
過
儀
礼
」
は
ど
こ
で
完
了
し
た
か
と
言
え

ば
、
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
老
婆
の
衣
服
を
剥
い
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

か
弱
い
老
女
の
衣
服
を
鴎
踏
な
く
剥
ぐ
こ
と
が
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
彼
は
そ

こ
で
晴
れ
て
「
勇
気
」
を
獲
得
し
て
、
こ
の
後
の
人
生
を
(
盗
人
と
し
て
)

生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

主
人
に
暇
を
出
さ
れ
て
か
ら
ま
だ
「
二
、
三
日
」
し
か
経
っ
て
い
な
い
而

胞
の
あ
る
若
者
が
、
不
気
味
な
羅
生
門
の
楼
の
二
階
へ
昇
り
、
老
婆
の
衣
服

を
剥
ぎ
取
る
と
い
う
「
通
過
儀
礼
」
を
果
た
す
こ
と
で
、
「
勇
気
」
を
獲
得

(
H
成
長
)
し
て
、
彼
は
盗
人
と
な
っ
て
生
き
る
覚
悟
を
決
め
た
。
物
語
は

下
人
が
行
方
知
れ
ず
と
な
る
結
末
、
だ
が
、
下
人
の
後
日
譲
を
予
想
す
れ
ば
、

「
通
過
儀
礼
」
を
完
遂
し
た
下
人
が
「
勇
気
」
を
持
っ
て
、
(
八
戒
の
一
つ
で

あ
る
)
盗
み
を
犯
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。

一
方
、
同
じ
く
「
通
過
儀
礼
」
を
果
た
し
て
い
る
「
と
ん
か
っ
」
の
直
太

郎
は
、
「
見
違
え
る
よ
う
に
凍
と
し
た
僧
」
と
し
て
語
り
手
に
印
象
づ
け
ら

れ
、
し
っ
か
り
し
た
挨
拶
を
口
に
し
て
、
母
親
が
居
る
二
階
へ
の
階
段
を
悠

然
と
昇
っ
て
行
く
。
母
親
の
い
る
二
階
は
、
羅
生
門
の
よ
う
に
不
気
味
な
場

所
で
は
な
い
が
、
一
年
も
会
っ
て
い
な
い
母
親
に
会
う
の
に
、
こ
の
少
年

に
急
い
た
様
子
は
な
く
、
む
し
ろ
悠
然
と
二
階
へ
昇
る
。
既
に
雲
水
と
し

て
「
通
過
儀
礼
」
を
完
遂
し
つ
つ
あ
る
「
と
ん
か
っ
」
の
直
太
郎
と
、
恐
る

恐
る
二
階
へ
昇
る
「
通
過
儀
礼
」
前
の
「
羅
生
門
」
の
下
人
。
両
者
の
差
異

立
は
唖
)

は
、
二
階
へ
昇
る
挙
動
に
対
称
的
で
あ
る
。

羅
生
門
の
二
階
(
楼
)
に
お
け
る
下
人
の
「
通
過
儀
礼
」
(
老
婆
へ
の

「
引
剥
ぎ
」
)
に
匹
敵
す
る
行
為
が
、
「
と
ん
か
っ
」
の
旅
館
の
二
階
に
あ
る

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
と
ん
か
つ
を
食
べ
る
と
い
う
行
為
以
外
に
は
あ
り

得
な
い
が
、
「
通
過
儀
礼
」
と
し
て
の
「
羅
生
門
」
か
ら
短
篇
「
と
ん
か
っ
」

を
逆
照
射
し
て
も
、
直
太
郎
、
か
母
親
と
い
っ
し
ょ
に
と
ん
か
つ
を
食
べ
る
行

為
は
、
禁
忌
に
迫
る
極
め
て
象
徴
的
な
行
為
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
最
後
に
付
言
し
て
お
く
が
、
小
説
の
読
み
(
楽
し
み
)
の
可
能
性

を
示
す
こ
と
は
、
文
学
教
育
の
最
大
の
使
命
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と

を
確
認
し
た
上
で
、
「
と
ん
か
っ
」
一
篇
の
分
析
を
通
し
て
高
校
生
に
最
も

伝
え
た
い
こ
と
は
、
小
説
の
読
み
方
は
、
た
っ
た
一
つ
の
道
徳
的
な
読
み
方

に
媛
小
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
と
ん
か
っ
」
は
、

一
方
で
は
、
心
温
ま
る
母
子
の
愛
情
佳
話
と
し
て
読
め
て
、
一
方
で
は
、
象

徴
的
な
レ
ベ
ル
で
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
神
話
の
踏
襲
と
し
て
読
め
る
。
こ
の
よ

