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）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ひ
い
だ

 
薔
薇
つ
む
手
・
銃
さ
さ
え
る
手
・
二
障
く
手
・
手
…
の
時
計
が
さ
す

 
二
十
五
時

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
と

 
龍
門
村
佐
々
羅
の
な
だ
り
わ
ざ
を
ぎ
の
を
み
な
の
陰
茎
や
曼
珠
沙
華
燃
ゆ

 
大
工
町
寺
町
米
町
仏
町
老
母
買
ふ
町
あ
ら
ず
や
つ
ば
め
よ

 
一
首
目
は
、
塚
本
邦
雄
の
第
一
．
歌
集
『
水
葬
物
語
」
中
「
鎮
魂
曲
・
旗
の

章
」
十
首
組
の
一
首
で
あ
り
、
二
首
目
は
前
登
志
夫
の
第
二
歌
集
「
霊
異
記
」

中
「
暗
譜
」
二
十
五
首
組
の
一
首
で
あ
り
、
三
首
目
は
寺
山
修
司
の
第
四
歌
集

『
田
園
に
死
す
』
中
「
恐
山
」
十
首
組
の
一
首
で
あ
る
。
抽
出
方
法
は
、
先
ず

塚
本
邦
雄
の
「
薔
薇
つ
む
手
…
…
」
と
い
う
作
品
を
念
頭
に
お
い
て
、
あ
と
は

前
登
志
夫
と
寺
山
修
司
の
作
品
の
中
か
ら
、
こ
れ
に
も
つ
と
も
表
面
的
に
類
似

し
た
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
作
品
を
調
べ
て
掲
げ
た
の
で
あ
る
。
．

 
先
ず
一
読
し
て
鮮
明
な
こ
と
は
、
前
半
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
名
詞
の
羅
列

で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ひ
い
だ

 
「
薔
薇
つ
む
手
し
「
銃
さ
さ
え
る
手
」
「
抱
．
旧
く
手
」
「
手
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 
と

 
「
龍
門
村
」
「
佐
々
羅
の
な
だ
り
」
，
「
わ
ざ
を
ぎ
の
を
み
な
の
険
虎
」

 
「
大
工
町
」
「
寺
町
」
「
米
町
」
「
仏
町
」
「
老
母
買
ふ
町
」

 
塚
本
作
品
は
く
手
V
に
よ
っ
て
統
一
す
る
四
つ
の
手
の
名
詞
の
羅
列
で
あ

り
、
前
作
品
は
〈
場
所
〉
に
よ
っ
て
統
一
す
る
三
つ
の
名
詞
群
の
羅
列
で
あ
り
、

寺
山
作
品
は
く
町
V
に
よ
っ
て
統
一
す
る
五
つ
の
町
の
名
詞
の
羅
列
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
、
こ
の
三
首
は
そ
れ
ぞ
れ
最
後
に
む
か
う
一
歩
手
前
で
、
「
…
」
、

「
や
」
、
「
や
」
と
い
う
空
聞
と
切
れ
字
を
用
い
て
上
下
（
句
Y
の
断
絶
を
き
た

ら
せ
て
い
る
。
そ
の
上
で
最
後
の
と
こ
ろ
を
そ
れ
ぞ
れ
「
の
時
計
が
さ
す
二
十

五
時
」
嘱
叉
珠
沙
華
燃
ゆ
し
「
あ
ら
ず
や
つ
ば
め
よ
」
と
い
う
フ
レ
コ
ズ
で
ま

と
め
て
い
る
。
と
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
三
首
の
作
品
に
徴
表
す
る
表
現
の
特
徴

は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

 一

ｼ
詞
の
羅
列
＋
や
（
…
）
＋
ま
と
め
の
句

 
こ
れ
が
表
面
的
に
徴
表
す
る
三
首
の
歌
の
構
造
に
み
る
共
通
パ
タ
ン
で
あ

る
。 

以
上
の
よ
う
な
表
現
の
特
徴
を
考
慮
に
お
い
て
、
そ
、
れ
そ
れ
通
釈
す
れ
ば
次

の
よ
う
に
な
る
。
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b

 
薔
薇
を
つ
む
手
が
あ
り
、
銃
を
さ
さ
え
る
手
が
あ
り
、
抱
拗
す
る
手
が
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

り
、
そ
し
て
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
の
手
、
手
が
あ
り
、
そ
う
し
た
手
の
時
計
（

時
計
の
手
）
が
さ
す
二
十
五
時
よ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
龍
門
村
の
、
佐
々
羅
の
な
だ
り
の
、
わ
ざ
お
ぎ
の
お
み
な
の
陰
庭
の
あ
た

へ
 
 
へ

り
に
、
曼
珠
沙
華
が
燃
え
出
て
い
る
よ
。

 
大
工
町
が
あ
り
、
，
寺
町
が
あ
り
、
米
町
が
あ
り
、
仏
町
が
あ
り
、

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

と
こ
ろ
に
老
母
買
う
町
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
つ
ば
め
さ
ん
よ
。

ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

そ
ん
な

 
通
釈
し
て
、
一
番
簡
単
に
散
文
体
に
な
り
解
り
や
す
い
の
は
寺
山
作
品
で
あ

る
。
寺
山
作
品
は
そ
の
ま
ま
字
句
を
訳
し
て
ゆ
け
ば
よ
く
、
最
後
の
転
換
点
、

「
つ
ば
め
よ
」
も
「
つ
ば
め
さ
ん
よ
」
と
つ
ば
め
に
言
問
う
形
式
に
し
て
お
け

ば
よ
い
。
た
だ
大
き
く
は
転
換
点
を
四
句
目
の
「
老
母
遵
ふ
町
」
の
下
句
か
ら

は
じ
ま
る
と
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
上
句
と
の
意
味
断
絶
を
ふ
せ
ぐ
た
め

に
傍
点
で
示
し
た
よ
う
に
「
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
」
と
い
う
言
葉
を
入
れ
て
解
釈

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
次
に
前
作
品
が
通
釈
し
や
す
い
。
四
句
目
と
五
句
目
の
間
に
お
か
れ
た
「
や
」

の
切
れ
字
に
よ
る
断
絶
、
空
間
は
こ
れ
も
傍
点
で
示
し
た
よ
う
に
「
あ
た
り
に
」

と
い
う
場
所
を
指
示
さ
せ
て
お
け
ば
よ
い
。

 
一
番
、
通
釈
が
難
解
な
の
は
塚
本
作
品
で
あ
る
。
「
…
」
に
よ
P
て
意

識
的
に
も
た
ら
せ
て
い
る
断
絶
と
空
間
は
、
強
い
て
意
味
を
お
ぎ
な
え
ば
傍
点

で
示
し
た
よ
う
に
「
そ
う
し
た
手
の
」
と
お
ぎ
な
っ
て
訳
し
て
み
る
必
要
が
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

る
。
そ
の
よ
ヶ
に
お
ぎ
な
っ
た
と
こ
ろ
で
「
そ
う
し
た
手
の
時
計
」
と
い
う
隠

ρ

喩
自
体
が
も
っ
て
い
る
難
解
さ
が
さ
ら
に
徴
表
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

 
表
面
的
に
は
、
さ
き
ほ
ど
も
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
「
名
詞
の
羅
列
＋
や

 
（
…
）
＋
ま
と
め
の
句
」
と
い
う
共
通
の
パ
タ
ン
に
み
え
な
が
ら
、
い
ざ

三
十
一
音
律
と
に
ら
み
あ
わ
せ
て
意
味
吋
容
を
と
ろ
う
と
す
る
と
、
以
上
の
よ

・
う
に
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
複
雑
な
文
体
の
内
部
構
造
に
わ
け
い
っ
て
通
釈
し
な
け

れ
ば
意
味
が
通
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

 
五
七
五
七
七
の
短
歌
形
式
は
、
俳
句
の
五
七
五
の
形
式
に
く
ら
べ
七
七
だ
け

r
長
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
こ
そ
短
歌
形
式
の
根
源
的
な
特
立
性
が
徴
表
し
て
く

る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
上
置
の
五
七
五
に
対
し
て
下
句
の
七
七

 
 
 
 
