
第
三
章 

「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
研
究
・
１ 

  
 
 

《
異
の
空
間
》
と
《
銀
河
の
窓
》
の
意
味
す
る
と
こ
ろ 

 
  
  
  
  
   
 
 

― 

科
学
的
宇
宙
観
と
仏
教
的
宇
宙
観 

― 
   

こ
の
詩
の
下
書
稿
に
見
出
さ
れ
る
《
異
の
空
間
》
と
《
銀
河
の
窓
》
は
、
童
話
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を

読
み
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
詩
の
推
敲
過
程
の
検
討
を
通
じ
て
、
賢
治
の
宇
宙
観
を
解

明
し
て
い
く
。
こ
の
作
業
は
、
賢
治
の
詩
と
童
話
の
両
方
の
生
成
に
か
か
わ
る
根
源
的
な
課
題
を
も
照
射

す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。  

  
 
 

一 

下
書
稿
の
断
層 

  

校
本
宮
澤
賢
治
全
集
編
集
者
で
あ
る
入
沢
康
夫
や
天
沢
退
二
郎
が
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に 

（
注
１
）
、
『
春
と
修
羅
』
第
二
集
（
生
前
未
刊
行
）
所
収
の
詩
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
（
生

前
未
発
表
、
大
正
十
三
年
八
月
十
七
日
の
日
付
あ
り
）
は
、
童
話
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
（
生
前
未
発
表
）

と
の
密
接
な
繋
が
り
が
認
め
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。  

 

本
詩
の
六
段
階
に
及
ぶ
下
書
稿
を
、
各
下
書
稿
間
の
連
続
性
と
い
う
視
点
か
ら
読
み
通
し
て
み
る
と
、

そ
こ
に
一
つ
の
断
層
と
い
う
べ
き
も
の
の
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。
「
下
書
稿
（
五
）
の
終
形
」
が
そ

れ
で
あ
り
、
作
品
の
主
題
が
、
明
ら
か
に
そ
の
層
を
境
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。  

 

幸
い
、
新
修
版
全
集
及
び
文
庫
版
全
集
の
異
稿
欄
に
本
文
化
さ
れ
収
め
ら
れ
て
い
る
二
種
の
下
書
稿
「
先

駆
形
Ａ
」
「
先
駆
形
Ｂ
」
を
読
み
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
主
題
の
変
化
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

本
稿
に
お
い
て
は
基
本
的
に
「
先
駆
形
Ａ
」
「
先
駆
形
Ｂ
」
を
分
析
対
象
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
し
、
校

本
全
集
校
異
に
関
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
適
宜
引
用
す
る
か
た
ち
で
論
を
展
開
し
て
い
き
た
い
と
考
え

る
。  

 

な
お
、
「
先
駆
形
Ａ
」
は
校
本
全
集
校
異
に
お
け
る
「
下
書
稿
（
三
）
の
終
形
」
を
、
「
先
駆
形
Ｂ
」

は
「
下
書
稿
（
五
）
の
終
形
」
を
そ
れ
ぞ
れ
本
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
通
常
目
に
触
れ
に
く
い
先
駆 

形
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
長
さ
を
厭
わ
ず
次
に
掲
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。  

  
 
 
 
 

先
駆
形
Ａ 

 
 
 
 

一
七
九 

 
 
 
 

一
九
二
四
、 

八
、 

一
七 

 
 

い
ち
れ
つ
並
ぶ
お
ほ
ば
こ
が 

 
 

そ
の
う
つ
く
し
い
ス
ペ
イ
ド
か
ら 

 
 

す
こ
し
ま
が
っ
た
葉
柄
ま
で 

 
 

く
っ
き
り
黒
い
影
を
落
し 

 
 

月
は
右
手
の
尾
根
の
上
に 

 
 

夜
中
を
す
ぎ
て
熟
し
て
ゐ
る 

 
 

萱
野
十
里
も
終
り
に
な
っ
て 

 
 

何
か
な
ま
め
く
楢
の
木
や 

 
 

降
る
や
う
な
虫
の
す
だ
き
を 



 
 

路
は
ひ
と
す
ぢ
し
ら
し
ら
と
し
て 

 
 

椈
の
林
に
は
ひ
ら
う
と
す
る 

           
 

 

（
黒
く
寂
し
い
香
食
類
の
探
索
者
）  

 
 

北
の
ひ
っ
そ
り
と
し
た
谷
の 

 
 

そ
こ
に
も
く
も
く
月
光
を
吸
ふ 

 
 

蒼
く
く
す
ん
だ
か
す
て
ら
は 

 
 

た
ぶ
ん
は
み
ん
な
は
ひ
松
だ
ら
う 

 
 

そ
れ
は
だ
ん
だ
ん
の
ぼ
っ
て
行
っ
て 

 
 

ぎ
ざ
ぎ
ざ
黒
い
露
岩
に
変
り 

 
 

い
ま
ぽ
っ
か
り
と
ひ
と
つ
の
銀
の
挨
拶
を
吐
く 

 
 

そ
れ
が
た
し
か
に
中
岳
で 

 
 

そ
こ
か
ら
西
と
東
に
亙
り 

 
 

北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に 

 
 

ぎ
ざ
ぎ
ざ
浮
ぶ
嶺
線
は 

 
 

い
く
す
ぢ
白
い
パ
ラ
フ
ィ
ン
を 

 
 

し
づ
か
に
北
へ
発
し
て
ゐ
る 

 
 

鋼
の
そ
ら
の
水
底
に 

 
 

は
な
た
れ
て
行
く
海
蛇
の
群 

 
 

こ
っ
ち
は
い
つ
か
中
岳
が 

 
 

次
の
け
む
り
を
吐
い
て
ゐ
て 

 
 

そ
の
青
じ
ろ
い
果
肉
の
へ
り
で 

 
 

黄
水
晶
と
エ
メ
ラ
ル
ド
と
の 

 
 

花
粉
ぐ
ら
ゐ
の
ふ
た
つ
の
星
が 

 
 

童
話
の
や
う
に
婚
約
す
る 

 
 

じ
つ
に
今
夜
の
何
と
い
ふ
そ
ら
の
明
る
さ
だ
ら
う 

 
 

そ
ら
が
精
緻
な
宝
石
類
の
集
成
だ 

 
 

金
剛
石
の
大
ト
ラ
ス
ト
が 

 
 

獲
れ
な
い
ふ
り
し
て
し
ま
っ
て
置
い
た
幾
億
を 

 
 

み
ん
な
い
ち
ど
に
ぶ
ち
ま
け
た
と
で
も
い
ふ
風
だ 

 
 

頭
の
ま
は
り
を
円
く
そ
り 

 
 

鼠
い
ろ
し
た
粗
布
を
着
た 

 
 

坊
主
ら
の
い
ふ
神
だ
の
天
が 

 
 

い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
か
と
云
っ
て 

 
 

う
か
つ
に
皮
肉
な
天
文
学
者
が 

 
 

望
遠
鏡
を
ぐ
る
ぐ
る
さ
せ
る
そ
の
天
だ 

 
 

す
る
と
こ
ん
ど
は
信
仰
の
あ
る
科
学
者
が 

 
 

ど
こ
か
の
星
の
上
あ
た
り
に 

 
 

そ
の
天
を
見
附
け
よ
う
と
し
て 

 
 

や
っ
ぱ
り
眼
鏡
を
ぐ
る
ぐ
る
ま
は
す 

 
 

さ
う
い
ふ
風
な
明
る
い
空
だ 



 
 

し
か
も
三
十
三
天
は 

 
 

や
っ
ぱ
り
そ
こ
に
た
し
か
に
あ
っ
て 

 
 

木
も
あ
れ
ば
風
も
吹
い
て
ゐ
る 

 
 

天
人
た
ち
の
恋
は 

 
 

相
見
て
え
ん
然
と
し
て
わ
ら
っ
て
や
み 

 
 

食
も
多
く
は
精
緻
で
あ
っ
て 

 
 

香
気
と
な
っ
て
毛
孔
か
ら
発
す
る 

 
 

間
違
ひ
も
な
く 

 
 

天
使
も
あ
れ
ば
神
も
あ
る 

 
 

た
ゞ
そ
の
神
が 

 
 

あ
る
と
き
最
高
唯
一
と
見
え 

 
 

あ
る
と
き
一
つ
の
段
階
と
わ
か
る 

 
 

さ
う
い
ふ
こ
と
か
も
わ
か
ら
な
い 

 
 

そ
れ
ら
三
十
三
天
は 

 
 

所
感
の
外
で
は
あ
る
け
れ
ど
も 

 
 

や
っ
ぱ
り
そ
こ
に
連
亙
し 

 
 

恐
ら
く
人
の
世
界
の
こ
ん
な
静
な
晩
は 

 
 

修
羅
も
襲
っ
て
来
な
い
の
だ
ら
う 

 
 

巨
き
な
青
い 

一
つ
の
星
が 

 
 

い
ち
ば
ん
西
の
鶏
頭
山
の 

 
 

ご
つ
ご
つ
黒
い
冠
を 

 
 

触
れ
る
と
も
な
く
祝
福
す
れ
ば 

 
 

そ
こ
か
ら
黒
い
雲
影
が 

 
 

な
ゝ
め
に
西
に
亙
っ
て
ゐ
る 

 
 
 
 
 
 

…
…
雲
の
は
か
な
い
残
像
が 

 
 
 
 
 
 
 
 

鉄
い
ろ
の
そ
ら
に
な
が
れ
る
…
… 

 
 

に
は
か
に
薮
を
踊
り
た
つ 

 
 

一
ぴ
き
の
黒
い
か
う
も
り 

 
 

ま
た
き
ら
ら
か
な
蜘
蛛
の
糸 

 
 
 
 
 
 

…
…
点
々
白
い
伐
株
と 

 
 
 
 
 
 
 
 

ま
が
り
く
ね
っ
た
二
本
の
か
つ
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 

草
に
も
を
ど
る
か
う
も
り
の
影
… 

 
 
 
 
 
 
 
 

… 
 
 

い
ち
い
ち
の
草
穂
の
影
さ
へ
落
ち
る 

 
 

こ
の
清
澄
な
月
の
味
爽
ち
か
く 

 
 

楢
の
木
立
の
白
い
ゴ
シ
ッ
ク
廻
廊
や 

 
 

降
る
や
う
な
虫
の
聖
歌
を 

 
 

み
ち
は
ひ
と
す
ぢ
ほ
そ
ぼ
そ
と
し
て 

 
 

巨
き
な
黒
の
椈
林 

 
 

樹
々
の
ね
む
り
を
通
っ
て
行
く 

 
 
 
 
 
 

…
…
ア
ス
テ
ィ
ル
ベ
ア
ル
ゲ
ン
チ
ウ
ム 



 
 
 
 
 
 
 
 

ア
ス
テ
ィ
ル
ベ
プ
ラ
チ
ニ
ク
ム
… 

 
 
 
 
 
 
 
 

… 
 
 

椈
の
脚
か
ら
火
星
が
の
ぞ
き 

 
 

ひ
ら
め
く
萱
や 

 
 

月
は
い
た
や
の
梢
に
く
だ
け 

 
 

木
影
の
網
を
わ
く
ら
ば
の
や
う
に
と
ぶ
蛾
も
あ
る 

  
 
 
 
 

先
駆
形
Ｂ 

    
 

 

一
七
九 

 
 
 
 

一
九
二
四
、 

八
、 

一
七 

 
 

草
穂
の
影
も
黒
く
落
ち 

 
 

お
ほ
ば
こ
の
ス
ペ
イ
ド
も
並
ん
で
映
る 

 
 

こ
の
清
澄
な
月
の
昧
爽
ち
か
く 

 
 

楢
の
木
立
の
白
い
ゴ
シ
ッ
ク
廻
廊
や 

 
 

降
る
や
う
な
虫
の
ジ
ロ
フ
ォ
ン 

 
 

狂
気
の
や
う
に
狂
気
の
や
う
に 

 
 

銀
河
の
窓
を
索
め
る
も
の 

 
 

北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に 

 
 

ぎ
ざ
ぎ
ざ
黒
い
嶺
線
が 

 
 

手
に
と
る
や
う
に
泛
い
て
ゐ
て 

 
 

幾
す
ぢ
白
い
パ
ラ
フ
ヰ
ン
を 

 
 

つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
と
噴
い
て
ゐ
る 

 
 

そ
こ
に
も
く
も
く
月
光
を
吸
ふ 

 
 

蒼
く
く
す
ん
だ
海
綿
体 

 
 

四
方
の
天
も
い
ち
め
ん
の
星 

 
 

東
銀
河
の
聯
邦
の 

 
 

ダ
イ
ア
モ
ン
ド
の
ト
ラ
ス
ト
が 

 
 

か
く
し
て
お
い
た
宝
石
を 

 
 

み
ん
な
い
ち
ど
に
鋼
青
い
ろ
の
銀
河
の
水
に 

 
 

ぶ
ち
ま
け
た
と
で
も
い
っ
た
ふ
う 

 
 

そ
れ
に
空
気
が
澄
ん
で
ゐ
る
の
で 

 
 

月
の
あ
か
り
も
苦
に
な
ら
ず 

 
 

ふ
だ
ん
は
見
え
な
い
橙
い
ろ
と
緑
と
の 

 
 

花
粉
ぐ
ら
ゐ
の
小
さ
な
星
が 

 
 

は
っ
き
り
と
し
て
見
え
た
り
す
る 

 
 

わ
た
く
し
は
狂
気
の
や
う
に
そ
ら
を
さ
が
す 

 
 

銀
河
の
な
か
で
一
つ
の
星
が
す
べ
っ
た
と
き 

 
 

は
て
な
く
ひ
ろ
が
る
と
思
は
れ
て
ゐ
た 

 
 

そ
こ
ら
の
星
の
け
む
り
を
と
っ
て 

 
 

あ
と
に
残
し
た
黒
い
傷 

 
 

そ
の
恐
ろ
し
い
銀
河
の
窓
は 

 
 

い
っ
た
い
そ
ら
の
ど
こ
だ
ら
う 



 
 

誤
っ
て
か
あ
る
い
は
ほ
ん
た
う
に
か 

 
 

銀
河
の
そ
と
と
見
な
さ
れ
た 

 
 

ネ
ピ
ユ
ラ

星
雲
の
数
は
ど
れ
だ
ら
う 

 
 

普
賢
菩
薩
が
華
厳
で
説
く 

 
 

も
ろ
も
ろ
の
仏
界
の
ふ
し
ぎ
な
か
た
ち 

 
 