う
に
読
み
の
振
幅
が
と
て
も
広
い
小
説
「
と
ん
か
っ
」
は
、
そ
れ
だ
け
豊
穣

で
、
か
つ
強
度
の
あ
る
テ
ク
ス
ト
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
現
場
の
教
師

に
は
、
生
徒
へ
向
け
て
、
そ
の
こ
と
を
第
一
に
伝
え
て
ほ
し
い
。
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注(
注
①
)
短
篇
集
『
モ
ザ
イ
ク
I

み
ち
づ
れ
』
に
収
録
。
一
九
八
八
年
『
三
浦

哲
郎
自
選
全
集
』
の
月
報
に
発
表
。
本
稿
で
は
東
京
書
籍
『
新
編
国
語
総
合
』

を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
。

(
注
②
)
上
下
巻
。
一
八
八
五
|
一
八
八
六
(
明
治
一
八
i
明
治
一
九
)
年
。

(
注
③
)
『
中
央
学
術
雑
誌
』
一
八
八
六
(
明
治
一
九
)
年
四
月
。



(
注
④
)
ア
ル
ノ
ル
ト
・
フ
ァ
ン
・
ヘ
ネ
ツ
プ
『
通
過
儀
礼
』
(
〉

5
0
5
4
8

。gロ
岳
、
ト
81hhn伯
母
、
s
s
h川町・回ヨ一

zzoz『
ミ
、
一
九

O
九
年
、

翻
訳
は
一
九
七
七
年
)
の
概
念
に
よ
る
。

(
注
⑤
)
『
新
思
潮
』
一
九
一

O
(明
治
四
一
一
一
)
年
一
一
月
。

(
注
⑥
)
二

O
O三
年
二
月
、
集
英
社
刊
。
綿
矢
り
さ
「
蹴
り
た
い
背
中
」
と

同
時
に
芥
川
賞
受
賞
と
な
り
、
映
画
化
も
さ
れ
て
話
題
と
な
っ
た
。
谷
崎

の
「
刺
青
」
と
同
じ
く
、
彼
女
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
。

(
注
⑦
)
一
八
九
五
(
明
治
二
八
年
)
か
ら
翌
年
に
か
け
て
『
文
学
界
』
に
断
続

掲
載
。

(
注
⑧
)
初
潮
説
派
(
前
田
愛
ら
)
と
初
出
伯
説
派
(
佐
多
稲
子
ら
)
と
の
悶
で

一
九
八
五
年
頃
に
論
争
に
も
な
っ
た
。

(
注
⑨
)
前
田
愛
「
子
供
た
ち
の
時
間
|
樋
口
一
葉
「
た
け
く
ら
べ
」
|
」
(
『
展
望
』

一
九
七
五
年
六
月
)

(
注
⑮
)
吉
祥
山
永
平
寺
。
福
井
県
吉
田
郡
永
平
寺
町
に
あ
る
日
本
曹
洞
宗
の
中

心
寺
院
。
一
二
四
四
(
寛
元
二
)
年
、
道
元
に
よ
り
開
創
。

(
注
⑪
)
フ
ロ
イ
ト
が
提
示
し
た
概
念
で
、
幼
児
期
に
お
い
て
ほ
綿
を
手
に
入
れ

ょ
う
と
思
い
、
父
親
に
対
し
て
強
い
対
抗
心
を
抱
く
心
理
的
抑
圧
(
母
親

に
対
す
る
近
親
相
姦
的
欲
望
を
含
む
)
の
こ
と
だ
が
、
フ
ロ
イ
ト
は
、
オ

イ
デ
ィ
プ
ス
神
話
か
ら
こ
れ
を
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
名
付
け