な

は
、
俊
成
の
い
う
「
ふ
る
き
歌
は
か
み
の
く
に
い
へ
る
事
を
、
す
ゑ
に
か
へ
し

て
ふ
た
た
び
い
ふ
事
は
つ
ね
の
こ
と
な
る
を
」
 
バ
「
古
来
風
体
抄
」
）
と
も
な

り
、
上
句
の
情
景
描
写
を
下
句
の
心
理
描
写
で
ふ
た
た
び
言
い
、
重
層
さ
せ
る

と
い
う
意
味
あ
い
を
も
持
つ
。
短
歌
形
式
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
最
近
発
表
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ

れ
た
吉
田
弥
寿
夫
の
旋
頭
歌
（
五
七
七
五
七
七
）
問
答
形
・
式
発
生
説
が
短
歌
の

文
体
構
造
を
根
源
的
に
問
う
て
い
て
参
考
に
な
る
。

 
即
ち
、
も
っ
と
も
プ
リ
ミ
チ
ブ
な
唱
和
歌
の
形
式
に
は
、
五
七
七
の
片
歌

十
九
音
の
中
で
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
観
念
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
も

っ
と
単
純
な
五
七
、
十
二
音
の
中
で
一
つ
の
観
念
を
述
べ
、
そ
の
終
わ
り
の

七
音
を
く
か
か
え
す
こ
と
に
よ
っ
て
唱
和
さ
れ
て
お
っ
た
古
い
形
式
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
（
吉
田
弥
寿
夫
『
現
代
短
歌
・
作
家
と
文

体
』
）

と
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
，
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短
歌
の
発
生
が
旋
頭
歌
な
ど
に
み
ら
れ
る
唱
和
の
形
式
で
あ
り
、
そ
の
内

容
も
瞬
間
的
な
感
情
語
が
歌
と
し
て
の
形
式
を
整
え
た
に
す
ぎ
な
い
単
純
な

も
の
で
あ
っ
た
。
 
（
同
前
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
短
歌
形
式
の
発
生
を
五
七
七
の
片
歌
、
な
い
し
旋
頭
歌
の
三
句
目
の
七
の
く

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ァ

り
か
え
し
の
部
分
が
省
略
さ
れ
た
と
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
仮
説
を
提
示
し
て
い

る
。
こ
れ
は
山
本
健
吉
等
の
長
歌
形
式
の
末
尾
が
独
立
し
て
短
歌
形
式
に
な
っ

た
と
す
る
従
来
の
仮
説
に
反
逆
す
る
と
同
時
に
、
彼
の
文
体
論
の
バ
ッ
ク
・
ボ

ー
ン
に
も
な
っ
た
重
要
な
仮
説
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
仮
説
か
ら
集
団
の

唱
和
の
歌
で
あ
っ
た
旋
頭
歌
か
ら
個
人
め
歌
へ
と
脱
皮
し
て
ゆ
く
短
歌
の
歴
史

的
位
相
を
闘
明
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
考
え
方
を

深
化
さ
せ
て
ゆ
く
と
三
枝
昂
之
言
う
と
こ
ろ
の
「
短
歌
形
式
が
そ
の
発
生
の
根

に
庵
っ
て
い
る
一
対
の
片
歌
の
問
い
と
応
へ
の
構
造
」
「
短
歌
は
今
日
な
お
、

ダ
イ
ヤ
ロ
ー
グ
の
詩
型
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
は
こ
の
詩
型
自
体
の
発
生
の
軌

路
の
申
に
あ
る
と
こ
ろ
の
他
者
や
世
界
と
の
間
に
く
り
か
え
さ
れ
た
応
答
に
根

拠
を
置
く
」
 
（
コ
回
性
の
〈
意
味
〉
の
屹
立
」
）
と
な
り
、
上
句
の
「
問
い
」

に
対
し
て
下
句
で
「
応
へ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
ら
の
考
察

は
、
短
歌
と
い
う
形
式
が
表
面
的
な
一
拍
一
拍
の
積
み
重
ね
に
よ
る
五
行
三
十

一
音
と
い
う
外
的
合
概
念
性
に
よ
る
韻
律
論
を
通
り
こ
し
、
内
的
合
概
念
性
に

よ
っ
て
様
々
の
文
体
を
獲
得
し
て
き
た
短
歌
の
内
部
韻
律
を
明
ら
か
に
し
ょ
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
掲
出
の
三
首
に
即
し
て
、
さ
ら
に
具
体
的
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
三
首
の
歌
の

糠
鰹
帳
現
漁
瓠
龍
議
麟
雛
斜
粥
欄

ま
っ
た
く
違
う
文
体
を
内
部
に
秘
め
て
い
る
と
思
わ
れ
所
以
は
次
の
二
点
に
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

e
、
「
名
詞
の
羅
列
」
と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
羅
列
の
順
列
と
名
詞
の
固

 
ヘ
 
 
へ

 
有
性
か
ら
く
る
相
違
。

⇔
、
「
や
」
又
は
「
・
・
「
・
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
上
下
（
句
）
の
空
間

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
へ
 
 
き
 
 
 
 
 
へ

 
や
断
絶
の
み
で
な
く
、
三
十
一
音
の
空
間
の
申
で
言
葉
が
重
層
、
対
比
、
転
、

 
へ

 
換
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
相
違
。

 
e
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
三
首
の
歌
の
相
違
忙
つ
い
て
論
述
す
れ
ば
次
の

よ
う
に
な
る
。

 
塚
本
作
品
の
「
手
」
の
四
つ
の
羅
列
は
、
「
手
」
の
も
つ
機
能
の
う
ち
美
醜

 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
へ

を
つ
か
さ
ど
る
美
の
手
（
薔
薇
つ
む
手
）
と
戦
争
と
平
和
を
つ
か
さ
ど
る
戦
い

ヘ
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ
 
あ
ひ
い
だ

の
手
（
銃
さ
さ
え
る
手
）
と
愛
情
を
つ
か
さ
ど
る
愛
の
手
（
抱
拗
く
手
）
と
そ

の
他
無
数
の
「
手
」
が
単
に
具
体
的
な
日
常
的
な
手
の
羅
列
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
塚
本
の
美
と
思
想
を
く
ぐ
り
ぬ
け
、
浄
化
さ
れ
た
と
こ
ろ

が
ら
撰
択
さ
れ
て
羅
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

だ
か
ら
こ
そ
、
次
な
る
不
可
視
の
手
（
時
計
が
さ
す
二
十
五
時
）
へ
の
形
象
化

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
へ

が
め
で
た
く
結
晶
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
塚
本
邦
雄
固
有
の
西
洋
と
美
を

視
軸
に
し
た
「
名
詞
」
 
（
言
葉
）
の
把
握
の
し
か
た
が
あ
る
。

 
前
作
品
の
三
つ
の
「
名
詞
」
の
羅
列
の
し
か
た
に
も
場
所
の
並
列
と
は
い
え

細
心
の
工
面
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
最
初
の
「
龍
門
村
」
で
村
全
体

を
と
ら
え
、
そ
の
視
点
を
も
う
少
し
限
定
し
て
「
佐
々
羅
の
な
だ
り
」
 
へ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
と

せ
ば
め
、
そ
こ
か
ら
い
っ
き
ょ
に
「
わ
ざ
を
ぎ
の
を
み
な
の
陰
虚
」
へ
と
地
理

（
場
所
）
的
空
間
か
ら
古
代
伝
承
の
時
間
的
空
間
へ
と
遡
行
さ
せ
て
ゆ
く
の
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
コ
ヘ
 
 
へ

あ
る
。
こ
こ
に
は
前
登
志
夫
固
有
の
吉
野
と
伝
統
を
視
軸
に
し
た
「
名
詞
」
（
言

短
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、

 
葉
）
の
把
握
の
し
か
た
が
あ
る
。

 
 
寺
山
作
品
の
「
町
」
の
表
出
は
、
東
北
人
の
血
の
ふ
か
み
を
も
っ
て
お
り
、

 
前
世
代
の
名
称
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
町
の
名
く
大
工
町
・
寺
町
・
米
町
・
仏
町
）

 
を
平
面
的
に
四
つ
並
べ
、
最
後
に
架
空
の
町
（
老
母
買
ふ
町
）
に
ま
で
想
像

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
力
を
飛
翔
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
寺
山
固
有
の
東
北
と
地
獄
を
視
軸
に
し
た
「

 
「
名
詞
」
 
（
言
葉
）
の
把
握
の
し
か
た
が
あ
る
。
魑

 
 