あ
る
い
は
花
台
の
か
た
ち
を
な
し 

 
 

あ
る
い
は
円
く
あ
る
い
は
た
ひ
ら 

 
 

そ
れ
は
あ
る
い
は
そ
の
刹
那
の 

 
 

覚
者
の
意
志
に
よ
り
住
し 

 
 

あ
る
い
は
衆
生
の
業
に
よ
り
、  

 
 

あ
る
い
は
因
縁
に
よ
り
住
す
る
と 

 
 

そ
れ
の
ど
れ
か
が
星
雲
で 

 
 

こ
ゝ
か
ら
や
は
り
見
え
る
だ
ら
う
か 

 
 

し
か
も
も
し
た
ゞ
天
や
餓
鬼 

 
 

こ
れ
ら
の
国
土
を
も
と
め
る
な
ら
ば 

 
 

そ
ん
な
に
遠
い
こ
と
で
な
い 

  
 

い
ち
い
ち
の
草
穂
の
影
も
落
ち 

 
 

樹
も
ま
っ
く
ろ
に
ね
む
っ
て
ゐ
る 

 
 

こ
の
清
澄
な
月
の
昧
爽
ち
か
く
を 

 
 

き
ち
が
ひ
の
や
う
に
き
ち
が
ひ
の
や
う
に 

 
 

く
さ
む
ら
い
っ
ぱ
い
に
鳴
ら
す
虫
と 

 
 
 
 

…
…
ア
ス
テ
ィ
ル
ベ 

ア
ル
ゲ
ン
チ
ウ
ム 

 
 
 
 
 
 

ア
ス
テ
ィ
ル
ベ 

プ
ラ
チ
ニ
ク
ム
…
… 

 
 

椈
の
脚
か
ら
火
星
が
の
ぞ
き 

 
 

ひ
ら
め
く
萱
や 

 
 

月
は
い
た
や
の
梢
に
く
だ
け 

 
 

木
影
の
網
を 

 
 

わ
く
ら
ば
の
や
う
に
と
ぶ
蛾
も
あ
る 

  
 
 

二 

推
敲
に
よ
る
主
題
の
変
更 

  

ま
ず
、
下
書
稿
（
五
）
の
校
異
（
校
本
全
集
第
三
巻
四
八
〇
頁
）
に
見
え
る
次
の
記
載
に
注
目
し
て
み

た
い
。  

 

… 

﹇
あ
ゝ 

← 

②
削
﹈
い
つ
ま
で
も
黒
く
寂
し
い
﹇
香
食
類 

← 

②
異
の
空
間
﹈
の
探
索
者
…
… 

 

（
右
を
さ
ら
に
②
で
す
べ
て
削
除
し
、
右
端
欄
外
余
白
へ
線
を
引
き
出
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
入
）  

  
 

狂
気
の
や
う
に
狂
気
の
や
う
に 

  

﹇
こ
の
原
林
の
谷
に
た
ち 

← 

削
﹈  



 
 

銀
河
の
窓
を 

﹇
も
と 

← 

索
﹈
め
る
も
の 

  

右
の
推
敲
過
程
に
関
し
て
、
従
来
の
研
究
で
は
、
「
香
食
類
」
か
ら
「
異
の
空
間
」
さ
ら
に
「
銀
河
の

窓
」
へ
の
推
敲
が
、
単
な
る
《
言
葉
の
言
い
換
え
》
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
近
年
こ
の
詩

に
関
し
て
積
極
的
な
発
言
を
し
て
い
る
大
沢
正
善
や
大
塚
常
樹
の
場
合
も
し
か
り
で
あ
る
。  

 
 

つ
ま
り
望
遠
鏡
に
頼
る
天
文
学
者
達
の
「
所
感
の
外
」
で
、
「
三
十
三
天
」
を
は
じ
め
と
す
る
「
も

ろ
も
ろ
の
仏
界
の
ふ
し
ぎ
な
か
た
ち
」
が
「
星
雲
の
数
」
を
成
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

ろ
う
。
「
銀
河
の
そ
と
と
見
な
さ
れ
た
星
雲
」
と
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
、
星
雲
を
「
『
天
の
川
』 

宇

宙
域
外
に
散
在
す
る
所
の
、
そ
れ
ぞ
れ
各
自
に
独
立
し
た
一
個
の
宇
宙
」
と
考
え
る
島
宇
宙
観
に
由

来
し
、
「
も
ろ
も
ろ
の
仏
界
」
と
は
衆
生
が
そ
れ
ぞ
れ
の
所
業
因
縁
に
応
じ
た
世
界
に
住
む
と
い
う

十
界
観
に
由
来
す
る
。  

 

ま
た
、
下
書
稿
（
五
）
で
は
「
狂
気
の
や
う
に
」
「
銀
河
の
窓
」
や
「
星
雲
の
数
」
を
探
す
者
を

「
異
の
空
間
の
探
索
者
」
と
記
し
て
い
る
。
「
銀
河
の
窓
」
と
は
「
暗
黒
天
体
」
の
裂
目
を
指
す
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
か
ら
覗
く
不
可
視
の
「
原
始
星
床
」
を
「
異
の
空
間
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で

あ
る
。  

 

（
大
沢
正
善 

「
宮
沢
賢
治
と
吉
田
源
治
郎
『
肉
眼
に
見
え
る
星
の
研
究
』
」
「
奥
羽
大
学
歯
学
誌
」

第
16
巻
第
４
号
、
平
１
）  

 
 

例
え
ば
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
空
に
〕
」
の
下
書
稿
で
は
、
「
い
つ
ま
で
も
黒
く
寂
し
い
香
食
類

の
探
索
者
」
の
後
半
部
分
を
、
「
異
の
空
間
の
探
索
者
」
、
さ
ら
に
「
銀
河
の
窓
を
索
め
る
も
の
」

に
書
き
換
え
て
い
る
。
「
香
食
類
」
は
他
の
部
分
か
ら
、
亡
き
妹
の
中
有
や
そ
の
転
生
先
と
し
て
考

察
さ
れ
る
三
十
三
天
の
天
人
た
ち
を
指
し
、
そ
れ
ら
は
「
所
感
の
外
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
」
や
っ
ぱ

り
星
々
の
間
に
実
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
賢
治
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
賢
治
の

異
空
間
（
我
々
の
所
感
外
の
、
如
来
の
主
宰
す
る
仏
国
土
や
六
道
の
い
く
つ
か
）
は
銀
河
系
の
窓
の

彼
方
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
考
え
て
み
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。  

 

（
大
塚
常
樹
「
宇
宙
科
学
時
代
の
宮
沢
賢
治
」
「
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
平
成
四
年
九 

月
号
。
の
ち
『
宮
沢
賢
治 

心
象
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

宇
宙
論
』
朝
文
社
・
平
５
、
に
加
筆
し
て
再
録
）  

  

賢
治
の
宇
宙
観
を
《
島
宇
宙
説
》
に
基
づ
く
と
み
る
大
沢
と
、
《
島
宇
宙
説
》
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
と

み
る
大
塚
と
を
同
一
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
異
空
間
」
と
「
銀
河
の
窓
」
と
の
関
係
に
の
み

焦
点
を
絞
れ
ば
、
こ
の
詩
に
お
い
て
賢
治
は
「
異
空
間
」
の
所
在
を
「
銀
河
の
窓
」
の
向
こ
う
側
に
想
定

し
て
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
同
じ
解
釈
の
立
場
に
立
つ
と
い
え
る
。  

 

し
か
し
そ
の
場
合
、
例
え
ば
次
の
詩
句
な
ど
を
、
両
氏
は
ど
の
よ
う
に
読
み
取
る
の
だ
ろ
う
か
。  

  
 

し
か
も
も
し
た
ゞ
天
や
餓
鬼 

 
 

こ
れ
ら
の
国
土
を
も
と
め
る
な
ら
ば 

 
 

そ
ん
な
に
遠
い
こ
と
で
な
い              

（
「
先
駆
形
Ｂ
」 

46
〜
48
行
目
）  

  

両
氏
の
文
脈
か
ら
い
え
ば
、
「
天
や
餓
鬼
」
は
、
「
異
空
間
」
に
住
む
者
で
あ
る
が
故
に
、
必
然
的
に



「
銀
河
の
窓
」
の
向
こ
う
側
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に
、
賢
治
は
「
こ
れ
ら
の
国
土
を
も
と

め
る
な
ら
ば
／
そ
ん
な
に
遠
い
こ
と
で
な
い
」
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。

大
沢
、
大
塚
両
氏
の
立
論
に
は
ど
こ
か
誤
謬
が
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。  

 

お
そ
ら
く
両
氏
の
誤
謬
は
、
下
書
稿
の
各
層
を
重
ね
合
わ
せ
、
透
か
し
見
る
か
た
ち
で
賢
治
の
宇
宙
観

を
組
み
立
て
よ
う
と
し
た
結
果
生
じ
た
も
の
の
よ
う
に
思
う
。
他
の
作
品
の
推
敲
例
が
示
す
よ
う
に
、
賢

治
の
推
敲
は
時
と
し
て
主
題
の
変
更
を
含
む
場
合
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
「
香
食
類
」
↓
「
異
の
空
間
」

↓
「
銀
河
の
窓
」
の
推
敲
も
、
単
な
る
字
句
の
差
し
換
え
に
留
ま
ら
な
い
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
考
慮
す

べ
き
で
あ
る
。  

 

先
に
引
用
し
た
校
本
校
異
を
文
庫
版
全
集
異
稿
に
対
応
さ
せ
た
場
合
、
「
黒
く
寂
し
い
香
食
類
の
探
索

者
」
の
詩
句
が
「
先
駆
形
Ａ
」
に
、
「
狂
気
の
や
う
に
狂
気
の
や
う
に
／
銀
河
の
窓
を
索
め
る
も
の
」
の

詩
句
が
「
先
駆
形
Ｂ
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。
「
先
駆
形
Ａ
」

と
「
先
駆
形
Ｂ
」
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
主
題
の
も
と
に
書
か
れ
た
作
品
と
捉
え
直
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

何
故
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
仮
定
し
た
と
き
に
初
め
て
、
「
天
や
餓
鬼
」
の
存
在
す
る
世
界
が
「
銀
河
の
窓
」

の
向
こ
う
側
で
は
な
く
「
そ
ん
な
に
遠
い
こ
と
で
は
な
い
」
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
か
ら
だ
。
私
は
「
先
駆

形
Ａ
」
と
「
先
駆
形
Ｂ
」
と
の
主
題
の
相
違
を
立
証
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
「
異
の
空
間
」
と
「
銀
河
の

窓
」
と
の
意
味
す
る
空
間
の
異
質
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。
《
天
人
》
を
意
味
す
る
「
香
食
類
（
注

２
）
」
に
関
し
て
は
、
後
に
述
べ
る
理
由
に
よ
り
「
異
の
空
間
」
と
ほ
ぼ
同
義
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
こ

こ
で
は
論
の
展
開
の
都
合
上
、
「
香
食
類
」
を
「
異
の
空
間
」
に
吸
収
さ
せ
、
「
異
の
空
間
」
と
「
銀
河

の
窓
」
と
を
対
立
項
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。  

 

「
異
の
空
間
」
に
関
し
て
、
賢
治
は
幾
つ
か
の
メ
モ
書
き
を
残
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
分
析
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
定
義
づ
け
が
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
メ
モ
で
あ
る
。  

 
     

わ
が
少
数
の
読
者
よ
、  

 
 

◎
わ
が
打
ち
秘
め
し 

 
 
 

異
事
の
数
、  

 
 
 

異
空
間
の
断
片 

 
 
 
 
 
 
 

 

（
「
兄
妹
像
手
帳
」 

メ
モ
）  

  

こ
の
メ
モ
に
見
え
る
「
異
空
間
」
の
用
例
は
、
他
言
す
る
こ
と
が
憚
ら
れ
る
よ
う
な
異
世
界
を
、
賢
治

が
実
際
に
体
験
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。  

  
 

一
、 

異
空
間
の
実
在 

天
と
餓
鬼
、
分
子
―
原
子
―
電
子
―
真
空
―
異
単
元
―
異
構
成 

 
 
 
 
 

幻
想
及
夢
と
実
在
、  

 
 

二
、 

菩
薩
仏
並
に
諸
他
八
界
依
正
の
実
在 

 
 
 
 
 

内
省
及
実
行
に
よ
る
証
明 

 
 

  

（
「
〔
東
の
雲
は
は
や
く
も
蜜
の
い
ろ
に
燃
え
〕
」 

下
書
稿 

（
二
） 

裏
面
メ
モ
）  

   

こ
の
メ
モ
に
よ
れ
ば
、
「
異
空
間
」
と
は
「
天
と
餓
鬼
」
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
生
き
物
の
住
む
世
界
で

あ
り
、
賢
治
に
と
っ
て
「
幻
想
」
や
「
夢
」
と
し
て
知
覚
さ
れ
、
確
か
に
実
在
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る

世
界
で
あ
る
。
「
菩
薩
仏
並
に
諸
他
八
界
依
正
」
と
の
関
係
で
い
う
な
ら
、
「
異
空
間
」
と
は
「
菩
薩
仏

並
に
諸
他
八
界
依
正
」
の
う
ち
の
《
天
界
》
と
《
餓
鬼
界
》
と
の
二
界
に
対
応
し
て
い
る
、
と
賢
治
は
考



え
て
い
た
よ
う
だ
（
そ
れ
故
、
先
に
ふ
れ
た
《
天
人
》
を
意
味
す
る
「
香
食
類
」
は
「
異
の
空
間
」
の
概

念
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
包
含
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
。  

 

ま
た
、
童
話
「
〔
ペ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム
の
伝
記
〕
」
（
生
前
未
発
表
、
推
定
成
立
期
大

正
一
〇
、
一
一
年
頃
）
や
童
話
「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」
（
生
前
未
発
表
、
推
定
成
立
期
大
正
十
二
年
頃
）
、

詩 

「
阿
耨
達
池
幻
想
曲
」
（
生
前
未
発
表
、
『
春
と
修
羅
』 

詩
稿
補
遺
）
、
詩
「
晴
天
恣
意
」
（
生
前
未

発
表
、
『
春
と
修
羅
』
第
二
集
所
収
、
大
正
一
三
年
三
月
二
五
日
の
日
付
あ
り
）
な
ど
を
調
べ
て
み
れ
ば

分
か
る
こ
と
で
あ
る
（
注
３
）
が
、
「
異
空
間
」
と
推
定
さ
れ
る
全
て
の
例
は
、
「
先
駆
形
Ｂ
」
に
い
う

「
そ
ん
な
に
遠
い
こ
と
で
は
な
い
」
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
体
験
可
能
な
世
界
と
し
て
描
き