た。

(
注
⑫
)
八
斎
戒
。
五
戒
(
「
不
殺
生
成
」
、
「
不
倫
盗
戒
」
、
「
不
淫
戒
」
、
「
不
妄
語
戒
」
、

「
不
飲
酒
戒
」
)
、
と
「
正
午
以
降
は
食
事
を
し
な
い
」
、
「
歌
舞
音
曲
を
見

た
り
聞
い
た
り
せ
ず
、
装
飾
品
、
化
粧
・
香
水
な
ど
身
を
飾
る
も
の
を
使

用
し
な
い
」
、
「
天
蓋
付
き
で
足
の
高
い
ベ
ッ
ド
に
寝
な
い
」
の
三
戒
を
加

え
た
も
の
。
「
と
ん
か
っ
」
で
は
、
「
不
殺
生
戒
」
(
と
ん
か
つ
を
食
べ
る
)
、

成
長
は
成
長
で
も
?
|
|
文
学
教
材
「
と
ん
か
っ
」
の
解
釈
|
|

「
正
午
以
降
は
食
事
を
し
な
い
」
(
夕
方
六
時
に
旅
館
を
訪
れ
て
い
る
)
が

破
戒
さ
れ
、
象
徴
的
な
レ
ベ
ル
で
、
「
不
淫
戒
」
が
破
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

「
羅
生
門
」
で
は
「
不
倫
盗
戒
」
が
破
ら
れ
て
い
る
。

(
注
⑬
)
『
帝
国
文
学
』
一
九
一
五
(
大
正
四
)
年
一
一
月
。

(
注
⑬
)
授
業
で
は
、
「
羅
生
門
」
は
「
と
ん
か
っ
」
よ
り
後
に
扱
う
こ
と
に
な
る
が
、

谷
崎
や
一
葉
や
金
原
ひ
と
み
も
含
め
て
、
機
会
を
つ
く
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
文
学
作
品
を
並
べ
て
、
文
学
を
連
環
的
・
大
系
的
に
見
る
態
度
を
養
う

こ
と
も
、
文
学
教
育
に
お
い
て
は
大
切
で
あ
ろ
う
。

(
注
⑮
)
「
(
座
談
会
)
「
羅
生
門
」
を
読
む
」
(
『
日
本
文
学
』
昭
和
一
九
八
四
年
八
月
)

で
、
「
羅
生
門
」
に
つ
い
て
三
谷
邦
明
氏
は
、
「
イ
ニ
シ
エ

l
シ
ョ
ン
を
文

学
言
語
化
」
し
た
も
の
だ
と
発
言
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
に
対
し
て
、

篠
崎
美
生
子
氏
の
「
下
人
は
、
境
界
的
な
場
で
「
通
過
儀
礼
」
を
受
け
る

存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
逆
に
老
婆
に
代
表
さ
れ
る
京
都
の
町
に
対
す
る

ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
!
と
し
て
見
え
て
く
る
」
と
い
う
見
解
も
あ
る
(
「
「
排
除

す
る
物
語
/
排
除
さ
れ
る
物
諮
」
|
も
う
ひ
と
つ
の
「
羅
生
門
」
|
」
『
国

文
学
研
喜
一
二
三
)
。

(
注
⑮
)
前
田
愛
は
「
二
階
の
下
宿
」
(
『
展
望
』
一
九
七
八
年
五
月
)
で
、
「
二

階
ヘ
通
ず
る
梯
子
段
を
の
ぼ
っ
て
行
く
文
三
の
後
委
を
点
出
し
た
『
浮
雲
』

の
最
期
の
一
旬
も
、
そ
の
世
界
全
体
の
あ
り
ょ
う
を
私
た
ち
に
ひ
ら
い
て

み
せ
る
暗
喰
で
あ
る
か
の
よ
う
」
で
あ
り
、
「
内
側
へ
内
側
へ
と
と
ぐ
ろ

を
巻
い
て
狭
ま
っ
て
行
く
時
織
で
あ
る
か
の
よ
う
」
だ
と
し
て
二
葉
亭
四

迷
「
浮
雲
」
を
論
じ
、
二
階
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
田
山
花
袋
「
蒲
団
」

や
尾
崎
紅
葉
「
多
情
多
恨
」
に
も
論
及
し
て
い
る
。
私
見
で
も
、
日
本
近

代
文
学
に
お
い
て
、
私
的
に
閉
じ
ら
れ
た
二
階
と
い
う
空
間
は
、
極
め
て

重
要
な
「
暗
喰
」
を
含
む
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
、
お
そ
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成
長
は
成
長
で
も
?
|
|
文
学
教
材
「
と
ん
か
っ
」
の
解
釈
|
|

ら
く
こ
の
系
譜
上
に
あ
る
「
と
ん
か
っ
」
の
二
階
と
「
羅
生
門
」
の
二
階
(
楼
)

の
「
暗
喰
」
を
異
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
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