こ
の
よ
う
に
み
る
と
き
、
三
者
三
様
に
名
詞
の
固
有
性
を
自
己
に
ひ
き
つ
け

 
て
生
か
す
と
共
に
、
そ
の
順
列
に
お
い
て
も
独
自
性
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ

 
る
。

 
 
次
に
「
口
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
三
首
の
歌
の
相
違
に
つ
い
て
論
述
す
れ
ば

、
次
の
よ
う
に
な
る
。

'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
あ
ひ
い
だ

 
 
塚
本
作
品
は
、
「
薔
薇
つ
む
手
・
銃
さ
さ
え
る
手
・
抱
拗
く
手
・
手
」
と
い

 
う
前
半
の
プ
レ
、
ー
ズ
と
「
の
時
計
が
さ
す
二
十
五
時
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
た

 
が
い
に
対
比
さ
れ
、
そ
の
二
つ
の
対
比
性
の
申
か
ら
イ
メ
ー
ジ
が
結
ば
れ
る
べ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も

 
く
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
先
の
通
釈
の
と
こ
ろ
で
お
ぎ
な
っ
た
よ
う
に
、
「
そ

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
う
し
た
手
の
時
計
（
時
計
の
手
）
が
さ
す
二
十
五
時
よ
」
と
し
た
部
分
で
あ
る

 
が
、
時
計
の
針
の
長
針
と
短
針
を
「
手
」
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
不
可
視
の
現
・

 
実
（
二
十
四
時
＋
一
時
臨
二
十
五
時
）
を
さ
し
示
す
も
の
と
し
て
一
首
の
イ
メ

 
ー
ジ
を
完
結
さ
せ
て
．
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
〈
美
V
と
く
…
戦
争
〉
と
く

 
愛
V
の
手
た
ち
が
時
計
の
長
針
と
短
針
の
さ
し
示
す
「
二
十
五
時
」
の
イ
メ
ー

 
ジ
と
重
な
り
ひ
び
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
一
首
の
像
が
な
り
た
つ
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
と

 
 
前
作
品
は
、
三
句
目
四
句
目
の
「
わ
ざ
を
ぎ
の
を
み
な
の
陰
虎
や
」
と
い
う

 
フ
ー
レ
ズ
を
中
継
点
と
し
て
、
上
下
（
句
）
を
重
層
さ
せ
一
元
化
す
る
の
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
と

 
る
。
す
な
わ
ち
、
「
わ
ぎ
を
ぎ
の
を
み
な
の
陰
虚
や
」
と
い
う
プ
レ
，
ー
ズ
が
前

半
の
「
龍
門
村
佐
々
羅
の
な
だ
り
」
と
い
う
く
場
所
V
の
集
約
さ
れ
た
「
つ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
と

場
を
示
す
と
同
時
に
、
祭
り
と
伝
統
の
申
で
の
「
わ
ぎ
を
ぎ
の
を
み
な
の
陰
塵

や
曼
珠
沙
華
・
燃
ゆ
」
と
い
う
儀
式
の
イ
メ
、
ー
ジ
を
結
晶
さ
せ
る
役
割
を
も
し
て

い
る
。

 
寺
山
作
品
は
最
後
の
五
句
目
の
と
こ
ろ
で
視
点
を
い
っ
き
ょ
に
「
つ
ば
め
」

の
み
る
位
相
に
ま
で
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
常
的
な
人
間
の
眼
か
ら
見

て
い
た
「
大
工
町
・
寺
町
・
米
町
・
仏
町
」
を
さ
ら
に
「
老
母
買
う
町
」
を
付

加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
獄
絵
に
転
換
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
塚
本
作
品
の
対

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

比
と
も
前
作
品
の
重
層
と
も
違
う
視
点
の
転
換
（
文
体
の
転
換
）
の
論
理
に
よ

っ
て
一
首
を
結
晶
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
み
る
と
き
、
三
者
三
様
に
三
十
一
音
の
空
乳
の
内
部
に
お
い
て

言
葉
の
重
層
、
対
比
、
転
換
を
縦
横
に
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
自
の
文
体

を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
の
で
あ
る
。

・
（
二
）

 
短
歌
論
を
展
開
す
る
と
き
、
前
提
的
に
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
最
低

必
要
条
件
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
誰
も
が
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず
の

く
小
説
V
で
も
な
い
し
く
自
由
詩
V
で
も
な
い
し
〈
俳
句
〉
で
も
な
い
、
ま
さ

し
く
く
短
歌
V
な
の
だ
と
い
う
個
別
性
で
あ
る
。
そ
の
短
歌
の
個
別
性
と
短
歌

の
文
学
と
し
て
の
普
遍
性
の
婿
合
点
に
く
論
V
が
う
ま
く
展
開
し
た
と
き
に
の

み
、
短
歌
の
評
論
と
し
て
の
自
立
ど
普
遍
性
が
獲
得
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
ケ
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
観
点
に
た
っ
て
短
歌
の
文
体
と
共
に
短
歌
の
喩
の

問
題
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

（ 130 ）
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シ
ミ
リ
 
 
メ
タ
フ
ォ
 
ル

 
比
（
讐
）
喩
は
、
直
喩
と
隠
（
暗
）
喩
に
分
け
る
の
が
普
通
で
あ
り
》
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ン
ボ
ル
 
 
ア
レ
ゴ
リ
…
 

イ
メ
ー
ジ

し
こ
の
意
味
の
範
囲
を
広
く
と
れ
ば
象
徴
も
寓
意
も
映
像
も
、
す
べ

て
比
喩
的
表
現
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
い
ち
お
う

直
喩
と
隠
喩
を
、
そ
の
標
準
単
位
と
し
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
ま
す
。
 
（

鮎
川
信
夫
『
現
代
詩
作
法
』
）

も
．
の
音
は
樹
木
の
耳
に
蔵
は
れ
て
月
よ
み
の
黙
を
の
ぼ
る
さ
か
な
よ

樹
木
ら
の
青
き
心
臓
を
射
貫
き
た
り
、
ひ
と
こ
ゑ
鳴
き
て
鮭
を
み
つ
ら
む

二
粒
の
向
日
葵
の
種
ま
き
し
の
み
に
荒
野
を
わ
れ
の
処
女
地
と
呼
び
き

北
へ
は
し
る
鉄
路
に
立
て
ば
胸
い
つ
る
ト
ロ
イ
カ
も
す
で
に
わ
れ
を
捨
て
ゆ

く

 
従
来
の
比
喩
論
の
代
表
的
な
分
類
法
で
あ
る
。
だ
が
、
短
歌
に
お
け
る
く
喩
V

 
 
 
 
 
 
 
シ
ミ
リ
 
 
メ
タ
フ
ォ
 
ル

の
問
題
は
、
単
に
直
喩
、
隠
（
暗
）
喩
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
五
句
三
十
一
音
の

・
な
か
か
ら
そ
れ
の
み
を
抽
出
し
て
論
じ
て
も
論
じ
き
れ
な
い
部
分
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
論
じ
ら
れ
る
部
分
は
、
多
分
に
文
学
一
般
論
の
方
へ

退
行
し
、
客
観
的
、
概
論
的
な
特
徴
を
指
示
す
る
こ
と
は
出
来
よ
う
が
、
短
歌

の
固
有
の
内
的
韻
律
の
特
徴
を
語
る
ま
で
に
は
ゆ
く
ま
い
。

 
 
 
 
A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
か

喪
の
花
の
や
う
に
運
河
を
過
ぎ
ゆ
き
し
流
氷
は
明
き
は
る
の
港
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
ゑ

春
天
に
白
き
飛
機
あ
り
。
牝
鶏
の
や
う
に
礒
れ
て
る
る
イ
ヴ
の
末
蕎

も
の
み
な
は
性
器
の
ご
と
く
浄
め
ら
れ
都
市
の
神
話
の
生
ま
る
る
と
言
へ

時
じ
く
の
潮
の
ご
と
く
か
な
か
な
の
薄
明
の
歌
 
比
喩
の
終
ヶ
に

冬
の
櫟
勝
利
の
ご
と
く
立
ち
て
い
ん
酔
い
て
歌
い
て
わ
が
去
り
し
の
ち

む
せ
ぶ
ご
と
く
萌
ゆ
る
雑
木
の
枝
に
て
 
友
よ
多
喜
二
の
詩
を
口
ず
さ
め

 
 
 
 