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
。  

 

そ
れ
に
対
し
、
「
銀
河
の
窓
」
の
向
こ
う
側
の
世
界
が
、
体
験
不
可
能
な
空
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

こ
と
は
重
要
な
相
違
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
描
か
れ
る
「
石
炭
袋
」
は
、
「
銀
河

の
窓
」
と
し
て
想
定
し
得
る
唯
一
の
例
で
あ
る
（
注
４
）
が
、
「
石
炭
袋
」
の
向
こ
う
側
の
世
界
の
描
か

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
を
乗
せ
た
《
銀
河
鉄
道
》
の
走
る
空
間
を
「
異
空

間
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
て
も
、
《
銀
河
鉄
道
》
の
走
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
銀
河
の
窓
」
の
向
こ
う
側

の
世
界
を
「
異
空
間
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
異
空
間
」
す
な
わ
ち
《
天
界
》
や
《
餓
鬼
界
》
と

「
銀
河
の
窓
」
の
向
こ
う
側
の
世
界
と
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
空
間
な
の
で
あ
る
。  

 

振
り
返
っ
て
校
本
校
異
の
推
敲
過
程
を
見
る
と
、
「
右
を
さ
ら
に
②
で
す
べ
て
削
除
し
」
と
な
っ
て
お

り
、
こ
の
事
実
は
そ
の
推
敲
が
、
「
異
の
空
間
」
の
語
を
消
し
て
「
銀
河
の
窓
」
の
語
を
書
き
込
む
と
い

う
よ
う
な
単
純
な
語
の
入
れ
換
え
で
は
な
く
、
詩
全
体
の
解
釈
か
ら
帰
納
せ
ざ
る
を
得
な
い
推
敲
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。  

  
 
 

三 

科
学
的
宇
宙
観
と
仏
教
的
宇
宙
観
と
の
調
和 

 
 
 

周
知
の
よ
う
に
、
賢
治
の
《
宇
宙
観
》
の
特
徴
は
、
科
学
的
宇
宙
観
と
仏
教
的
宇
宙
観
と
の
融
合
に
あ

る
。
本
詩
か
ら
読
み
取
れ
る
《
宇
宙
観
》
も
ま
さ
に
そ
れ
で
、
科
学
的
宇
宙
観
に
立
ち
な
が
ら
仏
教
的
宇

宙
観
を
展
開
す
る
と
い
う
、
賢
治
独
自
の
《
宇
宙
観
》
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。  

 

「
先
駆
形
Ａ
」
で
は
《
天
界
》
の
問
題
が
、
「
先
駆
形
Ｂ
」
で
は
《
仏
界
》
の
問
題
が
、
そ
れ
ぞ
れ
中

心
的
課
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
私
の
基
本
的
な
読
み
の
立
場
で
あ
る
が
、
肝
要
な
の
は
、

仏
教
的
宇
宙
観
に
基
づ
く
《
天
界
》
や
《
仏
界
》
の
存
在
が
、
賢
治
の
科
学
的
宇
宙
観
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
形
で
整
合
性
を
保
っ
て
い
た
か
で
あ
る
。
賢
治
に
は
科
学
の
発
展
が
必
ず
仏
教
宇
宙
の
証
明
に
帰
着

す
る
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
賢
治
は
、
《
天
界
》
を
《
太
陽
系
》
に
、
《
仏
界
》
を
《
銀
河

系
》
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
さ
せ
た
宇
宙
観
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
的
宇
宙
観
と
科
学
的
宇

宙
観
の
融
合
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。  

  
 

そ
れ
で
は
お
れ
が
ど
こ
か
ら
か 

 
 

神
を
見
附
け
て
や
ら
う
と
い
っ
て 

 
 

火
星
木
星
金
星
と 

 
 
 
 

 

（
「
下
書
稿 

（
五
） 

の
②
の
１
」 

校
本
全
集
第
三
巻
四
八
二
頁
）

    

こ
の
校
異
は
「
下
書
稿
Ｂ
」
の
一
段
階
前
の
推
敲
、
つ
ま
り
、
主
題
的
に
は
「
先
駆
形
Ａ
」
の
延
長
に



あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
「
神
」
は
「
天
」
の
語
を
書
き
直
し
た
も
の
で
、
賢
治
は
「
天
」
を

見
つ
け
よ
う
と
し
て
「
火
星
木
星
金
星
」
に
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
賢
治
が

《
太
陽
系
》
内
の
惑
星
に
《
天
界
》
の
所
在
を
求
め
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
単
な
る
賢
治
の

思
い
付
き
の
表
現
で
な
い
こ
と
は
、
賢
治
が
妹
と
し
子
の
転
生
先
を
、
次
の
二
詩
に
お
い
て
、 

前
記
引
用
箇
所
同
様
《
太
陽
系
》
内
の
惑
星
に
想
定
し
て
い
る
事
実
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。  

 

と
し
子
と
し
子 

野
原
へ
来
れ
ば 

ま
た
風
の
中
に
立
て
ば 

き
つ
と
お
ま
へ
を
お
も
ひ
だ
す 

お
ま
へ
は
そ
の
巨
き
な
木
星
の
う
へ
に
居
る
の
か       

（
「
風
林
」
『
春
と
修
羅
』
第
一
集
）  

 

ど
う
か
こ
れ
が
マ

マ

兜
卒
の
天
の
食
に
変
つ
て 

や
が
て
は
お
ま
へ
と
み
ん
な
と
に 

聖
い
資
糧
を
も
た
ら
す
こ
と
を 

                 

（
「
永
訣
の
朝
」
『
春
と
修
羅
』
第
一
集
、
宮
沢
家
所
蔵
自
筆
手
入
れ
本
）  

  

も
っ
と
も
、
《
天
界
》
と
《
太
陽
系
》
惑
星
と
を
対
応
さ
せ
る
宇
宙
観
は
、
賢
治
独
自
の
も
の
と
い
う

よ
り
は
、
例
え
ば
フ
ー
リ
エ
の
「
宇
宙
開
闢
説
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
死
後
霊
魂
が
隣
の
惑
星
に
移
る

と
い
う
一
九
世
紀
西
欧
の
転
生
思
想
を
取
り
入
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
推
定
で
き
る
（
注
５
）
。 

 

賢
治
が
《
天
界
》
の
所
在
を
《
太
陽
系
》
内
に
想
定
し
て
い
た
そ
の
根
底
に
は
、
《
太
陽
系
》
が
仏
教

で
い
う
《
一
世
界
》
に
当
て
は
ま
る
こ
と
へ
の
確
信
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
須
彌
山
を
中
心
と
し
た
《
一

世
界
》
に
は
、
我
々
の
住
む
人
の
世
界
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
地
獄
か
ら
天
界
ま
で
の
六
道
が
含
ま
れ
て

お
り
、
太
陽
も
《
一
世
界
》
に
一
つ
で
あ
る
。
賢
治
の
宇
宙
観
の
基
本
単
位
が
《
地
球
》
で
は
な
く
《
太

陽
系
》
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
従
来
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
異
空
間
」
の
実
在
を
信
じ
る
賢
治

に
と
っ
て
は
必
然
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
に
「
こ
こ
は
銀
河
の
空
間
の
太
陽

日
本 

陸
中
国
の
野
原
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
太
陽
日
本
」
と
い
う
表
現
に
、
賢
治
の
《
太

陽
系
》
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。  

 

と
な
れ
ば
、
何
億
個
も
の
太
陽
が
存
在
す
る
《
銀
河
系
》
と
は
、
仏
教
で
い
う
《
三
千
大
千
世
界
》
す

な
わ
ち
《
仏
界
》
に
対
応
し
て
い
る
は
ず
で
、
後
に
詳
述
す
る
が
、
賢
治
に
と
っ
て
の
《
銀
河
系
》
の
意

味
の
重
さ
も
、
《
仏
界
》
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
納
得
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。  

 

さ
て
、
「
先
駆
形
Ａ
」
の
詩
で
は
何
ゆ
え
《
天
界
》
が
問
題
と
な
る
の
か
。  

 

詩
句
の
表
層
に
お
い
て
は
、
星
々
の
美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
た
賢
治
が
《
天
界
》
に
関
す
る
連
想
を
思
い

つ
く
ま
ま
に
書
き
留
め
た
も
の
と
読
み
取
れ
る
が
、
《
天
界
》
に
関
す
る
連
想
が
賢
治
に
作
用
し
た
理
由

は
決
し
て
単
純
と
は
思
わ
れ
な
い
。
私
は
、
《
性
欲
》
と
い
う
賢
治
に
と
っ
て
抜
き
差
し
な
ら
な
い
問
題

が
こ
の
詩
の
根
底
に
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。  

 

こ
の
作
品
の
下
書
稿
（
一
）
に
お
け
る
タ
イ
ト
ル
は
「
谷
の
昧
爽
に
関
す
る
童
話
風
の
構
想
」
で
あ
っ

た
。
こ
の
「
童
話
風
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
先
駆
形
Ａ
」
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
詩
句
に
引
き
継
が
れ

て
い
る
。  

 



 
 

黄
水
晶
と
エ
メ
ラ
ル
ド
と
の 

 
 

花
粉
ぐ
ら
ゐ
の
二
つ
の
星
が 

 
 

童
話
の
や
う
に
婚
約
す
る              

（
「
先
駆
形
Ａ
」 

31
〜
33
行
目
）  

  

《
天
界
》
と
の
関
わ
り
で
解
釈
を
進
め
る
な
ら
ば
、
「
童
話
の
や
う
に
婚
約
す
る
」
と
は
、
《
非
性
的
》

な
「
婚
約
」
と
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
童
話
風
」
や
「
童
話
の
や
う
に
」
の
語
が
、
賢

治
の
《
性
欲
》
意
識
の
裏
返
し
と
し
て
意
味
の
重
み
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。  

 

こ
の
点
に
関
し
て
論
ず
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
こ
の
詩
の
約
一
ヵ
月
ほ
ど
前
の
日
付
を
も
つ
「
〔
温
く

含
ん
だ
南
の
風
に
〕
」
（
生
前
未
発
表
、
『
春
と
修
羅
』
第
二
集
所
収
）
と
い
う
詩
に
触
れ
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
「
〔
温
く
含
ん
だ
南
の
風
に
〕
」
は
「
密
教
風
の
誘
惑
」
と
い
う
初
期
段
階
の
タ
イ
ト

ル
を
も
つ
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
「
密
教
風
の
誘
惑
」
と
「
谷
の
昧
爽
に
関
す
る
童
話
風
の
構
想
」

と
は
、
と
も
に
《
星
空
》
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
共
通
性
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
作
品
を
一
対
の

詩
と
し
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
賢
治
に
お
け
る
《
性
欲
》
の
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。
つ
ま

り
、
同
じ
《
星
空
》
を
扱
い
な
が
ら
も
、
「
密
教
風
の
誘
惑
」
の
《
隠
微
さ
》
に
対
し
て
「
谷
の
昧
爽
に

関
す
る
童
話
的
構
想
」
の
《
さ
わ
や
か
さ
》
と
い
う
書
き
分
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
書
き
分
け
の
意

味
が
、
賢
治
に
お
け
る
《
性
欲
》
の
在
り
よ
う
の
差
の
問
題
と
し
て
読
み
解
け
る
の
で
あ
る
。
《
性
欲
》

の
問
題
が
い
か
に
深
く
「
密
教
風
の
誘
惑
」
に
関
わ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
宮
沢
賢
治 

幻
想

空
間
の
構
造
』
第
九
章
で
詳
し
く
論
じ
た
の
で
、
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。  

 

こ
う
し
て
、
賢
治
が
「
童
話
の
や
う
に
」
と
表
現
し
た
《
性
欲
》
の
問
題
は
、
仏
教
宇
宙
の
解
説
書
で

あ
る
「
倶
舎
論
」
を
仲
立
ち
と
し
て
、
《
天
界
》
の
問
題
に
結
び
付
く
こ
と
に
な
る
。  

 

夜
摩
天
の
衆
は
纔
か
に
抱
き
て
、
婬
を
成
ず
。
覩
史
多
天
は
、
但
だ
手
を
執
る
に
由
る
。
楽
変
化
天

は
、
相
向
ひ
て
笑
む
。
他
化
自
在
天
は
相
視
て
、
婬
を
成
ず
。  

                    

（
『
国
訳
大
蔵
経
』
「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
」
本
論
第
三 

世
間
及
世
界
）  

  

「
倶
舎
論
」
に
よ
れ
ば
、
位
の
高
い
天
人
ほ
ど
人
間
界
の
《
性
欲
》
の
在
り
よ
う
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。  

  
 

し
か
も
三
十
三
天
は 

 
 

や
っ
ぱ
り
そ
こ
に
た
し
か
に
あ
っ
て 

 
 

木
も
あ
れ
ば
風
も
吹
い
て
ゐ
る 

 
 

天
人
た
ち
の
恋
は 

 
 

相
見
て
え
ん
然
と
し
て
わ
ら
っ
て
や
み 

 
 
 
 
 

 

（
「
先
駆
形
Ａ
」 

50
〜
54
行
目
）  

  

「
天
人
た
ち
の
恋
は
／
相
見
て
え
ん
然
と
し
て
わ
ら
っ
て
や
み
」
と
は
、
《
人
界
》
の
住
民
と
し
て
の
《
性

欲
》
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
賢
治
に
と
っ
て
、
「
天
人
た
ち
の
恋
」
こ
そ
が
よ
り
本
来
的
な
《
性
欲
》
の

あ
り
よ
う
で
あ
る
、
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
「
谷
の
昧
爽
に
関
す
る
童

話
風
の
構
想
」
を
書
き
留
め
た
夜
の
賢
治
は
、
い
わ
ゆ
る
《
性
欲
》
か
ら
は
解
放
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
故
、
「
黄
水
晶
と
エ
メ
ラ
ル
ド
と
の
／
花
粉
ぐ
ら
ゐ
の
二
つ
の
星
が
／
童
話
の
や
う
に
婚
約
す
る
」

と
い
う
、
十
分
《
性
的
》
な
内
容
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
《
さ
わ
や
か
な
》
な
詩
句
が
生
ま
れ
た
の
で



あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。  

 
 

ま
た
、
同
じ
く
「
先
駆
形
Ａ
」
に
記
さ
れ
て
い
る
「
恐
ら
く
人
の
世
界
の
こ
ん
な
静
か
な
晩
は
／
修
羅

も
襲
っ
て
来
な
い
の
だ
ら
う
」
（
66
〜
67
行
目
）
の
詩
句
も
注
目
に
値
す
る
。
仏
教
教
義
か
ら
い
え
ば
、

「
修
羅
」
が
襲
う
の
は
帝
釈
天
宮
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
の
《
修
羅
》
は
賢
治
の
内
な
る
修

羅
と
も
響
き
あ
っ
て
い
る
は
ず
で
、
帝
釈
天
宮
に
「
修
羅
も
襲
っ
て
来
な
い
だ
ら
う
」
と
は
、
《
修
羅
》

に
襲
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
す
な
わ
ち
《
性
欲
》
を
自
覚
す
る
必
要
の
な
い
、
そ
の
晩
の
賢
治
の
心
の
平

穏
さ
を
象
徴
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。  

 

賢
治
が
確
か
に
読
ん
で
い
た
と
推
定
さ
れ
る
（
注
６
）
慈
雲
尊
者
の
『
十
善
法
語
』
の
「
不
邪
婬
戒
」

の
項
に
、
《
修
羅
》
と
《
愛
欲
》
と
の
関
わ
り
に
触
れ
た
箇
所
が
あ
る
の
で
傍
証
と
し
て
引
用
し
て
お
き

た
い
。  

 

此
心
身
愛
欲
に
随
順
す
れ
ば
、
此
の
世
界
悉
く
執
着
と
な
る
。
流
れ
て
我
慢
と
な
り
、
或
は
騰
諍
を

起
す
。
畜
生
界
、
阿
修
羅
界
も
、
こ
れ
よ
り
構
造
す
る
ぢ
ゃ
。  

  
 

  

四 

「
銀
河
の
窓
」
の
意
味
す
る
も
の 

  

さ
て
、
次
に
「
先
駆
形
Ｂ
」
に
論
を
移
し
た
い
。  

  
 

銀
河
の
な
か
で
一
つ
の
星
が
す
べ
っ
た
と
き 

 
 

は
て
な
く
ひ
ろ
が
る
と
思
は
れ
て
ゐ
た 

 
 

そ
こ
ら
の
星
の
け
む
り
を
と
っ
て 

 
 

あ
と
に
残
し
た
黒
い
傷 

 
 

そ
の
恐
ろ
し
い
銀
河
の
窓
は 

 
 

い
っ
た
い
そ
ら
の
ど
こ
だ
ら
う            

（
「
先
駆
形
Ｂ
」
27
〜
32
行
目
）  

  

「
銀
河
の
窓
」
の
向
こ
う
側
は
「
異
空
間
」
で
は
な
い
、
と
い
う
私
見
に
沿
っ
て
こ
れ
ら
の
詩
句
を
読

み
取
る
な
ら
ば
、
「
恐
ろ
し
い
銀
河
の
窓
」
と
は
《
銀
河
系
》
宇
宙
の
破
綻
の
兆
し
に
外
な
ら
な
い
。  

 

「
銀
河
の
窓
」
が
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
描
か
れ
る
「
石
炭
袋
」
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
（
注

７
）
が
、
大
塚
常
樹
に
よ
れ
ば
、
「
石
炭
袋
」
の
成
因
に
関
し
て
賢
治
は
ア
レ
ニ
ウ
ス
の
著
作
か
ら
知
識

を
得
、
そ
れ
を
「
先
駆
形
Ｂ
」
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
大
沢
正
善
が
詳
し
く
論
じ
た
吉

田
源
治
郎
の
『
肉
眼
に
見
え
る
星
の
研
究
』
（
大
11
・
８
）
に
は
、
「
石
炭
袋
」
に
関
し
て
、
「
昔
か
ら
、

一
種
の
畏
怖
を
以
て
仰
望
さ
れ
た
の
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
は
、
此
処
に
於
て
、
『
見
え
る
宇
宙
』

そ
の
も
の
を
貫
い
て
、
『
星
々
の
彼
方
の
暗
黒
』
を
覗
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
賢
治
が
作
中
に
「
銀
河
の
窓
」
や
「
石
炭
袋
」
を
書
き
込
ん
だ
背
景
に
は
、
そ
れ
な
り
の
科
学
的

根
拠
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。  

 

と
は
い
え
、
「
先
駆
形
Ｂ
」
や
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
お
け
る
あ
の
緊
迫
感
が
、
科
学
的
書
物
か
ら
得

た
知
識
に
よ
っ
て
の
み
形
成
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
賢
治
に
と
っ
て
の
「
銀
河
の
窓
」
や
「
石
炭
袋
」

の
「
恐
ろ
し
さ
」
と
は
、
賢
治
の
存
在
そ
の
も
の
に
関
わ
る
「
恐
ろ
し
さ
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
恐

ろ
し
い
銀
河
の
窓
」
の
箇
所
の
異
稿
に
は
、
「
そ
れ
は
悪
魔
の
考
え
だ
」
と
さ
え
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。  



 
こ
こ
で
、
す
で
に
提
示
し
た
、
「
先
駆
形
Ｂ
」
の
主
題
を
《
仏
界
》
の
問
題
に
見
る
と
い
う
視
点
が
意

味
を
帯
び
て
く
る
。
「
銀
河
の
窓
」
と
は
、
賢
治
に
と
っ
て
《
銀
河
系
》
宇
宙
の
破
綻
で
あ
る
と
同
時
に
、

《
仏
界
》
の
破
綻
を
意
味
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
と
い
う
の
も
、
拙
著
『
宮
沢
賢
治 

幻
想
空
間

の
構
造
』
第
九
章
で
指
摘
し
て
お
い
た
こ
と
だ
が
、
賢
治
に
と
っ
て
銀
河
の
星
々
は
《
曼
陀
羅
》
と
し
て

認
識
さ
れ
て
お
り
、
「
銀
河
の
窓
」
が
《
曼
陀
羅
》
の
一
部
欠
損
と
し
て
、
す
な
わ
ち
《
仏
界
》
の
破
綻

と
し
て
賢
治
に
受
け
取
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。  

 

さ
ら
に
、
賢
治
の
宇
宙
観
が
本
質
的
に
は
《
生
命
体
》
宇
宙
観
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
「
銀

河
の
窓
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
察
す
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
。  

 

例
え
ば
、
賢
治
は
晩
年
近
い
こ
ろ
の
書
簡
断
片
に
「
宇
宙
意
志
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
る
が
、
賢

治
に
と
っ
て
宇
宙
と
は
、
「
意
志
」
を
持
っ
た
一
つ
の
生
命
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、

こ
の
《
生
命
体
》
宇
宙
観
は
、
次
に
引
用
す
る
国
柱
会
の
田
中
智
学
の
教
学
か
ら
直
接
的
に
影
響
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
。  

 
 

宇
宙
万
象
は
こ
れ
真
理
の
顕
現
で
あ
る
か
ら
、
宇
宙
即
真
理
で
あ
る
。
思
想
的
に
い
ふ
と
宇
宙
の

現
象
の
用
を
つ
か
ま
へ
て
真
理
と
い
ふ
た
も
の
で
あ
る
。
真
理
が
あ
ツ
て
後
に
宇
宙
が
出
来
た
も
の

で
な
く
、
宇
宙
あ
り
て
此
に
真
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。
現
象
が
あ
ツ
て
そ
の
中
に
理
が
含
ま
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
宇
宙
な
く
現
象
が
な
け
れ
ば
、
真
理
と
い
ふ
も
の
は
あ
る
訳
は
な
い
。
現
象
已
外
何

物
も
な
い
と
な
れ
ば
、
現
象
即
実
在
、
宇
宙
即
真
理
で
あ
る
。
宇
宙
則
真
理
と
い
ふ
真
理
そ
の
も
の

を
集
積
し
、
醇
化
し
た
と
こ
ろ
に
一
の
代
表
的
大
勢
力
大
功
徳
力
を
認
め
て
仏
と
い
ふ
の
で
あ
る
。  

   

（
『
本
化
妙
宗
式
目
講
義
録
』 

第
四
巻
宗
要
門
第
三 

第
二
段
宗
旨
三
秘 

第
三
科
無
作
三
身
」
）

  
  

こ
れ
ら
の
智
学
の
言
辞
か
ら
、
賢
治
が
「
青
森
挽
歌
」
（
『
春
と
修
羅
』
第
一
集
）
に
記
し
た
「
そ
ら

や
愛
や
り
ん
ご
や
風 

す
べ
て
の
勢
力
の
た
の
し
い
根
源
／
万
象
同
帰
の
そ
の
い
み
じ
い
生
物
の
名
を
」

の
詩
句
を
連
想
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
智
学
は
別
の
箇
所
で
「
さ
れ
ば
本
仏
と
は
、
法
界
万
有
の
本
源

的
中
心
的
勢
力
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
法
界
万
有
は
、
こ
の
本
仏
を
中
心
と
し
て
、
つ
ね
に
一
定
の
軌
道
を

辿
る
べ
き
こ
と
は
、
て
う
ど
地
球
が
太
陽
の
軌
道
を
ま
は
り
つ
ゝ
あ
る
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
」
と
も
述
べ

て
お
り
、
賢
治
は
、
「
法
界
」
と
し
て
の
《
宇
宙
》
と
科
学
的
な
《
宇
宙
》
と
を
融
合
可
能
な
も
の
と
捉

え
、
そ
の
理
論
的
延
長
と
し
て
、
科
学
的
な
《
宇
宙
》
＝
《
仏
》
と
い
う
思
想
を
抱
く
に
至
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。  

 

と
は
い
え
、
賢
治
の
生
命
体
《
宇
宙
》
観
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
賢
治
の
科
学
的
宇
宙
観
が
基
本
的

に
は
島
宇
宙
説
以
前
の
《
宇
宙
》
＝
《
銀
河
系
》
説
で
あ
っ
た
と
い
う
前
提
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何

故
な
ら
、
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
に
「
新
た
な
時
代
は
世
界
が
一
の
意
識
に
な
り
生
物
と
な
る
方
向
に

あ
る
／
正
し
く
強
く
生
き
る
と
は
銀
河
系
を
自
ら
の
中
に
意
識
し
て
こ
れ
に
応
じ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
」

と
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
賢
治
の
《
銀
河
系
》
意
識
は
明
ら
か
に
《
宇
宙
》
＝
《
銀
河
系
》
説
宇
宙
観
に
基

づ
い
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
、
「
先
駆
形
Ｂ
」
に
記
さ
れ
た
「
誤
っ
て
か
あ
る
い

は
ほ
ん
た
う
に
か
／
銀
河
の
そ
と
と
み
な
さ
れ
た
」
（
33
〜
34
行
目
）
の
詩
句
は
、
賢
治
が
当
時
の
新
し

い
宇
宙
観
と
し
て
の
島
宇
宙
説
に
対
し
て
、
科
学
的
に
未
確
定
の
説
と
い
う
捉
え
方
を
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
お
り
、
賢
治
に
と
っ
て
の
《
宇
宙
》
が
基
本
的
に
は
《
銀
河
系
》
を
超
え
る
も
の
で
な
く
、
従
っ

て
、
「
銀
河
系
を
自
ら
の
中
に
意
識
す
る
」
（
前
出
）
と
は
「
仏
を
自
ら
の
中
に
意
識
す
る
」
こ
と
と
同



義
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。  

 
こ
の
よ
う
に
賢
治
に
お
け
る
《
銀
河
系
》
の
意
味
を
辿
っ
て
く
る
な
ら
ば
、
生
命
体
宇
宙
と
し
て
の
《
銀

河
系
》
に
底
知
れ
ぬ
「
虚
無
」
の
窓
の
存
在
す
る
こ
と
を
、
賢
治
が
《
仏
界
》
の
破
綻
と
し
て
捉
え
た
、

と
推
定
す
る
こ
と
は
十
分
に
根
拠
の
あ
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。
賢
治
に
と
っ
て
「
銀
河
の
窓
」
以
上
に
由
々

し
き
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。  

  

仏
教
に
お
け
る
「
四
劫
」
の
考
え
に
従
え
ば
、
賢
治
は
「
銀
河
の
窓
」
を
「
四
劫
」
の
内
の
「
壊
劫
」
の

予
感
と
し
て
恐
れ
て
い
た
と
の
仮
説
を
立
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
「
四
劫
」
と
は
「
此
の
世
界
の
成

立
よ
り
破
壊
を
経
て
次
の
成
立
に
至
る
ま
で
の
四
大
時
期
」
（
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
）
の
こ
と
で
、
「
壊

劫
」
と
は
「
世
間
災
漸
く
起
り
、
こ
の
世
を
壊
す
る
時
、
中
間
長
久
な
る
こ
と
無
量
無
限
に
し
て
、
日
月

歳
数
を
以
て
称
計
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
（
同
）
と
さ
れ
、
世
界
が
崩
壊
に
向
か
う
無
限
に
長
い
時
期
の

こ
と
で
あ
る
。
賢
治
は
、
詩
「
〔
南
の
は
て
が
〕
」
（
生
前
未
発
表
、
『
春
と
修
羅
』
第
二
集
所
収
、
大

正
十
三
年
十
月
四
日
の
日
付
あ
り
）
の
下
書
稿
（
二
）
に
「
劫
初
の
風
」
の
語
を
用
い
て
お
り
、
「
壊
劫
」

に
関
す
る
知
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
と
い
え
る
。  

 

さ
て
、
い
よ
い
よ
「
銀
河
の
窓
」
の
問
題
に
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

 

「
そ
の
恐
ろ
し
い
銀
河
の
窓
は
／
い
っ
た
い
そ
ら
の
ど
こ
だ
ら
う
」
と
、
《
仏
界
》
の
崩
壊
の
予
感
に

怯
え
る
賢
治
で
は
あ
る
が
、
す
ぐ
次
の
行
で
、
「
誤
っ
て
か
あ
る
い
は
ほ
ん
た
う
に
か
／
銀
河
の
そ
と
と

見
な
さ
れ
た
／
星
雲
の
数
は
ど
れ
だ
ら
う
」
と
、
《
銀
河
系
》
の
外
に
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
「
星
雲
」

を
探
す
こ
と
に
な
る
。
《
銀
河
系
》
が
一
つ
の
《
仏
界
》
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
銀
河
の
そ
と
と
見
な
さ
れ
」

る
「
星
雲
」
も
ま
た
一
つ
の
《
仏
界
》
で
あ
る
は
ず
だ
。  

  
 

普
賢
菩
薩
が
華
厳
で
説
く 

 
 