B

か
の
國
に
雨
け
む
る
朝
、
わ
が
胸
の
ふ
か
き
死
海
に
浮
く
あ
か
き
百
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
け

卓
上
に
旧
約
妻
の
く
ち
び
る
は
と
ほ
い
戯
湖
の
暁
の
優
り
を

 
 
 
 
 
 
 
シ
ミ
リ

 
A
グ
ル
ー
プ
は
直
喩
が
五
句
三
十
一
音
の
中
に
具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
た
作
品
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
メ
タ
フ
オ
 
ル

で
あ
り
、
B
グ
ル
ー
プ
は
隠
喩
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
従
来
の
比
喩
論
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
直
喩
と
隠
喩
を
抜
き
出
し

．
て
少
し
く
分
析
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

 
A
グ
ル
ー
プ
の
作
品
か
ら
直
喩
を
抽
出
す
る
と
次
の
よ
う
な
語
句
が
即
座
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

う
か
び
あ
が
る
。
 
「
喪
の
花
の
や
う
に
」
「
牝
鶏
の
や
う
に
」
「
性
器
の
ご
と

 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

く
」
・
「
潮
の
ご
と
く
」
「
勝
利
の
ご
と
く
」
「
む
せ
ぶ
ご
と
く
」
。
ざ
ら
に
そ

れ
ぞ
れ
が
何
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
分
析
し
て
み
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
「
流
氷
」
の
直
喩
と
し
て
「
喪
の
花
の
や
う
に
運
河
を
過
ぎ
ゆ
き
し
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
「
イ
ヴ
の
末
喬
」
の
直
喩
と
し
て
「
牝
鶏
の
や
う
に
重
れ
て
み
る
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
「
も
の
み
な
」
の
直
喩
と
し
て
「
性
器
の
ご
と
く
浄
め
ら
れ
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
「
か
な
か
な
の
薄
明
の
歌
」
の
直
喩
と
し
て
「
時
じ
く
の
潮
の
ご
と
く
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
「
冬
の
樫
」
の
直
喩
と
し
て
「
勝
利
の
ご
と
く
立
ち
て
い
ん
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
「
雑
木
の
枝
」
の
直
喩
乏
し
て
「
む
せ
ぶ
ご
と
く
萌
ゆ
る
」

と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
流
氷
の
流
れ
る
様
子
を
喪
の
花

で
た
と
え
V
〈
イ
ヴ
の
末
商
の
け
が
れ
て
い
る
の
を
牝
鶏
で
た
と
え
V
〈
も

の
み
な
の
浄
め
ら
れ
る
様
子
を
性
器
で
た
と
え
V
〈
か
な
か
な
の
歌
の
き
こ

（131）

短
歌
の
文
体
と
喩
の
構
造
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塚
本
邦
雄
・
前
登
志
夫
・
寺
山
修
司
を
視
軸
と
し
て
ー

ノ
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え
る
様
子
を
潮
で
た
と
え
V
A
冬
の
棒
の
立
っ
て
い
る
様
子
を
勝
利
で
た
と

え
V
〈
雄
木
の
枝
の
萌
え
る
様
子
を
む
せ
ぶ
で
た
と
え
V
て
い
る
の
で
あ

る
。

 
こ
の
よ
う
に
分
析
、
整
理
し
な
が
ら
、
分
析
す
れ
ば
す
る
だ
け
、
塚
本
邦

雄
、
前
登
志
夫
、
寺
山
修
司
の
固
有
の
歌
か
ら
、
固
有
の
比
喩
の
も
つ
特
徴
が

引
き
出
せ
ず
、
一
首
一
首
の
歌
は
そ
の
個
性
を
剥
奪
さ
れ
て
全
体
性
の
申
に
、

普
遍
性
の
中
に
溶
解
さ
れ
て
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
さ

ら
に
B
グ
ル
ー
プ
の
隠
喩
を
ひ
め
た
歌
の
中
で
も
言
え
る
。

 
B
グ
ル
ー
プ
の
作
品
で
言
え
ば
「
わ
が
胸
の
ふ
か
き
死
海
に
浮
く
赤
き
百

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
け

合
」
「
妻
の
く
ち
び
る
は
と
ほ
い
敵
湖
の
暁
の
唾
り
」
「
樹
木
の
耳
に
蔵
は
れ

て
」
・
「
樹
木
ら
の
青
き
心
臓
を
射
貫
き
」
「
荒
野
を
わ
れ
の
処
女
地
」
「
胸
い

つ
る
ト
ロ
イ
カ
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
隠
喩
が
徴
表
す
る
。
そ
の
隠
喩
の

構
造
は
、

 
 
「
胸
」
と
「
死
海
」

 
 
「
く
ち
び
る
」
と
「
鹸
湖
」

 
 
「
耳
」
と
「
樹
木
」

 
 
「
心
臓
」
と
「
樹
木
」

 
 
「
荒
野
」
と
「
わ
れ
の
処
女
地
」

 
 
「
胸
」
と
「
ト
ロ
イ
カ
」

と
い
う
二
つ
の
別
概
念
の
「
も
の
」
が
た
く
み
に
一
つ
の
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
一

つ
の
世
界
と
し
て
結
晶
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
隠
喩
も
、

隠
喩
だ
け
を
一
首
の
中
か
ら
引
き
出
し
て
分
析
し
て
み
る
と
、
先
に
み
た
直
喩

の
例
と
同
じ
よ
う
に
三
人
の
作
家
の
固
有
性
は
喪
失
し
て
普
遍
性
の
中
に
溶
解

'
し
て
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
以
上
の
よ
ヶ
に
、
個
々
別
々
の
直
喩
、
隠
喩
論
か
ら
出
て
く
る
も
の
は
、
言

葉
の
意
味
の
解
釈
と
創
作
主
体
の
修
辞
の
こ
の
み
の
抽
出
と
、
思
慮
主
体
（
読

者
）
の
印
象
批
評
に
よ
る
独
断
の
み
し
か
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
直
喩
、
．

隠
喩
論
は
決
し
て
短
歌
固
有
の
修
辞
で
は
な
く
、
文
学
一
般
論
か
ら
の
抽
出
で

あ
り
、
そ
れ
が
短
歌
の
三
十
一
音
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
と
き
ど
う
い
う
変
化
を

受
け
、
又
は
極
目
な
も
の
を
生
み
出
す
か
と
い
う
韻
律
論
を
基
本
に
す
え
て
い

な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
短
歌
独
自
の
比
喩
の
問
題
を
「
短
歌

的
弓
」
と
い
う
か
た
ち
で
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
に
揚
虚
し
て
く
れ
た
人
に
吉
本
隆
明

が
い
る
。

 
短
歌
的
原
型
か
ら
の
転
位
と
し
て
、
つ
ぎ
に
韻
律
と
し
て
の
音
数
律
が
指

示
性
の
根
源
と
し
て
短
歌
的
な
言
語
に
不
可
分
に
密
着
し
て
い
る
た
め
、
対

句
を
な
し
え
な
い
は
ず
の
も
の
が
対
句
を
な
し
、
喩
を
な
し
え
な
い
は
ず
の

も
の
が
、
短
歌
的
な
喩
を
な
し
え
て
い
る
よ
う
な
型
を
、
想
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
，
（
吉
本
隆
明
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
」
）

 
ふ
つ
う
き
塁
韻
の
喩
は
、
喩
と
し
て
の
役
割
の
ほ
か
に
は
無
用
で
、
た
だ
指

示
表
出
か
自
己
表
出
の
い
ず
れ
か
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
お
い
て
、
言
語
を
連
合

さ
せ
た
の
ち
、
言
語
の
価
値
の
増
殖
を
は
た
し
て
き
え
る
も
の
だ
が
、
短
歌

の
ば
あ
い
に
特
殊
な
喩
は
、
二
重
の
意
味
を
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
も
と

も
と
喩
と
し
て
あ
る
わ
け
で
な
い
言
葉
が
、
同
時
に
喩
を
重
ね
て
背
負
う
の
、

だ
。
」
 
（
同
前
）

「
短
歌
的
な
喩
」
と
い
い
、
「
も
と
も
と
喩
と
し
て
あ
る
わ
け
で
な
い
言
葉
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が
、
同
時
に
喩
を
重
ね
て
背
負
う
」
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
ら
を
総
称
し