も
ろ
も
ろ
の
仏
界
の
ふ
し
ぎ
な
か
た
ち 

 
 

あ
る
い
は
花
台
の
か
た
ち
を
な
し 

 
 

あ
る
い
は
円
く
あ
る
い
は
た
ひ
ら 

 
 

そ
れ
は
あ
る
い
は
そ
の
刹
那
の 

 
 

覚
者
の
意
志
に
よ
り
住
し 

 
 

あ
る
い
は
衆
生
の
業
に
よ
り
、  

 
 

あ
る
い
は
因
縁
に
よ
り
住
す
る
と 

 
 

そ
れ
の
ど
れ
か
が
星
雲
で 

 
 

こ
ゝ
か
ら
や
は
り
見
え
る
だ
ら
う
か               

（
「
先
駆
形
Ｂ
」
36
〜
45
行
目
）  

  

賢
治
は
、
「
普
賢
菩
薩
」
が
「
華
厳
経
」
で
説
い
た
諸
々
の
《
仏
界
》
が
、
「
星
雲
」
と
し
て
こ
こ
か

ら
見
え
る
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
８
）
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
は
、
「
星
雲
」

が
《
仏
界
》
で
あ
る
こ
と
の
確
認
こ
そ
が
「
銀
河
の
窓
」
を
恐
れ
ず
に
す
む
た
め
の
条
件
で
あ
る
よ
う
な

論
理
が
隠
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
る
た
め
の
鍵
が
「
華
厳
経
」
に
あ
る
。  

 

一
切
の
塵
に
等
し
き
諸
仏
の
刹
は
、
普
賢
菩
薩
の
一
念
に
起
り
、
無
量
劫
に
行
じ
て
衆
生
を
化
し
、

法
界
に
充
満
し
て
自
在
を
現
ず
。  

 

仏
子
よ
、
諸
の
世
界
海
に
種
種
の
形
あ
り
。
或
は
方
、
或
は
円
、
或
は
方
円
に
非
ず
、
或
は
水
の
す



る
が
故
く
、
或
は
復
た
華
の
形
の
如
く
、
或
は
種
種
の
衆
生
の
形
を
な
す
者
あ
り
。  

                          

（
『
国
訳
大
蔵
経
』
「
国
訳
大
方
仏
華
厳
経
」 

盧
舎
那
仏
品
第
二
）  

 

「
華
厳
経
」
に
は
、
諸
々
の
《
仏
界
》
の
存
在
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
我
々
の
す
む

世
界
の
教
主
で
あ
る
盧
舎
那
仏
の
そ
れ
は
「
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
」
で
あ
り
、
東
に
は
「
浄
蓮
華
勝
光
荘
厳
」

と
呼
ば
れ
る
《
仏
界
》
が
、
南
に
は
「
衆
宝
月
光
荘
厳
蔵
」
と
呼
ば
れ
る
《
仏
界
》
が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
す

る
と
い
う
よ
う
に
、
「
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
」
の
東
西
南
北
上
下
無
数
に
《
仏
界
》
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

   

こ
こ
で
「
華
厳
経
」
宇
宙
に
賢
治
の
宇
宙
観
を
対
応
さ
せ
て
考
え
る
と
、
《
銀
河
系
》
が
「
蓮
華
蔵
荘

厳
世
界
」
に
、
銀
河
系
外
に
あ
る
《
星
雲
》
が
「
浄
蓮
華
勝
光
荘
厳
」
や
「
衆
宝
月
光
荘
厳
蔵
」
に
当
た

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
る
と
、
引
用
し
た
「
一
切
の
塵
に
等
し
き
諸
仏
の
刹
は
、

普
賢
菩
薩
の
一
念
に
起
り
…
…
」
の
経
文
が
「
諸
々
の
《
仏
界
》
は
普
賢
菩
薩
の
願
行
に
よ
っ
て
在
ら
し

め
ら
れ
て
い
る
」
と
の
意
に
読
め
る
こ
と
か
ら
、
「
普
賢
菩
薩
が
華
厳
で
説
く
／
も
ろ
も
ろ
の
仏
界
の
ふ

し
ぎ
な
か
た
ち
」
の
「
ど
れ
か
が
星
雲
で
／
こ
ゝ
か
ら
や
は
り
見
え
る
だ
ら
う
か
」
の
詩
句
は
、
「
『
銀

河
の
窓
』
の
向
こ
う
側
に
、
『
星
雲
』
と
し
て
《
仏
界
》
が
見
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
宇
宙
は
現
に
普
賢
菩

薩
が
修
行
し
た
ま
う
世
界
の
は
ず
だ
」
と
い
う
願
い
に
支
え
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の

で
あ
る
。  

 

で
は
、
「
も
ろ
も
ろ
の
仏
界
の
ふ
し
ぎ
な
か
た
ち
」
で
あ
る
「
花
台
の
か
た
ち
」
や
「
円
」
「
た
ひ
ら
」

な
《
仏
界
》
と
、
銀
河
系
の
外
の
存
在
と
し
て
見
え
る
（
は
ず
）
の
《
星
雲
》
と
は
、
賢
治
の
中
で
ど
の

よ
う
に
結
び
合
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
が
特
に
注
目
す
る
の
が
、
「
水
の 

 

す
る
が
如
」
（
前
出

引
用
文
）
き
形
を
し
た
《
仏
界
》
の
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
賢
治
は
こ
の
「
水
の 
 

す
る
が
如
」
き

か
た
ち
に
関
し
て
詩
中
に
書
き
込
む
こ
と
を
し
て
い
な
い
が
、
読
み
落
と
し
た
結
果
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

『
国
訳
大
蔵
経
』
（
注
９) 

脚
注
に
よ
れ
ば
、
「
水
の 

 

す
る
が
如
」
き
形
と
は
「
水
深
く
う
づ
ま
き
て

流
る
ゝ
貌
な
り
」
で
あ
り
、
《
渦
巻
き
状
》
の
形
と
い
え
る
。
こ
の
《
渦
巻
き
状
》
の
《
仏
界
》
の
存
在

こ
そ
が
、
「
銀
河
の
外
と
見
な
さ
れ
た
」
《
渦
巻
き
状
》
の
《
星
雲
》
を
《
仏
界
》
と
し
て
認
識
し
得
る

可
能
性
を
賢
治
に
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。  

  

こ
こ
に
お
け
る
賢
治
の
宇
宙
観
は
、
明
ら
か
に
島
宇
宙
説
的
で
あ
る
。
よ
り
賢
治
の
心
情
に
即
せ
ば
、
あ

る
べ
き
姿
と
し
て
の
島
宇
宙
説
へ
の
期
待
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
賢
治
は
《
仏
界
》
の
崩
壊
の
予
感
を
科

学
的
に
打
ち
消
す
た
め
に
、
島
宇
宙
説
を
取
り
入
れ
る
か
た
ち
で
宇
宙
の
概
念
を
拡
大
さ
せ
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
仏
教
の
側
か
ら
理
論
的
に
裏
付
け
る
こ
と
の
で
き
る
経
典
が
「
華
厳
経
」

で
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
賢
治
は
そ
の
確
証
を
科
学
的
に
も
宗
教
的
に
も
掴
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
故
、
い
み
じ
く
も
大
塚
常
樹
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
も
し
石
炭
袋
＝
暗
黒
星
雲
と
い
う
知
識
や

島
宇
宙
説
へ
の
信
頼
が
賢
治
に
充
分
あ
っ
た
な
ら
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
は
全
く
別
の
物
に
な
っ
た
に
違
い

な
い
」
と
も
い
い
得
る
の
で
あ
る
。  

  
 
 

六 

詩
稿
書
き
換
え
の
本
質 

  

さ
て
、
以
上
で
ほ
ぼ
「
先
駆
形
Ａ
」
「
先
駆
形
Ｂ
」
に
関
す
る
私
の
基
本
的
読
解
を
提
示
し
終
え
た
。

「
先
駆
形
Ａ
」
か
ら
「
先
駆
形
Ｂ
」
へ
の
書
き
換
え
は
、
単
な
る
字
句
の
差
し
替
え
や
表
現
の
工
夫
と
い

っ
た
レ
ベ
ル
に
留
ま
る
問
題
で
な
く
、
対
象
と
な
る
宇
宙
空
間
の
拡
大
を
伴
う
本
質
的
な
書
き
換
え
で
あ

っ
た
。
科
学
的
空
間
と
し
て
は
《
太
陽
系
》
か
ら
《
銀
河
系
》
へ
、
仏
教
的
空
間
と
し
て
は
《
天
界
》
か



ら
《
仏
界
》
へ
と
拡
大
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
銀
河
＝
宇
宙
説
か
ら
島
宇
宙
説
へ
、
倶
舎
論
か
ら
華
厳
経
へ
と

認
識
の
核
と
な
る
思
想
を
移
し
な
が
ら
、
書
き
換
え
は
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。  

 

た
だ
、
「
先
駆
形
Ａ
」
か
ら
「
先
駆
形
Ｂ
」
へ
の
書
き
換
え
が
、
後
者
が
前
者
を
否
定
す
る
か
た
ち
で

成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
私
が
「
拡
大
」
と
い
う
語
を
用
い
た
よ
う
に
、
後
者
が
前
者
を
包
含
す

る
か
た
ち
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
「
先
駆
形
Ａ
」
と
「
先
駆
形
Ｂ
」
と

は
矛
盾
な
く
併
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
だ
わ
れ
わ
れ
が
、
「
先
駆
形
Ａ
」
と
「
先
駆
形
Ｂ
」
と
を
重

ね
合
わ
せ
て
読
も
う
と
し
た
場
合
、
「
そ
ん
な
に
遠
い
こ
と
で
な
い
」
は
ず
の
「
天
や
餓
鬼
」
の
「
国
土
」

が
「
銀
河
の
窓
」
の
向
こ
う
側
に
存
在
す
る
、
と
い
う
矛
盾
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。  

 

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
書
き
換
え
は
い
つ
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
生
成
と
の

関
わ
り
を
追
究
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
考
察
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
で
あ
る
。 

  

校
本
全
集
編
集
者
の
推
定
を
も
と
に
考
察
を
進
め
る
な
ら
ば
、
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
の
下

書
稿
（
一
）
に
用
い
ら
れ
た
赤
罫
詩
稿
用
紙
の
使
用
上
限
は
「
大
正
十
五
年
（
昭
和
元
年
）
の
終
わ
り
か

昭
和
二
年
の
は
じ
め
頃
」
で
あ
り
、
下
書
稿
（
一
）
の
段
階
で
す
で
に
、
初
稿
ス
ケ
ッ
チ
の
成
立
し
た
大

正
一
三
年
八
月
十
七
日
か
ら
二
年
以
上
の
ひ
ら
き
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
問
題
の
下
書
稿
（
五
）
は

同
じ
く
赤
罫
詩
稿
用
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
下
書
稿
（
六
）
の
記
さ
れ
た
黄
罫
詩
稿
用
紙
使
用
の
一
段

階
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
黄
罫
詩
稿
用
紙
の
推
定
使
用
時
期
で
あ
る
「
昭
和
五
年
頃
か
ら
七
年
頃
」
の
少

し
前
ま
で
成
立
時
期
の
下
が
る
可
能
性
が
あ
る
。  

  

一
方
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
成
立
時
期
で
あ
る
が
、
鉛
筆
書
き
の
第
一
次
稿
が
「
大
正
十
三
年
の
十
二

月
頃
」
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
「
石
炭
袋
」
が
書
き
込
ま

れ
て
い
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
「
石
炭
袋
」
す
な
わ
ち
「
銀
河
の
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
は
「
〔
北

い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
（
「
下
書
稿
Ｂ
」
）
か
ら
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
流
れ
込
ん
だ
の
で
は
な
く
、

逆
に
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
か
ら
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
に
流
れ
込
ん
だ
と
の
推
定
が
成
り
立

つ
。  

 

し
か
し
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
「
銀
河
の
窓
」
を
除
く
各
部
分
の
発
想
は
、
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星

ぞ
ら
に
〕
」
（
「
先
駆
形
Ａ
」
）
や
、
そ
の
一
月
前
の
日
付
を
有
す
「
薤
露
青
」
等
の
い
わ
ゆ
る
「
一
九

二
四
年
七
月
・
八
月
詩
群
」
と
か
な
り
の
点
で
共
通
性
が
見
い
だ
さ
れ 

（
注
10
） 

、
作
品
生
成
の
順
序
と

し
て
は
、
や
は
り
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
（
初
稿
ス
ケ
ッ
チ
）
を
含
む
「
一
九
二
四
年
七
月
・

八
月
詩
群
」
が
先
で
、
そ
の
後
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
（
第
一
次
稿
）
が
書
か
れ
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で

あ
る
。  

 

と
な
れ
ば
、
現
時
点
で
推
定
し
得
る
こ
と
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星

ぞ
ら
に
〕
」
が
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
た
大
正
十
三
年
八
月
、
賢
治
は
す
で
に
「
銀
河
の
窓
（
石
炭
袋
）
」
に
関

す
る
何
ら
か
の
知
識
を
有
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
「
銀
河
の
窓
（
石
炭
袋
）
」
は
「
〔
北
い
っ
ぱ

い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
の
ス
ケ
ッ
チ
に
取
り
込
ま
れ
る
に
は
至
ら
ず
、
ス
ケ
ッ
チ
は
、
そ
の
夜
の
賢
治
の
関

心
事
で
あ
っ
た
《
天
界
》
の
所
在
の
問
題
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
お
そ
ら
く
数
ヵ
月
を
経
ず

し
て
、
「
石
炭
袋
」
の
最
終
部
を
含
む
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
（
第
一
次
稿
）
が
成
立
し
た
が
、
「
〔
北
い

っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
は
、
《
天
界
》
を
主
題
と
す
る
か
た
ち
で
推
敲
が
進
め
ら
れ
て
い
き
、
「
昭
和

五
年
か
ら
七
年
頃
」
（
黄
罫
詩
稿
用
紙
使
用
時
期
）
ま
で
に
は
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
同
じ
宇
宙
観
に

基
づ
く
作
品
「
下
書
稿
Ｂ
」
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
た
。  

 

下
書
稿
（
一
）
〜
（
六
）
を
有
す
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
と
、
第
一
次
稿
〜
第
四
次
稿
を

有
す
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
。
両
作
の
密
接
で
複
雑
な
関
係
は
、
未
だ
そ
の
全
体
の
姿
を
現
し
た
わ
け
で
は



な
い
。
拙
稿
が
賢
治
に
お
け
る
詩
と
童
話
の
生
成
の
秘
密
を
解
く
一
つ
の
礎
に
で
も
な
り
得
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。  

 

最
後
に
、
賢
治
に
と
っ
て
の
詩
と
童
話
に
対
す
る
覚
悟
の
よ
う
な
も
の
に
触
れ
て
お
き
た
い
。 

「
先
駆
形
Ｂ
」
の
詩
に
お
い
て
、
賢
治
が
「
銀
河
の
窓
」
の
向
こ
う
側
に
《
星
雲
》
を
探
し
求
め
た
こ
と

と
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
お
い
て
、
主
人
公
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
「
石
炭
袋
」
の
中
に
飛
び
込
む
勇
気
を
も

ち
得
た
こ
と
と
は
、
賢
治
が
い
か
に
己
れ
の
生
と
作
品
創
造
と
を
密
接
に
連
関
さ
せ
て
い
た
か
を
証
し
て

お
り
、
心
う
た
れ
る
思
い
が
す
る
。
詩
に
お
い
て
賢
治
は
、
「
銀
河
の
窓
」
の
向
こ
う
側
に
《
星
雲
》
を

見
い
出
し
得
ず
、
童
話
に
お
い
て
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
「
石
炭
袋
」
の
中
に
突
き
進
み
得
た
か
定
か
で
は
な

い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
賢
治
と
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
、
こ
の
宇
宙
が
仏
の
力
に
よ
っ
て
在
ら
し
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
信
じ
続
け
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
賢
治
が
農
民
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
、
ジ
ョ

バ
ン
ニ
が
苦
し
み
の
多
い
現
実
世
界
に
戻
っ
て
き
た
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
こ
の
宇
宙
が
仏
の
力
に
よ
っ
て

在
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
、
彼
ら
の
生
涯
を
か
け
た
証
明
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
賢
治
が

メ
モ
に
記
し
た
「
内
省
及
実
行
に
よ
る
証
明
」
（
前
出
）
の
「
実
行
」
と
は
、
こ
の
こ
と
を
指
す
に
違
い

な
い
。 

  

注 
 

（
１
）
「
『
薤
露
青
』
解
説
」
（
「
ユ
リ
イ
カ
」
昭
47
・
８
月
号
。
『
討
議
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
は
何

か
』
昭
51
、
青
土
社
に
再
録
）  

 

（
２
）
「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
」
本
論
第
三
世
間
及
世
界
（
『
国
訳
大
蔵
経
』
）
に
香
を
食
す
生
き
物
に
つ

い
て
記
し
た
箇
所
が
あ
り
、
「
香
食
類
」
の
語
の
出
典
と
考
え
ら
れ
る
。
香
を
食
す
生
き
物
に
は
「
中
有
」

「
天
」
「
劫
初
」
の
三
種
が
あ
る
と
す
る
。  

 

（
３
）
童
話
「
〔
ペ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム
の
伝
記
〕
」  

三
十
人
の
部
下
た
ち
が
ま
は
り
に
集
ま
っ
て
実
に
心
配
さ
う
に
し
て
ゐ
ま
す
。
／
「
あ
ゝ
僕
は
ど

う
し
た
ん
だ
ら
う
。
」
／
「
只
今
空
か
ら
落
ち
て
お
い
で
ゞ
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ご
気
分
は
い
か
ゞ

で
す
か
」 

      

童
話
「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」  

（
た
う
た
う
ま
ぎ
れ
込
ん
だ
、
人
の
世
界
の
ツ
ェ
ラ
高
原
の
空
間
か
ら
天
の
空
間
へ
ふ
っ
と
ま
ぎ

れ
こ
ん
だ
の
だ
。
）  

詩
「
阿
耨
達
池
幻
想
曲
」  

虚
空
に
小
さ
な
裂
罅
が
で
き
る
に
さ
う
い
な
い
／
…
…
そ
の
虚
空
こ
そ
／
ち
が
っ
た
極
微
の
所
感

体
／
異
の
空
間
へ
の
媒
介
者
…
… 

―
略
― 

も
う
わ
た
く
し
は
阿
耨
達
池
の
白
い
渚
に
立
っ
て
ゐ

る 
      

詩
「
晴
天
恣
意
」  

つ
め
た
く
う
ら
ら
か
な
蒼
穹
の
は
て
／
五
輪
峠
の
上
の
あ
た
り
に
／
白
く
巨
き
な
仏
頂
体
が
立
ち

ま
す
と
／
数
字
に
つ
か
れ
た
わ
た
く
し
の
眼
は
／
ひ
と
た
び
そ
れ
を
異
の
空
間
の
／
高
貴
な
塔
と

も
愕
ろ
き
ま
す
が
／
畢
竟
あ
れ
は 

―
略
― 

ま
ば
ゆ
い
積
雲
で
す 

 

（
４
）
「
銀
河
の
窓
」
に
類
似
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
童
話
「
烏
の
北
斗
七
星
」
に
見
ら
れ
る
《
空
の

ひ
び
》
感
覚
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
詩
「
阿
耨
達
池
幻
想
曲
」
に
見
ら
れ
る
同
じ
《
空
の
ひ
び
》
感
覚
が
、

童
話
「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」
の
「
天
の
空
間
」
と
同
質
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
世
界
に
紛

れ
込
む
こ
と
が
あ
り
得
る
よ
う
な
「
異
空
間
」
の
一
種
と
し
て
理
解
が
可
能
だ
と
考
え
る
。  



 

ま
た
、
詩
「
〔
温
く
含
ん
だ
南
の
風
に
〕
」
に
見
ら
れ
る
「
西
蔵
魔
神
」
も
「
銀
河
の
窓
」
を  

     

連
想
さ
せ
る
が
、
こ
れ
は
文
脈
か
ら
推
定
し
て
明
ら
か
に
星
空
に
か
か
る
雲
の
こ
と
で
あ
り
、

       

問
題
意
識
と
し
て
は
《
天
界
》
に
関
わ
る
こ
と
ゆ
え
、
「
銀
河
の
窓
」
と
は
異
質
と
推
定
さ

れ
る
。 
（
５
）
フ
ー
リ
エ
の
「
宇
宙
開
闢
説
」
に
よ
れ
ば
、
「
天
体
は
一
個
の
生
物
で
あ
り
、
そ

こ
に
居
住
す 

 
 

る
も
の
は
い
ず
れ
も
道
徳
や
知
性
な
ど
の
点
で
は
そ
の
天
体
よ
り
も
劣
っ
て

い
て
も
や
は
り
永 

 
 

遠
の
霊
魂
を
も
っ
て
い
る
。
個
体
が
死
ぬ
と
そ
の
霊
魂
は
隣
り
の
空
間

に
移
り
、
そ
れ
か
ら
も 

 
 

と
の
遊
星
の
別
の
住
民
に
生
ま
れ
か
わ
っ
て
戻
っ
て
く
る
」
（
フ

ラ
ン
ソ
ワ
・
グ
レ
コ
ワ
ー
ル
著 

 
 

『
死
後
の
世
界
』
ク
セ
ジ
ュ
文
庫
よ
り
引
用
）
と
さ
れ
る
。

   

当
時
に
お
け
る
賢
治
と
の
接
点
等
の
文
献
的
調
査
は
未
了
で
あ
る
。  

 

（
６
）
詩
「
不
貪
慾
戒
」
（
『
春
と
修
羅
』
第
一
集
所
収
）
に
「
慈
雲
尊
者
に
し
た
が
へ
ば
／
不
貪
慾
戒 

     

の
す
が
た
で
す
」
の
詩
句
が
見
ら
れ
る
。  

 

（
７
）
吉
田
源
治
郎
の
『
肉
眼
に
見
え
る
星
の
研
究
』
に
従
え
ば
、
賢
治
が
「
銀
河
の
窓
」
と
呼
ん
だ
「
石

炭
袋
」
は
「
北
の
石
炭
袋
」
に
あ
た
り
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
お
け
る
「
石
炭
袋
」
は 

「
南
の
石
炭
袋
」

に
あ
た
る
。  

 

（
８
）
本
詩
と
「
華
厳
経
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
た
先
駆
的
研
究
と
し
て
、
亀
井
茂
の
「
賢
治   

   

と
早
地
峯
（
Ⅴ
）
―
詩
・
二
題
を
中
心
に
し
て
」
（
「
早
池
峯
」
第
５
号
、
昭
51
）
が
あ
る
。 

 

（
９
）
小
倉
豊
文
作
成
の
「
宮
沢
賢
治
所
蔵
図
書
目
録
」
に
『
国
訳
大
蔵
経
』
（
国
民
文
庫
刊
行
会
刊
） 

     

が
含
ま
れ
て
お
り
、
賢
治
は
『
国
訳
大
蔵
経
』
で
「
華
厳
経
」
を
読
ん
だ
可
能
性
が
高
い
。  

 

（
10
）
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
「
一
九
二
四
年
七
月
・
八
月
詩
群
」
と
の
共
通
性
に
関
し
て
は
、
注 

（
１
）

      

の
「
『
薤
露
青
』
解
説
」
に
指
摘
が
あ
る
。
私
見
は
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。  

                   



                   

第
四
章 

「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
研
究
・
２ 

  
 
 
 
 
 

《
一
七
九
》
草
稿
群
の
成
立
と
解
体 

 
 
 
  
 
   
 
 
  
 
 

―
転
生
す
る
《
心
象
》
―  

        

一 

《v
er
si
on
s

》 
  

《
一
七
九
》
草
稿
群
と
は
、
校
本
全
集
に
お
い
て
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
（
『
春
と
修
羅
』

第
二
集
）
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、
下
書
稿
一
か
ら
下
書
稿
六
に
お
よ
ぶ
、
賢
治
詩
中
最
も
複
雑
な
推
敲
過

程
を
有
す
草
稿
群
の
こ
と
で
あ
る
。
賢
治
童
話
の
代
表
作
で
あ
る
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
も
密
接
な
関
連

が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
私
自
身
、
「
『
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
』
試
読 

―
《
異
の
空
間
》
と
《
銀

河
の
窓
》
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
―
」
（
「
日
本
近
代
文
学
」
第
49
集
、
平
５
。
前
章
第
三
章
所
収
）
と
題

し
、
す
で
に
考
察
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
当
時
の
読
み
と
現
在
の
読
み
に
基
本
的
な
変
化
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
以
下
述
べ
る
こ
と
の
多
く
は
重
複
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
今
回
は
特
に
、

天
沢
退
二
郎
の
企
図
す
る
《versions

》
な
る
視
点
か
ら
改
め
て
本
草
稿
群
を
読
み
返
し
て
み
た
い
と
考
え

る
。  

 

前
出
拙
論
に
お
い
て
私
の
主
張
し
た
こ
と
の
要
諦
は
、
六
段
階
に
及
ぶ
下
書
稿
は
下
書
稿
五
の
「
手
入

れ
①
」
ま
で
と
同
「
手
入
れ
②
」
以
降
と
で
区
分
で
き
、
そ
れ
は
作
品
の
主
題
の
変
化
に
対
応
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
者
は
《
天
界
》
を
、
後
者
は
《
仏
界
》
を
主
た
る
思
索
対
象
に
し
て
い
る
と
い
う

の
が
私
見
で
あ
る
。
し
か
し
《versions

》
と
し
て
の
視
点
を
と
っ
た
場
合
、
拙
論
の
と
っ
た
二
分
法
で
は



不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
《
一
七
九
》
草
稿
群
は
、
基
本
的
に
三
分
割
し
て
考
察
す
べ
き
で
あ

り
、
さ
ら
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
に
関
す
る
考
察
も
必
要
と
な
る
。
私
が
拙
論
に
お
い
て
考
察
し
た
も
の
は

三
種
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
う
ち
の
二
種
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
の
考
察
に
関
し
て
は
、
全
く
埋
没
し
て
し
ま

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
に
当
た
る
も
の
は
ど
れ
な
の
か
。
「
一
九
二
四
、
八
、

一
七
」
と
い
う
日
付
に
お
い
て
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
た
も
の
が
ま
さ
に
そ
れ
な
の
だ
が
、
手
帳
の
よ
う
な
も
の

に
走
り
書
き
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
残
念
な
が
ら
現
存
し
て
い
な
い
。
現
存
草
稿
は
す
べ
て
原
稿
用

紙
（
下
書
稿
一
〜
五
は
赤
罫
詩
稿
用
紙
、
六
は
黄
罫
詩
稿
用
紙
）
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。  

 

手
帳 

← 

ノ
ー
ト 

← 

原
稿
用
紙
の
順
に
改
稿
が
進
ん
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
目
に
す
る
《
一
七
九
》

草
稿
群
と
は
、
す
で
に
「
一
九
二
四
、
八
、
一
七
」
の
日
付
か
ら
隔
た
っ
た
時
点
で
の
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》

で
あ
り
、
こ
れ
に
《versions

》
の
概
念
を
投
影
さ
せ
れ
ば
、
《
一
七
九
》
草
稿
群
そ
れ
自
体
が
ヴ
ァ
ー
ジ

ョ
ン
の
集
積
体
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
は
《
手
帳
》
に
書
か
れ
て
お

り
、
形
態
の
上
か
ら
見
れ
ば
明
ら
か
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
、
原
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
《
一

七
九
》
草
稿
群
の
よ
う
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
群
と
を
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
べ
き
な
の
か
。

ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
な
ど
で
用
い
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
な
る
関
係
の
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
お
そ
ら
く
、
《
化
石
を
含
ん
だ
地
層
》
に
た
と
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
ど
の
地
層
面
を
割

る
か
に
よ
っ
て
現
れ
る
化
石
の
種
類
は
異
な
る
が
、
化
石
そ
の
も
の
は
確
実
に
そ
の
地
層
の
時
代
を
語
り
、

化
石
の
異
な
り
は
価
値
の
異
な
り
を
意
味
し
な
い
。  

 

そ
れ
に
し
て
も
賢
治
は
、
な
ぜ
、
「
一
九
二
四
、
八
、
一
七
」
と
い
う
日
付
を
、
下
書
稿
一
か
ら
下
書

稿
六
の
各
段
階
（
下
書
稿
四
を
除
く
）
に
記
し
続
け
た
の
か
。
使
用
原
稿
用
紙
の
調
査
か
ら
、
そ
の
間
少

な
く
と
も
五
、
六
年
の
経
過
が
推
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
ス
ケ
ッ
チ
の
当
日
か
ら
下
書
稿
一
ま
で
の
《
手

帳
》
《
ノ
ー
ト
》
段
階
の
時
間
的
経
過
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
賢
治
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
を