」
て
、
従
来
の
「
比
喩
」
と
い
う
言
葉
に
対
置
し
て
「
短
歌
暗
喩
」
と
い
う
言

葉
で
位
置
づ
け
て
独
自
の
韻
律
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら

に
、
喩
の
機
能
を
次
の
二
つ
に
見
た
て
従
来
の
直
喩
、
隠
喩
論
を
乗
り
越
え
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'

 
ギ
ロ
ー
は
、
喩
を
隠
喩
、
調
喩
、
引
用
喩
…
…
と
い
う
よ
う
に
壁
画
的
に

分
類
し
て
い
る
。
レ
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
、
た
だ
像
的
な
喩
と
意
味
的
な

．
喩
の
両
端
が
あ
り
、
価
値
と
し
て
の
言
語
の
喩
は
こ
の
両
端
を
ふ
ま
え
た
球

面
の
う
え
に
大
な
り
小
な
り
そ
の
い
ず
れ
か
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
ひ
い
て
二
重

性
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
い
え
ば
充
分
で
あ
る
。
 
（
吉
本
隆
明
『
言

語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
」
）

 
吉
本
隆
明
は
喩
の
機
能
を
一
方
に
、
意
味
だ
け
を
ひ
ら
い
て
い
る
言
語
の
喩

を
想
定
し
て
「
意
味
的
な
喩
」
と
し
、
．
も
う
一
方
に
像
だ
け
を
ひ
ら
い
て
い

る
言
語
の
喩
を
想
定
し
て
「
像
的
な
喩
」
と
す
る
。
こ
の
吉
本
隆
明
の
論
に
ほ

と
ん
ど
つ
け
加
え
る
何
も
の
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
吉
本
氏
の
提
示
し
た

「
像
的
な
喩
」
と
「
意
味
的
な
喩
」
を
色
々
の
短
歌
に
わ
た
っ
て
検
証
し
て
ゆ

く
と
き
、
も
う
一
つ
、
短
歌
特
有
の
一
首
全
体
で
喩
を
形
成
す
る
「
全
体
的

喩
」
と
し
か
言
え
な
い
も
の
に
遭
遇
し
た
の
で
、
そ
れ
を
プ
ラ
ス
し
て
考
察
し

て
み
た
い
。

（
三
）

1
兵
士
ね
む
る
革
椅
子
の
か
げ
、
古
び
れ
し
地
球
儀
の
海
み
ど
り
濃
か
り
き

2
青
年
の
眼
を
お
ほ
ふ
旗
、
古
代
よ
り
け
が
れ
て
ひ
る
が
え
へ
る
神
の
旗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
 
コ
も

31

ｩ
た
む
き
し
記
憶
の
窓
と
弾
痕
の
あ
る
薔
薇
館
、
つ
ひ
に
貼
燈
ら
ぬ

4
赤
い
旗
の
ひ
る
が
へ
る
野
に
根
を
お
ろ
し
下
か
ら
上
へ
咲
く
ジ
ギ
タ
リ
ス

5
豫
言
者
を
背
に
す
さ
り
ゆ
く
タ
ブ
ロ
ー
の
木
馬
、
流
る
る
平
和
な
る
悲
歌

6
室
内
に
忘
ら
れ
し
旗
-
1
風
だ
て
ば
異
國
の
裸
婦
の
書
に
う
ち
な
び
き

7
湖
の
夜
明
け
、
ピ
ア
ノ
に
水
死
者
の
ゆ
び
ほ
ぐ
れ
お
ち
な
ら
す
レ
ク
イ
エ
ム

8
黒
き
旗
・
旗
 
は
た
め
け
る
荒
地
よ
り
深
き
睡
り
を
塗
り
て
巷
へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ひ
い
だ

9
薔
薇
つ
む
手
・
銃
さ
さ
へ
る
手
・
抱
拗
く
手
・
手
・
・
ゆ
の
時
計
が
さ
す
二

 
十
五
時
置
 
 
'

10

岺
?
ﾌ
た
び
に
砂
鐵
を
し
た
た
ら
す
暗
き
乳
房
の
た
め
に
濤
る
も

 
掲
出
十
首
は
、
先
に
冒
頭
で
掲
げ
た
塚
本
邦
雄
の
「
薔
薇
つ
む
手
…
…
」
を

含
む
『
水
葬
物
語
』
中
「
鎮
魂
曲
・
旗
の
章
」
の
十
首
で
あ
る
。
先
ほ
ど
（
一
）

で
考
察
し
た
短
歌
の
内
的
韻
律
を
も
と
に
お
い
た
文
体
の
構
造
と
し
て
、
こ
れ

ら
の
歌
を
掲
挟
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
読

む
こ
と
が
出
来
る
。

虹
兵
士
ね
む
垂
椅
子
の
か
げ
ハ
」
古
び
れ
し
地
墨
の
辛
み
ち
濃
か
茎

 
 
 
 
 
'

互
青
年
の
眼
を
お
ほ
ふ
幽
［
周
回
よ
り
け
が
れ
て
ひ
る
が
へ
る
神
の
圏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

翌
か
た
む
き
し
記
憶
の
窓
と
弾
痕
矧
薔
團
｝
］
ら
ひ
鰭
燈
ら
ぬ
．

短
歌
の
文
体
と
喩
の
構
造
 
一
塚
本
邦
雄
・
前
登
志
夫
・
寺
山
修
司
を
視
軸
と
し
て
i
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曳
赤
籏
の
ひ
る
が
へ
る
野
に
根
を
お
ろ
し
＝
下
か
ら
上
へ
咲
く
ジ
ギ
タ
リ
ス
｝

財
貨
暑
魯
に
す
さ
り
ゆ
く
多
早
の
木
馬
「
＝
回
る
る
平
和
な
る
團

童
室
内
に
忘
ら
れ
し
旗
＝
-
-
＝
風
だ
て
箋
國
の
薦
の
毒
・
ち
野
馳

至
湖
の
夜
明
凹
璽
ピ
ア
・
に
水
客
の
ゆ
び
ほ
ぐ
れ
お
ち
な
ら
す
レ
ク
ー
エ
ム

亘
黒
籏
旗
〒
＝
は
詣
け
る
藷
よ
り
深
き
睡
り
遷
り
て
巷
へ

9a10a

建
つ
要
事
さ
さ
へ
る
手
・
抱
擁
手
団
一
…
＝
の
野
奪
二
圭
闘

廟
争
の
た
び
に
砂
卜
し
た
隊
す
二
i
障
乳
房
の
た
め
に
蕎
る
幽

 
一
首
の
中
、
前
半
と
後
半
の
ど
こ
か
に
、
大
き
な
断
絶
が
あ
り
、
空
間
が
あ

り
、
転
換
が
あ
る
こ
と
は
単
に
塚
本
邦
雄
作
品
の
み
の
特
徴
で
は
な
く
、
短
歌

文
体
そ
の
も
の
が
発
生
当
初
か
ら
も
っ
て
い
た
特
徴
で
あ
っ
た
て
と
は
先
ほ
ど

も
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
塚
本
作
品
の
特
立
性
は
、
こ
の
断
絶
、
」
空
間
、
転
換
を

よ
り
意
識
的
に
駆
使
し
、
三
十
一
音
の
円
環
性
の
中
で
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま

で
上
下
（
句
）
を
切
り
離
し
、
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
を
獲
得
し
て

き
た
作
家
で
あ
る
。
そ
の
．
こ
と
は
、
掲
出
の
十
首
中
で
も
読
点
、
（
1
、
2
、

3
、
5
、
7
）
を
用
い
た
り
、
ダ
ッ
シ
ュ
（
6
）
を
用
い
た
り
、
・
・
．
・
（
9
）

を
用
い
た
り
、
 
一
字
あ
け
 
（
8
）
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
閾
明
化
さ

せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。
そ
の
他
、
以
上
の
よ
う
な
符
号
の
な
い
作
品

 
（
4
、
1
0
）
も
、
た
だ
符
号
が
無
い
と
い
う
だ
け
で
上
下
（
句
）
の
断
絶
、
空

・
間
、
転
換
を
内
容
的
に
、
イ
メ
ー
ジ
的
に
み
ご
と
に
も
た
せ
て
い
る
の
で
は
無

い
か
と
思
わ
れ
る
。
4
の
作
品
で
言
え
ば
、
一
句
か
ら
下
句
へ
の
断
絶
を
、
、
意

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

味
的
に
「
根
を
お
ろ
し
下
か
ら
上
へ
咲
く
」
と
つ
ゴ
け
な
が
ら
も
、
意
味
的
な

逆
叙
（
上
か
下
へ
咲
く
の
で
は
な
く
、
下
か
ら
上
へ
咲
く
特
異
な
例
の
植
物
）

を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
味
に
断
絶
を
き
た
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
1
0
の
作