あ
え
て
消
し
去
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
『
春
と
修
羅
』

序
の
「
（
ひ
か
り
は
た
も
ち
、
そ
の
電
燈
は
失
は
れ
）
」
の
詩
句
で
あ
る
。
こ
の
詩
句
は
「
わ
た
く
し
と

い
う
現
象
」
の
存
在
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
引
用
と
し
て
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
が
、
光
源
と
し

て
の
「
電
燈
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
）
」
が
失
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
象
と
し
て
の
「
ひ
か
り
（v

ersions

）
」
が
保
た
れ
る
と
み
れ
ば
、
そ
こ
に
、
現
象
と
し
て
の
《
賢
治
》
と
、
現
象
と
し
て
の
《versio

ns

》
と
い
う
同
質
性
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
目
に
す
る
膨
大
な
草
稿
群
と
は
、
賢
治

と
い
う
現
象
の
《
地
層
断
面
》
で
あ
り
、
《
光
の
カ
タ
ロ
グ
》
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。  

 

さ
て
、
本
稿
で
は
《versions

》
と
し
て
の
草
稿
群
の
読
み
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
次
の
よ
う
に
三
分
割
し

て
考
察
し
て
み
た
い
。  

 

◇
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
１
）
…
… 

下
書
稿
一
か
ら
下
書
稿
三
の
「
初
形
」
ま
で
。  

◇
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
２
）
…
… 

下
書
稿
三
の
「
手
入
れ
①
」
か
ら
下
書
稿
五
の
「
手
入
れ
①
」
ま
で
。
◇

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
３
）
…
… 

下
書
稿
五
の
「
手
入
れ
②
」
か
ら
下
書
稿
六
「
最
終
形
」
ま
で
。  

       

二 

《
時
》
と
《
場
所
》
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
か
ら
の
投
影 

  

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
版
の
考
察
に
入
る
前
に
、
《
時
》
と
《
場
所
》
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
の
特
質
と
し
て
、
従
来
よ
り
《
時
》
と
《
場
所
》
の
不
変
性
が
指
摘
さ
れ

て
き
た
。
む
ろ
ん
、
《
一
五
八 

夏
幻
想
》
と
《
一
六
五 

夏
》
と
の
合
体
と
い
っ
た
例
外
の
存
在
も
指



摘
で
き
る
が
、
《
一
七
九
》
草
稿
群
の
場
合
、
「
一
九
二
四
、
八
、
一
七
」
の
日
付
が
ほ
ぼ
全
て
の
下
書

稿
に
記
さ
れ
て
お
り
、
《
時
》
の
不
変
性
は
保
持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
《
場
所
》
に
関
し
て
も
同

様
の
こ
と
が
い
え
る
。
詩
中
の
賢
治
は
、
岳
部
落
を
出
発
、
左
手
に
鶏
頭
山
、
中
岳
、
早
池
峰
山
の
稜
線

を
、
右
手
に
は
薬
師
岳
に
連
な
る
稜
線
を
仰
ぐ
か
た
ち
で
、
そ
の
谷
間
を
早
池
峰
山
の
登
山
口
で
あ
る
河

原
坊
の
方
角
へ
、
真
東
に
歩
い
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
た
景
色
は
各
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
間

で
多
少
表
現
上
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
基
本
的
に
、
賢
治
は
同
じ
場
所
に
立
ち
同
じ
景
色
を

書
き
記
し
て
い
る
。  

 

「
一
九
二
四
、
八
、
一
七
」
と
い
う
《
時
》
に
お
い
て
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
た
《
場
所
》
が
、
各
ヴ
ァ
ー
ジ

ョ
ン
を
貫
い
て
保
ち
続
け
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
《
時
》
と
《
場
所
》
と
い
う
不
変
の
要
素
は
オ
リ
ジ

ナ
ル
版
に
お
い
て
も
同
じ
《
時
》
と
《
場
所
》
で
あ
っ
た
と
い
い
得
る
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
賢
治
が
草
稿

群
に
書
き
残
し
た
《
時
》
と
《
場
所
》
の
事
実
性
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
も
、
そ
れ
な
り
の
意
義
が
あ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
次
に
、
も
う
少
し
詳
し
く
賢
治
の
ス
ケ
ッ
チ
し
た
《
時
》
と
《
場
所
》
に
つ
い
て

考
察
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。  

 

下
書
稿
三
に
「
社
務
所
の
方
も
蒼
く
ひ
っ
そ
り
／
萱
野
十
里
も
終
り
に
な
っ
て
／
―
略
―
／
路
は
ひ
と

す
じ
し
ら
し
ら
と
し
て
／
原
始
の
暗
い
椈
林
／
つ
め
た
い
霧
に
は
い
ら
う
と
す
る
」
と
あ
る
。
「
社
務
所
」

と
は
岳
部
落
に
あ
る
早
池
峰
神
社
の
社
務
所
の
こ
と
で
あ
る
。
「
萱
野
十
里
」
と
は
ど
こ
か
。
単
に
賢
治

が
「
萱
」
の
茂
っ
た
「
野
」
を
そ
の
よ
う
に
表
現
し
た
も
の
と
も
と
れ
る
が
、
亀
井
茂
氏
が
「
賢
治
と
早

池
峰
山
（
Ⅴ
） 

―
詩
・
二
題
を
中
心
に
し
て
―
」
（
「
早
池
峰
」
第
５
号
、
昭
51
）
で
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
「
萱
野
十
里
」
と
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
呼
び
名
の
よ
う
だ
。
亀
井
氏
は
菅
原
隆
太
郎
著 

『
早
池
峰

山
』
（
岩
手
日
報
社
、
昭
28
）
か
ら
の
引
用
と
し
て
「
岳
か
ら
頂
上
ま
で
の
道
程
は
、
む
か
し
か 

 
 
 

 
 

き

だ

つ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
う
べ
ご
う
り 

 
 
 
 
 

い
た
ど
り
た
つ 

 
 

い
し
ば
ね 
 
 
 
 

  

ら
茅
野
十
里
、
木
立
三
十
里
、
川
原
の
坊
か
ら
頭
垢
離
に
至
る
間
は
、
虎
杖
立
十
里
、
石
跛
七
里
と
称
し 

て
い
る
が
」
と
の
一
文
を
紹
介
し
て
い
る
。
直
接
亀
井
氏
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
現
在
と
当
時
で
は
岳

か
ら
河
原
坊
へ
の
道
も
造
り
か
え
ら
れ
、
周
囲
の
樹
木
も
だ
い
ぶ
伐
採
さ
れ
、
確
か
な
こ
と
は
分
か
ら
な

い
と
し
た
上
で
、
「
萱
野
」
に
ふ
さ
わ
し
い
景
色
は
岳
部
落
を
出
て
程
な
く
の
と
こ
ろ
ま
で
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。  

 

さ
て
、
賢
治
は
一
九
二
四
年
八
月
一
七
日
、
岳
部
落
か
ら
河
原
坊
に
向
か
う
谷
間
で
、
ど
の
よ
う
な
夜

空
を
眺
め
て
い
た
の
か
。
そ
の
夜
空
と
草
稿
群
に
記
さ
れ
た
夜
空
と
は
、
ど
こ
が
同
じ
で
ど
こ
が
異
な
る

の
か
。
私
は
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
を
訪
れ(

注
１)

、
賢
治
が
見
た
で
あ
ろ
う
夜
空
を
再
現
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
し
た
。
た
と
え
ば
賢
治
は
、
下
書
稿
二
に
「
じ
つ
に
そ
ら
は
ひ
と
つ
の
宝
石
類
の
大
集
成
で
／
こ
と
に

今
夜
は
古
い
ユ
ダ
ヤ
の
宝
石
商
が
／
穫
れ
な
い
ふ
り
し
て
か
く
し
て
置
い
た
金
剛
石
を
／
み
ん
な
い
ち
ど

に
あ
の
水
底
に
ぶ
ち
ま
け
た
の
だ
」
と
記
し
、
そ
れ
は
「
北
い
ち
め
ん
の
星
と
嶺
線
」
の
夜
空
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
「
北
い
ち
め
ん
の
星
」
と
は
ど
の
よ
う
な
星
座
の
配
置
の
と
き
に
可
能
な
の
か
。
時
刻
の
要

素
も
大
き
く
左
右
す
る
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
時
刻
を
「
谷
の
味
爽
」
と
い
う
詩
句
か
ら
午
前
三
時
頃

に
設
定
し
、
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
に
映
し
出
し
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
天
の
川
が
ち
ょ
う
ど
天
球
の
北
側

に
、
し
か
も
東
西
に
流
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
東
に
歩
行
す
る
賢
治
の
視
点
に
た
て
ば
、
左
手

北
側
に
「
鶏
頭
山
」
「
中
岳
」
「
早
池
峰
山
」 

の
稜
線
が
連
な
り
、
そ
の
上
に
、
天
の
川
が
横
た
わ
る
よ

う
に
輝
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
午
前
一
時
頃
の
設
定
で
は
、
天
の
川
が
頭
上
に
な
っ
て
し
ま
い
「
北
い
ち

め
ん
の
星
」
の
表
現
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
も
分
か
っ
た
。  

 

次
に
、
一
九
二
四
年
八
月
一
七
日
に
お
け
る
盛
岡
で
の
日
出
、
日
没
、
月
出
、
月
没
、
月
齢
を
調
べ
て



い
た
だ
い
た
。 

  
  

年   
 

 

月  

日  

曜
日 

日
出    

 

日
没    

 

月
出   

 

月
没  

 

月
齢 

 

一
九
二
四
／
八
／
一
七
／
日
／
４
時
48
分
／
18
時
30
分
／
20
時
03
分
／
７
時
01
分
／
16 

 

  

月
の
描
写
も
、
実
際
の
夜
空
と
の
異
同
を
知
る
う
え
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
栗
原
敦
は
「
月
天
使
―
賢

治
の
月
」
（
『
宮
沢
賢
治 
―
透
明
な
軌
道
の
上
か
ら
―
』
所
収
。
新
宿
書
房
、
平
４
）
で
、
賢
治
の
記
す

月
が
ほ
ぼ
正
し
く
そ
の
日
付
に
お
け
る
月
齢
に
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
下
書
稿
三
、
四
に
「
月

は
右
手
の
木
立
の
上
で
／
夜
中
を
す
ぎ
て
熟
し
て
ゐ
る
」
（
下
書
稿
三
の
手
入
れ
で
は
「
右
手
の
尾
根
の

上
」
）
、
下
書
稿
五
、
六
に
「
月
は
い
た
や
の
梢
に
く
だ
け
」
、
下
書
稿
六
の
終
形
に 

「
月
は
あ
か
る
く

右
手
の
谷
に
南
中
し
」
と
あ
る
。
当
夜
の
月
齢
は
十
六
日
で
あ
る
か
ら
、
計
算
上
、
午
前
三
時
過
ぎ
に
は

南
西
の
方
角
、
地
上
か
ら
四
〇
度
の
高
さ
に
見
え
て
い
た
は
ず
で
、
賢
治
が 

「
右
手
の
木
立
の
上
」
や
「
右

手
の
尾
根
の
上
」
と
記
し
た
こ
と
と
お
お
よ
そ
符
合
す
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
月
の
位
置
が
、
「
右
手
の

谷
に
南
中
し
」
と
等
し
い
も
の
と
考
え
る
と
、
当
夜
の
月
の
南
中
時
刻
が
午
前
一
時
二
〇
分
で
あ
り
、
「
味

爽
」
（
夜
明
け
）
近
く
の
時
刻
に
合
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。  

 

草
稿
群
に
は
火
星
も
記
さ
れ
て
い
る
。
下
書
稿
三
、
五
、
六
に
「
椈
の
脚
か
ら
火
星
が
の
ぞ
き
」
と
あ

り
、
一
九
二
四
年
八
月
一
七
日
、
午
前
三
時
二
一
分
に
お
け
る
火
星
の
位
置
を
調
べ
る
と
、
南
西
の
方
角
、

地
平
線
か
ら
約
二
〇
度
、
み
ず
が
め
座
に
重
な
る
位
置
に
見
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
「
椈
の
脚
か
ら
火

星
が
の
ぞ
き
」
と
い
う
表
現
か
ら
火
星
は
地
上
す
れ
す
れ
に
見
え
て
い
た
よ
う
で
、
谷
間
か
ら
眺
め
た
場

合
、
そ
の
位
置
に
も
よ
る
が
、
実
際
の
火
星
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
可
能
性
は
高
い
。
そ
の
時
月
は
、
火
星
の

上
方
さ
ら
に
二
〇
度
あ
た
り
に
あ
っ
た
は
ず
で
、
賢
治
に
と
っ
て
、
月
が
「
い
た
や
の
梢
」
、
火
星
が
「
椈

の
脚
」
の
高
さ
に
見
え
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
実
景
と
い
え
る
よ
う
だ
。  

       

三 

《
地
上
》
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 

  

下
書
稿
一
か
ら
下
書
稿
三
の
「
初
形
」
ま
で
は
、
下
書
稿
一
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
「
谷
の
昧
爽
に
関
す

る
童
話
風
の
構
想
」
と
し
て
そ
の
内
容
を
括
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
「
と
こ
ろ
が
い
つ
か
中
岳

が
／
次
の
﹇
（
一
字
不
明
）
←
↓
削
﹈
け
む
り
を
吐
い
て
ゐ
る
／
半
分
凍
っ
た
そ
の
青
じ
ろ
い
果
肉
の
へ

り
で
／
黄
水
晶
と
エ
メ
ラ
ル
ド
と
の
／
花
粉
ぐ
ら
ゐ
の
小
さ
な
星
が
／
童
話
の
や
う
に
婚
約
す
る
」
と
い

っ
た
詩
句
に
、
そ
の
「
童
話
風
」
の
賢
治
の
《
心
象
》
が
了
解
で
き
る
。
た
だ
、
「
童
話
風
」
と
い
う
《
心

象
》
が
、
こ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
段
階
か
ら
加
わ
っ
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
ス
ケ
ッ

チ
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
な
の
か
は
一
考
を
要
す
る
。
お
そ
ら
く
、
「
童
話
風
」
の
詩
句
が
後
の
ヴ
ァ
ー

ジ
ョ
ン
に
お
い
て
も
存
続
す
る
こ
と
か
ら
し
て
、
「
童
話
風
」
の
《
心
象
》
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
ス
ケ
ッ

チ
か
ら
引
き
継
が
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
、
い
ま
だ
、
後
の
ヴ
ァ

ー
ジ
ョ
ン
の
特
色
を
な
す
思
索
的
要
素
が
出
現
せ
ず
、
そ
れ
だ
け
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
ス
ケ
ッ
チ
に
近
い
と

こ
ろ
で
成
立
し
て
い
る
事
情
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。  

 

な
お
、 

オ
リ
ジ
ナ
ル
版
ス
ケ
ッ
チ
の
成
立
し
た
一
九
二
四
年
八
月
一
七
日
か
ら
一
年
後
の
八
月
に
も
、

賢
治
は
こ
の
岳
部
落 

↓ 

河
原
坊 

↓ 

早
池
峰
山
の
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
て
い
る
。
そ
の
折
り
に
ス
ケ
ッ
チ
さ

れ
た
の
が
「
河
原
坊
」
「
山
の
晨
明
に
関
す
る
童
話
風
の
構
想
」
な
ど
の
詩
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も
ま
た

数
次
に
わ
た
る
下
書
稿
を
有
し
て
お
り
、
賢
治
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
一
つ
一
つ
の
《
時
》
と
《
場
所
》
に



遡
っ
て
ス
ケ
ッ
チ
を
改
変
、
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
る
と
、
《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
な
る
詩
法
の
尋

常
な
ら
ざ
る
あ
り
よ
う
に
、
目
の
眩
む
覚
え
の
す
る
の
は
、 

私
一
人
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。  

    
 

四 
《
天
界
》
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 

  

下
書
稿
三
の
「
手
入
れ
①
②
③
」
か
ら
下
書
稿
五
の
「
手
入
れ
①
」
ま
で
、
こ
こ
で
は
、
《
天
界
》
に

対
す
る
思
索
が
中
心
的
な
主
題
と
な
っ
て
お
り
、
す
で
に
「
谷
の
昧
爽
に
関
す
る
童
話
風
の
構
想
」
と
い

う
下
書
稿
一
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
逸
脱
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
改
変
を
最
も
象
徴
的
に
表
し
て
い

る
の
が
、
「
（
黒
く
寂
し
い
香
食
類
の
探
索
者
）
」
と
い
う
一
行
の
挿
入
で
あ
る
。
賢
治
は
自
己
を
「
黒

く
寂
し
い
香
食
類
の
探
索
者
」
と
規
定
し
た
の
だ
。
「
香
食
類
」
と
は
、
お
そ
ら
く
『
倶
舎
論
』
に
記
さ

れ
る
「
食
香
身
」
（
天
や
中
有
の
存
在
を
い
う
）
を
典
拠
と
し
た
も
の
で
、
後
の
引
用
詩
句
と
考
え
あ
わ

せ
る
と
、
《
天
人
》
を
意
味
す
る
と
み
て
間
違
い
は
な
い
。
賢
治
は
こ
の
段
階
で
、
《
天
人
》
の
存
在
を

夜
空
に
求
め
る
「
黒
く
寂
し
い
」
探
索
者
と
変
じ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
己
規
定
の
変
化
は
、

次
の
長
大
な
詩
句
群
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。  

 

「
頭
の
ま
は
り
を
円
く
そ
り
／
鼠
い
ろ
し
た
粗
布
を
着
た
／
坊
主
ら
の
い
ふ
神
だ
の
天
が
／
い
っ
た
い
ど

こ
に
あ
る
か
と
云
っ
て
／
う
か
つ
に
皮
肉
な
天
文
学
者
が
／
望
遠
鏡
を
ぐ
る
ぐ
る
さ
せ
る
そ
の
天
だ
／
す

る
と
こ
ん
ど
は
信
仰
の
あ
る
科
学
者
が
／
ど
こ
か
の
星
の
上
あ
た
り
に
／
そ
う
い
ふ
天
を
見
附
け
や
う
と

し
て
／
や
っ
ぱ
り
眼
鏡
を
ぐ
る
ぐ
る
ま
は
す
／
さ
う
い
ふ
風
な
明
る
い
空
だ
／
し
か
も
三
十
三
天
は
／
や

っ
ぱ
り
そ
こ
に
た
し
か
に
あ
っ
て
／
木
も
あ
れ
ば
風
も
吹
い
て
ゐ
る
／
天
人
た
ち
の
恋
は
／
相
見
て
え
ん

然
と
し
て
わ
ら
っ
て
や
み
／
食
も
多
く
は
精
緻
で
あ
っ
て
／
香
気
と
な
っ
て
毛
孔
か
ら
発
す
る
／
間
違
ひ

も
な
く
／
天
使
も
あ
れ
ば
神
も
あ
る
／
た
ゞ
そ
の
神
が
／
あ
る
と
き
最
高
唯
一
と
見
え
／
あ
る
と
き
一
つ

の
段
階
と
わ
か
る
／
さ
う
い
ふ
こ
と
か
も
わ
か
ら
な
い
／
そ
れ
ら
三
十
三
天
は
／
所
感
の
外
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
／
や
っ
ぱ
り
そ
こ
に
連
亘
し
／
恐
ら
く
人
の
世
界
の
こ
ん
な
静
な
晩
は
／
修
羅
も
襲
っ
て
来
な
い

の
だ
ら
う
」
。  

 

こ
こ
に
展
開
さ
れ
る
《
天
使
》
や
《
神
》
《
三
十
三
天
》
の
実
在
と
い
っ
た
宗
教
哲
学
的
な
賢
治
の
思

索
の
読
み
解
き
は
、
紙
幅
の
都
合
で
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
（
注
２
）
、
こ
こ
で
の
賢
治
の
思
索
が
、

キ
リ
ス
ト
教
的
宇
宙
観
の
仏
教
的
宇
宙
観
へ
の
組
み
込
み
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
組
み
込

み
と
い
う
言
葉
が
お
だ
や
か
で
な
け
れ
ば
、
止
揚
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
。
基
本
的
な
思

索
の
構
造
は
確
か
に
組
み
込
み
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
賢
治
自
身
が
「
さ
う
い
ふ
こ
と
か
も
わ
か
ら
な

い
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
そ
の
判
断
を
保
留
に
し
て
い
る
分
、
止
揚
の
意
味
合
い
を
帯
び
る
。
組
み
込
み

か
止
揚
と
い
っ
た
読
み
を
拒
絶
し
て
い
る
地
点
に
、
賢
治
の
全
思
索
が
流
れ
込
ん
で
い
る
と
読
む
べ
き
か

も
し
れ
な
い
。  

       

五 

《
仏
界
》
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 

  

下
書
稿
五
の
「
手
入
れ
②
」
以
降
、
下
書
稿
六
「
終
形
」
ま
で
に
な
る
と
、
そ
こ
は
も
う
《
天
界
》
ヴ

ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
《
天
界
》
に
関
す
る
挿
入

詩
句
群
が
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
ほ
ぼ
そ
っ
く
り
次
の
詩
句
に
入
れ
替
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
わ

た
く
し
は
狂
気
の
や
う
に
そ
ら
を
さ
が
す
／
銀
河
の
な
か
で
一
つ
の
星
が
す
べ
っ
た
と
き
／
は
て
な
く
ひ

ろ
が
る
と
思
は
れ
て
ゐ
た
／
そ
こ
ら
の
星
の
け
む
り
を
と
っ
て
／
あ
と
に
残
し
た
黒
い
傷
／
そ
の
恐
ろ
し

い
銀
河
の
窓
は
／
い
っ
た
い
そ
ら
の
ど
こ
だ
ら
う
／
誤
っ
て
か
あ
る
ひ
は
ほ
ん
た
う
に
か
／
銀
河
の
そ 



と
と
見
な
さ
れ
た
／
ネ
ピ
ユ
ラ

星
雲
の
数
は
ど
れ
だ
ら
う
／
普
賢
菩
薩
が
華
厳
で
説
く
／
も
ろ
も
ろ
の
仏
界
の
ふ
し 

ぎ
な
か
た
ち
／
あ
る
ひ
は
花
台
の
か
た
ち
を
な
し
／
あ
る
ひ
は
円
く
あ
る
ひ
は
た
ひ
ら
／
そ
れ
は
あ
る
ひ

は
そ
の
刹
那
の
／
覚
者
の
意
志
に
よ
り
住
し
／
あ
る
ひ
は
衆
生
の
業
に
よ
り
、
／
あ
る
ひ
は
因
縁
に
よ
り

住
す
る
と
／
そ
れ
の
ど
れ
か
ゞ
星
雲
で
／
こ
ゝ
か
ら
や
は
り
見
え
る
だ
ら
う
か
／
し
か
も
も
し
た
ゞ
天
や

餓
鬼
／
こ
れ
ら
の
国
土
を
も
と
め
る
な
ら
ば
／
そ
ん
な
に
遠
い
こ
と
で
な
い
」
。 

 

ま
た
、
こ
の
段
階
で
は
、
あ
の
「
（
黒
く
寂
し
い
香
食
類
の
探
索
者
）
」
と
い
う
《
天
界
》
ヴ
ァ
ー
ジ

ョ
ン
ヘ
の
展
開
を
導
い
た
一
行
も
、
「
い
つ
ま
で
も
黒
く
寂
し
い
／
異
の
空
間
の
探
索
者
」
と
い
う
表
現

を
経
て
、
「
狂
気
の
や
う
に
狂
気
の
や
う
に
／
銀
河
の
窓
を
索
め
る
も
の
」
と
、
異
な
る
意
味
内
容
を
も

つ
表
現
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
「
銀
河
の
窓
」
と
は
何
か
。
詩
句
に
し
た
が
え
ば
「
銀
河
の
な
か
で

一
つ
の
星
が
す
べ
っ
た
と
き
／
は
て
な
く
ひ
ろ
が
る
と
思
は
れ
て
ゐ
た
／
そ
こ
ら
の
星
の
け
む
り
を
と
っ

て
／
あ
と
に
残
し
た
黒
い
傷
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
何
の
こ
と
や
ら
分
か
ら
な
い
。 

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
大
塚
常
樹
（
『
宮
沢
賢
治 
心
象
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

宇
宙
論
』
朝
文
社
、
平
５
）
が
、
ア
レ
ニ
ウ 

ス
が
『
宇
宙
発
展
論
』
（
一
戸
直
蔵
訳
、
大
３
）
に
述
べ
た
「
是
等
の
裂
目
は
大
な
る
天
体
が
宏
大
な
る

星
雲
質
を
通
し
て
其
途
を
切
り
開
け
る
痕
を
表
は
す
も
の
な
る
べ
し
」
と
い
う 

白
鳥
座
付
近
の
暗
黒
部
分

の
生
成
に
関
す
る
学
説
と
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
賢
治
は
、
今
日
「
暗
黒
星
雲
」

と
呼
ば
れ
る
白
鳥
座
付
近
の
暗
黒
部
分
を
、
ア
レ
ニ
ウ
ス
に
し
た
が
っ
て
銀
河
の
外
を
覗
か
せ
る
裂
け
目 

、
つ
ま
り
「
銀
河
の
窓
」
と
み
た
の
で
あ
る
。  

 

で
は
、
そ
の
「
銀
河
の
窓
」
か
ら
何
を
覗
こ
う
と
し
た
の
か
。
「
銀
河
の
そ
と
と
見
な
さ
れ
た
／
ネ
ピ
ユ
ラ

星
雲 

」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
、
銀
河
の
外
に
あ
る
《
仏
界
》
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
っ 

た
。
賢
治
は
、
「
銀
河
の
そ
と
と
見
な
さ
れ
た
／
ネ
ピ
ユ
ラ

星
雲
」
を
「
普
賢
菩
薩
が
華
厳
で
説
く
／
も
ろ
も
ろ
の 

仏
界
の
ふ
し
ぎ
な
か
た
ち
」
と
認
識
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
華
厳
経
』
盧
舎
那
仏
品
第 

二
に
記
さ
れ
る
次
の
経
文
に
よ
り
予
言
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
仏
子
よ
、
も
ろ
も
ろ

諸

の
世
界
海
に
種 

種
の
形
あ
り
。
或
は
方
、
或
は
円
、
或
は
方
円
に
非
ず
、
或
は
水
の
□
□
す
る
が
ご
と故
く
、
或
は
復
た
華
の 

形
の
如
く
、
或
は
種
種
の
衆
生
の
形
を
な
す
者
あ
り
」
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 
 

私
が
本
稿
に
お
い
て
試
み
た
、
《
一
七
九
》
草
稿
群
を
《
地
上
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
》
《
天
界
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ

ン
》
《
仏
界
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
》
の
三
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
区
分
す
る
こ
と
の
当
否
は
、
賢
明
な
る
読
者
の
判

断
に
ま
か
せ
る
と
し
て
、
私
個
人
と
し
て
強
く
印
象
に
残
っ
た
こ
と
を
二
つ
述
べ
て
お
き
た
い
。  

 

一
つ
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ご
と
に
変
化
す
る
賢
治
の
《
心
象
》
の
不
可
思
議
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た

か
も
《
転
生
》
す
る
《
心
象
》
と
い
っ
た
観
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
時
間
の
経
過
に
そ

っ
た
も
の
と
い
い
切
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
下
書
稿
五
の
「
手
入
れ
②
」
（
太
く
濃
い
鉛
筆
）
が

示
す
よ
う
に
、
《
天
界
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
》
の
推
敲
と
《
仏
界
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
》
へ
の
書
き
換
え
が
、
ほ
ぼ

同
時
期
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
賢
治
の
内
部
で
は
各
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
段
階
で
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
た
《
心

象
》
が
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
よ
う
に
響
き
あ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。  

 

二
つ
め
は
、
本
稿
で
は
直
接
ふ
れ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
問
題
だ
が
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
の
関
わ

り
で
あ
る
。
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
の
深
い
関
連
は
こ
れ
ま
で
指
摘
は
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
あ
ら
た
め

て
《versions

》
の
視
点
に
立
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
《
地
上
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
》
《
天
界
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
》

《
仏
界
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
》
の
各
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
呼
応
し
て
い
る

事
実
が
見
え
出
し
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
い
う
物
語
空
間
の
多
重
性
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
別
の
機
会

に
じ
っ
く
り
と
考
察
し
て
み
た
い
こ
と
で
あ
る
（
注
３
） 

。  



  

注 
 

（
１
）
埼
玉
県
越
谷
市
立
児
童
館
コ
ス
モ
ス
の
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
館
長   

   

西
沢
由
三
氏
、
秋
山
和
夫
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。  

 

（
２
）
（
３
）
第
二
部
第
一
章
「
銀
河
世
界
の
成
り
立
ち 

―
神
話
（
宗
教
）
・
科
学
・
心
理
― 

」
で    

    

言
及
し
て
い
る
。  

    