品
は
，
「
砂
鐵
を
し
た
た
ら
す
暗
き
乳
房
」
と
上
下
句
を
意
味
的
に
つ
な
ぎ
な
が

ら
も
、
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
砂
鉄
を
し
た
た
ら
す
乳
房
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
飛
躍

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
空
間
を
き
た
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る

と
、
塚
本
作
品
の
特
立
性
は
、
上
土
と
下
句
に
二
つ
の
こ
と
を
指
示
す
る
叙
述

が
意
図
的
に
並
べ
ら
れ
た
二
元
的
文
体
を
も
ち
、
そ
の
二
元
的
文
体
は
三
十
一

音
の
円
環
性
の
中
で
意
味
と
し
て
結
び
つ
く
と
い
う
よ
り
、
イ
メ
ー
ジ
の
対
比

に
よ
っ
て
像
を
結
ぶ
べ
く
企
図
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
こ
か
ら
、
塚
本
作

品
に
徴
表
す
る
「
短
歌
的
喩
」
の
問
題
は
、
次
の
よ
う
な
か
た
ち
で
徴
表
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

恥
「
兵
士
む
ね
る
革
椅
子
の
か
げ
」
の
像
光
電
と
し
て
「
古
び
れ
し
地
球
儀
め

隔
海
み
ど
り
濃
か
り
き
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

％
「
青
年
の
眼
を
お
ほ
ふ
旗
」
の
像
的
喩
と
し
て
「
古
代
よ
り
け
が
れ
て
ひ
る

 
が
へ
る
神
の
旗
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

〆
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％
「
つ
ひ
に
貼
燈
ら
ぬ
」
の
像
的
喩
と
し
て
，
「
か
た
む
き
し
記
憶
の
窓
と
弾
痕

 
の
あ
る
薔
薇
館
」

砺
「
下
か
ら
上
へ
咲
く
ジ
ギ
タ
リ
ス
」
の
像
工
法
と
し
て
「
赤
い
旗
の
ひ
る
が

 
へ
る
野
に
根
を
お
ろ
し
」

施
「
豫
言
者
を
背
に
す
さ
り
ゆ
く
タ
ブ
ロ
ー
の
木
馬
」
の
像
的
喩
と
し
て
「
流

 
る
る
平
和
な
る
悲
歌
」
．

命
「
室
内
に
忘
ら
れ
b
回
し
の
像
的
喩
と
し
て
「
風
だ
て
ば
異
國
の
裸
婦
の
書

 
に
う
ち
な
び
き
」

拓
「
湖
の
夜
明
け
」
の
像
的
喩
と
し
て
「
ピ
ア
ノ
に
水
死
者
の
ゆ
び
ほ
ぐ
れ
お

 
ち
な
ら
す
レ
ク
イ
エ
ム
」

訪
「
黒
き
旗
・
旗
」
の
像
的
喩
と
し
て
「
は
た
め
け
る
荒
地
よ
り
深
き
睡
り
を

 
欲
り
て
巷
へ
」

％
「
薔
薇
つ
む
手
・
銃
さ
さ
へ
る
手
・
抱
擁
く
手
・
手
」
の
像
的
喩
と
し
て
「

 
の
時
計
が
さ
す
二
十
五
時
」

σb

u
暗
き
乳
房
の
た
め
に
下
る
も
」
の
像
的
喩
と
し
て
「
戦
争
の
た
び
に
砂
鐵

1 
を
し
た
た
ら
す
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
三
十
一
音
律
の
中
で
、
塚
本
作
品
は
ぬ
～
1
0
の
よ
う
な
二
元
的
文
体
を
も
つ

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
く
に
応
～
肋
の
よ
う
な
像
的
喩
と
し
て
結
晶
し
て
い
る
と

解
釈
出
来
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
れ
き
 
 
 
 
 
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
 
 
む

11

?
黷
ﾌ
礫
も
ち
て
去
ぬ
る
山
越
し
の
秋
の
行
人
多
武
峯
を
く
だ
り
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
む
が
し
 
 
 
 
そ
ば
 
へ

12

竄
ﾌ
簾
ゆ
ら
げ
る
さ
ま
に
東
 
へ
わ
た
る
日
照
雨
は
秋
の
國
原

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ろ
く
ろ

13

l
の
す
る
苦
し
み
の
ぞ
と
ま
な
か
ひ
に
鹿
路
へ
貫
く
る
燧
道
の
穴

 
み
つ
 
た
わ

14

O
津
の
峠
水
持
ち
越
ゆ
る
秋
の
日
に
神
の
み
手
の
ふ
と
重
た
か
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ぎ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
れ

15

ﾝ
な
ぎ
ら
ふ
ひ
か
り
の
瀧
に
う
た
れ
を
る
み
そ
ぎ
の
死
者
は
梢
わ
た
る
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
と

16

ｴ
門
村
佐
々
羅
の
な
だ
り
わ
ざ
を
ぎ
の
を
み
な
の
陰
虚
や
曼
珠
沙
華
燃
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
飢
が
 
 
 
 
，

17

譓
n
る
る
山
の
間
の
村
に
牛
を
ら
ず
わ
れ
は
齢
む
土
俗
の
神
を

18

ｴ
門
岳
ゆ
音
羽
に
い
た
る
山
塊
の
ゆ
た
か
さ
み
れ
ば
わ
れ
は
墓
な
れ

 
 
 
か
や

19

_
栄
に
櫃
の
實
あ
り
き
褐
色
に
熟
れ
し
そ
の
實
ぞ
い
の
ち
響
け
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
い
れ
い

20
ﾅ
び
と
や
こ
だ
ま
は
か
へ
る
な
か
そ
ら
に
蜻
蛉
の
身
の
と
ど
ま
り
み
た
れ

 
掲
出
十
首
は
、
先
に
掲
げ
た
前
登
志
夫
の
「
龍
門
村
…
…
」
を
含
む
『
霊
異

記
』
中
「
幽
思
」
二
十
五
首
中
の
十
首
抄
で
あ
る
。
前
作
品
の
文
体
の
構
造
は

次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
出
来
る
。

煮
底
の
讐
劇
知
ぬ
る
嘉
し
の
秋
の
行
人
多
武
鑑
だ
ギ
・

簗
銀
の
簾
ゆ
射
る
劇
釧
三
園
斜
-

一
…
日
照
雨
は
秋
の
国
趣

男
の
す
る
苦
し
み
の
ぞ
と
烈
か
圃
鹿
路
へ
攣
る
賢
の
穴

．
三
三
津
の
峠
水
持
ち
越
惟
る
啄
の
日
に
酉
の
み
手
の
ふ
と
重
た
か
り

短
歌
の
文
体
と
喩
の
構
造
 
-
塚
本
邦
雄
・
前
登
志
夫
・
」
寺
山
修
司
を
視
軸
と
し
て
一
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15a園
蒼
ふ
ひ
か
り
の
瀧
に
う
た
れ
圏
み
そ
ぎ
の
死
者
繕
わ
た
る
か
な

励
關
馴
佐
々
羅
の
な
だ
り
わ
ざ
を
ぎ
の
を
み
な
の
騒
や
浅
羽
沙
蘇
ゆ

17a

三
三
る
る
山
の
間
の
村
に
牛
を
ら
団
わ
れ
晶
む
土
俗
の
神
を

塑
量
見
ゆ
音
羽
に
い
た
る
山
塊
の

ゆ
た
か
さ
み
圏
わ
れ
は
萎
れ

1 9a一

神
撰
に
椹
の
實
あ
り
き
褐
色
に

熟
れ
し
そ
の
實
ぞ
 
い
の
ち
轟
け
む

20a

滅
び
と
や
こ
だ
ま
は
か
へ
る
烈
そ
ら
に
奮
の
身
の
と
ど
簸
た
れ

一
-

 
前
登
志
夫
の
作
品
は
、
一
首
の
中
で
分
裂
し
よ
う
と
す
る
内
容
を
三
十
一
音

の
円
環
性
の
中
で
上
下
（
句
）
が
一
元
化
す
べ
く
、
意
識
的
に
重
層
さ
せ
る
べ

く
意
図
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
1
1
の
歌
は
、
「
去
ぬ
る
山
越
し
」
と
連
体
形
で
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
点

 
 
を
水
底
か
ら
多
三
三
へ
と
転
換
し
て
一
首
を
た
く
み
に
完
成
さ
せ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
1
2
の
歌
は
、
「
わ
た
る
」
を
つ
な
ぎ
と
し
て
、
「
銀
の
簾
」
と
「
日
照
雨
」

 
 
を
重
層
さ
せ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
1
3
の
歌
は
、
「
ま
な
か
ひ
に
」
と
「
に
」
で
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の

 
 
苦
し
み
と
燧
道
の
穴
を
重
層
さ
ぜ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
 
へ

 
M
の
歌
は
、
「
秋
の
日
に
」
と
「
に
」
で
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
三
津
の
峠

 
 
の
日
常
か
ら
女
神
の
非
日
常
へ
と
転
換
、
連
合
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
1
5
の
歌
は
、
「
う
た
れ
を
る
」
と
「
を
る
」
で
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
現

 
 
実
の
瀧
と
そ
れ
に
う
た
れ
る
死
者
を
重
層
さ
せ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
1
6
の
歌
は
、
「
を
み
な
の
陰
塵
や
」
と
「
や
」
で
区
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆

 
 
に
つ
な
ぎ
、
を
み
な
の
陰
庭
と
曼
珠
沙
華
を
重
層
さ
せ
て
い
る
d

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
1
7
の
歌
は
、
．
「
手
を
ら
ず
」
と
否
定
す
る
こ
ど
に
よ
っ
て
、
逆
に
手
か
ら
わ

 
 
れ
へ
と
転
換
さ
せ
て
重
層
さ
せ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
1
8
の
歌
は
、
「
ゆ
た
か
さ
み
れ
ば
」
と
「
ば
」
で
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
山

 
 
塊
と
わ
れ
を
重
層
さ
せ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
1
9
の
歌
は
、
「
熟
れ
し
そ
の
實
ぞ
」
と
「
ぞ
」
で
強
謝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

 
 
橿
の
實
と
い
の
ち
を
重
層
さ
せ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
2
0
の
歌
は
「
な
か
そ
ら
に
」
と
「
に
」
で
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
こ
だ
ま
と

 
 
蜻
蛉
の
身
の
わ
れ
を
重
層
さ
せ
て
い
る
。

 
以
上
の
解
説
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
上
下
（
句
）
の
意
味
内
容
を
た
く
み
に

重
層
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
十
一
音
の
中
で
二
つ
の
意
味
内
容
を
も
っ
て

い
る
も
の
を
一
元
化
し
結
晶
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
前
登
志
夫
の
作
品
の
場
合
、
以
上
み
た
よ
う
に
上
下
（
句
）
が
た
く
み
に
重

層
化
さ
れ
、
そ
の
重
層
化
の
見
事
さ
の
ゆ
え
に
一
首
の
歌
は
一
重
に
な
り
、
一
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色
と
な
乃
。
そ
こ
か
ら
、
前
作
品
に
徴
表
す
る
「
短
歌
的
喩
」
の
問
題
は
、
次

の
よ
う
な
か
た
ち
で
徴
表
し
て
い
6
と
考
え
ら
れ
る
。

止
「
山
越
し
の
秋
の
行
人
多
武
峯
を
く
だ
り
き
」
の
意
味
的
喩
と
し
て
「
水
底

 
の
礫
も
ち
て
」

わ
2
「
日
照
雨
は
秋
の
国
原
」
の
意
味
的
喩
と
し
て
「
銀
の
簾
ゆ
ら
げ
る
さ
ま
に

 
東
へ
」

％
「
鹿
路
へ
貫
く
る
燧
道
の
穴
」
の
意
味
的
野
と
じ
て
「
人
の
す
る
苦
し
み
の

 
ぞ
と
」

曲
コ
ニ
津
の
峠
水
持
ち
越
ゆ
る
」
の
意
味
的
喩
と
し
て
「
神
の
み
手
の
ふ
と
重

 
た
か
り
」

励
「
み
な
ぎ
ら
ふ
ひ
か
り
の
瀧
」
の
意
味
的
喩
と
し
て
「
み
そ
ぎ
の
死
者
は
梢

 
わ
た
る
か
な
」

命
「
龍
門
村
佐
々
羅
の
な
だ
り
わ
ぎ
を
ぎ
の
を
み
な
」
の
意
味
的
喩
と
し
て

一 
「
曼
珠
沙
華
燃
ゆ
」

晒
「
稲
余
る
る
山
の
間
の
村
」
の
意
味
聖
書
と
し
て
「
わ
れ
は
齢
む
土
俗
の
神

 
を
」

訪
「
龍
門
岳
ゆ
音
羽
に
い
た
る
山
塊
」
 
の
意
味
的
喩
と
し
て
 
「
わ
れ
は
墓
な
・

-
れ
」

％
「
一
一
に
概
の
羽
あ
り
き
褐
色
に
熟
れ
し
そ
の
實
」
 
の
意
味
的
喩
と
し
て

 
「
い
の
ち
全
け
む
」

轡
蜻
蛉
の
身
の
と
ど
ま
り
み
た
れ
し
の
意
味
的
喩
と
し
三
滅
び
と
や
こ
だ

 
ま
は
か
へ
る
な
か
そ
ら
」

 
三
十
一
音
律
の
中
で
、
前
作
品
は
甑
～
漁
の
よ
う
な
一
元
的
文
体
を
も
つ
こ

毒
よ
っ
て
、
そ
こ
に
曲
～
励
の
よ
う
な
意
味
的
弓
と
し
て
結
晶
し
て
い
る
と

解
釈
出
来
る
の
で
あ
る
。

21

蜊
H
町
寺
町
米
町
仏
町
老
母
買
ふ
町
あ
ら
ず
や
つ
ば
め
よ

22
V
し
き
仏
壇
買
ひ
に
行
き
し
ま
ま
行
方
不
明
の
お
と
う
と
と
鳥

23
n
平
線
縫
ひ
閉
ぢ
む
た
め
針
箱
に
姉
が
か
く
し
お
き
し
絹
針
「

24
e
追
ふ
こ
と
も
な
か
り
き
故
里
の
銭
湯
地
獄
の
壁
の
絵
の
山

25
р
閧
ﾉ
ゆ
く
柱
時
計
が
ふ
い
に
鳴
る
横
抱
き
に
し
て
枯
野
ゆ
く
と
き

26
ﾔ
引
か
れ
し
ゅ
ゑ
に
一
生
欠
席
す
る
学
校
地
獄
の
お
と
う
と
の
椅
子

27

ｬ
の
遠
さ
を
帯
の
長
さ
で
は
か
る
な
り
呉
服
屋
地
獄
よ
り
嫁
ぎ
き
て

 
 
 
 
か
ば
ね

28
ﾄ
蝶
の
屍
ひ
そ
か
に
か
く
し
来
し
本
屋
地
獄
の
中
の
一
冊

29
ｶ
A
o
o
線
ひ
そ
か
に
変
へ
む
た
め
に
わ
が
抽
出
に
あ
る
一
本
の
釘

30
ﾃ
闇
の
わ
れ
に
家
系
を
問
ふ
な
か
れ
漬
物
樽
の
中
の
亡
霊

 
掲
出
十
首
は
、
先
に
掲
げ
た
寺
山
修
司
の
「
大
工
町
…
…
…
」
を
含
む
『
田

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

．
園
に
死
す
」
中
「
恐
山
」
の
十
首
で
あ
る
。
「
塚
本
の
文
体
を
二
元
的
文
体
と
よ

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
コ

び
、
前
の
文
体
を
一
元
的
文
体
と
呼
べ
ば
、
寺
山
の
文
体
は
平
面
的
文
体
と
も

呼
ぶ
べ
き
も
の
で
、
次
の
よ
う
な
構
造
と
し
て
読
む
ご
と
が
出
来
る
。

21a

大
工
町
寺
町
米
町
仏
町
老
母
買
ふ
町
あ
ら
ず
や
つ
ば
め
よ
一

22a

新
し
き
仏
醤
ひ
に
行
き
し
ま
ま
園
不
明
の
お
毒
と
τ
鳥

短
歌
の
文
体
と
喩
の
構
造
 
1
塚
本
邦
雄
・
前
登
志
夫
・
寺
山
修
司
を
視
軸
と
し
て
一

'

、

（ 137 ）



23a
肇
慧
ひ
響
む
た
め
針
箱
に
爾
が
か
く
し
お
き
し
斜
位

30a

暗
闇
の
わ
れ
の
家
系
蕎
ふ
な
童
蕩
樽
の
中
の
亡
霊
一

／

24a

兎
追
ふ
こ
と
も
な
か
り
き
故
里
の
繍
幽
墨
の
絵
の
山

25a剛
に
ゆ
く
柱
團
が
ふ
い
に
鳴
る
牽
き
に
し
て
枯
野
ゆ
く
と
き
一

26a27a

間
引
か
れ
し
ゅ
ゑ
に
亙
欠
席
す
る
図
鑑
劇
の
お
言
と
の
椅
子

町
の
遠
さ
を
帯
の
長
さ
で
は
か
る
な
り
圏
翻
騰
「
よ
り
固
き
て

搬
轟
の
暑
そ
か
に
か
く
し
来
し
山
影
幽
の
中
の
扁

29a
器
線
ひ
そ
か
に
変
へ
む
た
め
に
わ
が
智
に
あ
る
一
本
劉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
寺
山
修
司
の
作
品
は
、
上
下
（
句
）
が
ほ
と
ん
ど
対
比
さ
れ
る
こ
と
も
重
層

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

さ
れ
る
こ
と
も
な
い
、
ま
こ
と
に
平
面
的
な
叙
述
で
あ
る
。
上
下
（
句
）
と
い

う
規
定
に
そ
っ
て
強
い
て
分
け
れ
ば
、
三
句
切
れ
（
2
2
・
2
5
・
2
6
・
2
7
・
2
8
，
・

2
9
・
3
0
）
、
二
句
切
れ
（
2
3
・
2
4
）
と
い
う
ぐ
あ
い
に
で
も
な
ろ
う
か
。
だ
が

三
十
一
音
を
通
し
て
一
息
に
読
む
習
慣
が
無
い
た
め
に
そ
う
分
け
た
だ
け
で
あ

一
っ
て
、
寺
山
作
品
の
場
合
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
句
切
る
よ
り
も
い
っ
き
ょ
に
最
後

ま
で
よ
め
る
平
面
的
文
体
で
あ
る
。
“
応
仁
句
切
れ
と
規
定
し
た
七
首
の
歌
を

み
て
も
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

21

蜊
H
町
寺
町
米
町
仏
町
老
母
買
ふ
町

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

22
V
し
き
仏
壇
買
ひ
に
行
き
し
ま
ま
行
方
不
明
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
へ
ら
ヘ
 
ヘ
 
へ

25

р
閧
ﾉ
ゆ
く
柱
時
計
が
ふ
い
に
鳴
る
横
抱
き
に
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

26
ﾔ
引
か
れ
し
ゅ
ゑ
に
一
生
欠
席
す
る
学
校
地
獄
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

27

ｬ
の
遠
さ
を
帯
の
長
さ
で
は
か
る
な
り
呉
服
屋
地
獄
よ
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

28
ﾄ
…
蝶
の
屍
ひ
そ
か
に
か
く
し
．
来
し
本
屋
地
獄
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

29

ｶ
命
線
ひ
そ
か
に
変
へ
む
た
め
に
わ
が
抽
出
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
 
 
た
 
 
ヘ
 
 
へ

30
ﾃ
闇
の
む
れ
の
家
系
を
問
ふ
な
か
れ
漬
物
樽
の

＼

傍
点
で
示
し
た
四
句
目
が
ほ
と
ん
ど
三
句
目
と
意
味
的
に
も
イ
メ
ー
ジ
的
に

も
空
間
の
な
い
ま
で
に
近
接
し
て
よ
め
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

23

n
平
線
縫
ひ
閉
ぢ
む
た
め
針
箱
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

24
e
追
ふ
こ
と
も
な
か
り
き
故
里
の

二
句
切
れ
と
規
定
し
た
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と

 
こ
の
二
首
も
二
句
目
と
三
句
目
の
問
に
ほ
と
ん
ど
空
間
は
無
い
。
こ
の
よ
う

に
何
の
屈
折
も
断
絶
も
空
間
も
な
い
平
面
的
文
体
を
も
つ
寺
山
作
品
が
短
歌
と

し
て
何
故
に
受
容
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
三
十
一
音
の
空
間
の
中
に
一
箇
所
だ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

け
全
体
を
大
き
く
転
換
ざ
せ
る
、
又
は
ひ
っ
く
り
か
え
す
眼
（
認
識
）
の
動
入

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
眼
（
認
識
）
の
動
入
に
よ
っ
て
一
見
、
平
面
的
な

文
体
を
一
挙
に
ひ
っ
く
り
か
え
し
、
、
「
全
体
的
喩
」
と
し
て
一
首
が
よ
み
が
え

る
か
ら
で
あ
る
。

出
「
つ
ば
め
」

2％
「
行
方
不
明
の
お
と
う
と
」

2％
「
姉
が
か
く
し
お
き
し
絹
針
」

2曲
「
銭
湯
地
獄
」

2施
「
売
り
に
ゆ
く
柱
時
計
」

2品
「
学
校
地
獄
」

2祐
「
呉
服
屋
地
獄
」

2訪
「
本
屋
地
獄
」

2％
「
一
本
の
釘
」

2σb

u
漬
物
樽
の
申
の
亡
霊
」

3

「
お
と
う
と
」
が
「
行
方
不
明
」
に
な
っ
た
と
い
う
視
点
を
動
古
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
一
首
が
喩
化
さ
れ
る
。
し
さ
ら
に
「
姉
が
か
く
し
お
き
し
絹
針
」
「
売
り

に
ゆ
く
柱
時
計
」
「
一
，
本
の
釘
」
と
い
う
視
軸
を
動
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

地
平
線
が
縫
ひ
閉
じ
ら
れ
、
枯
野
が
地
獄
と
化
し
、
人
生
が
地
獄
絵
に
変
え
ら

れ
る
ど
い
う
喩
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
「
銭
湯
地
獄
」
「
学
校
地
獄
」
「
呉
服

屋
地
獄
」
 
「
本
屋
地
獄
」
「
漬
物
樽
の
中
の
亡
霊
」
と
い
う
視
点
を
動
評
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
．
今
ま
で
銭
湯
極
楽
、
学
校
極
楽
、
「
呉
服
屋
極
楽
、
本
屋
極
・

楽
、
わ
れ
の
家
系
が
い
つ
ぎ
ょ
に
地
獄
の
世
界
の
喩
と
化
す
の
で
あ
る
。
以
上

み
て
き
た
よ
う
に
、
一
つ
の
視
点
（
眼
）
を
動
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
面

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

的
文
体
が
い
っ
き
ょ
忙
ひ
つ
く
り
か
え
さ
れ
て
、
そ
の
裏
側
に
あ
る
喩
と
し
て

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
地
獄
絵
を
か
い
ま
み
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
寺
山
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
喩

を
塚
本
、
前
の
作
品
に
み
た
〈
像
的
喩
〉
〈
意
味
的
喩
V
に
対
し
て
〈
全
体
的

喩
〉
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
時
、
寺

山
作
品
は
m
～
勲
の
よ
う
な
平
面
的
文
体
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
ζ
に
鋤

ピ
O
b
の
よ
う
な
賜
（
認
識
）
を
動
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
的
喩
と
し
て
結
．

 
3

晶
し
て
い
る
と
解
釈
出
来
る
の
で
あ
る
。
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一
首
の
作
品
の
中
で
掲
出
の
フ
レ
ー
ズ
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
く
眼
V
の
役
割
を

し
て
い
る
。
人
間
で
は
な
く
「
つ
ば
め
」
の
視
点
か
ら
み
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
間
の
町
が
喩
化
さ
れ
る
し
、
先
祖
の
た
め
に
仏
壇
を
買
い
に
行
っ
た

短
歌
の
文
体
と
喩
の
構
造
 
-
塚
本
邦
雄
・
前
登
志
夫
・
寺
山
修
司
を
視
軸
と
し
て
i


