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一
、
は
じ
め
に

　

井
伏
鱒
二
の
初
期
の
文
学
活
動
は
、
一
九
二
九
年
が
一
つ
の
基
点
と
見
な

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
初
期
代
表
作
が
立
て
続
け
に
発
表
さ
れ
た

年
で１
、
な
か
で
も
中
心
的
作
品
と
し
て
重
視
さ
れ
る
の
が
小
説
「
山
椒
魚
」

で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
は
、〈
改
稿
作
品
と
し
て
の
「
山
椒
魚
」〉
と
呼
ん
だ

方
が
こ
こ
で
は
適
切
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、「
山
椒
魚
」
は
、
井
伏
の
学

生
時
代
の
習
作
「
幽
閉
」（『
世
紀
』
一
九
二
三
年
七
月
）
が
原
型
と
い
わ
れ
て

お
り
、
先
行
研
究
で
は
そ
の
「
幽
閉
」
か
ら
「
山
椒
魚
」
へ
の
変
化
と
作
家

の
成
長
と
が
重
ね
ら
れ
な
が
ら
、
他
の
初
期
作
品
を
総
括
す
る
際
の
指
標
と

し
て
も
盛
ん
に
参
照
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
。

　

例
え
ば
、
井
伏
の
初
期
作
品
に
は
モ
チ
ー
フ
や
テ
ー
マ
の
類
似
が
指
摘
さ

れ
る
が
、
そ
の
際
に
は
「「
く
つ
た
く

0

0

0

0

」
し
た
「
夜
更
け
」
の
物
語
」
や
「
幽0

閉0

・
憂
愁
か
ら
脱
出
0

0

・
逃
亡
へ
」
等
の
よ
う
に
、「
幽
閉
」
│
「
山
椒
魚
」

内
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
度
々
援
用
さ
れ
て
い
る２
。
こ
れ
以
外
の
初
期
作
品
は
、

「
幽
閉
」
が
「
山
椒
魚
」
に
至
る
道
筋
の
下
に
集
約
ま
た
は
比
較
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
、
こ
の
時
期
の
井
伏
文
学
は
改
稿
作
品
と
し
て
の
「
山
椒
魚
」
が

い
わ
ば
特
権
的
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る３
。

　

確
か
に
、
一
九
二
三
年
の
習
作
「
幽
閉
」
を
始
点
と
す
れ
ば
、
二
九
年
の

「
山
椒
魚
」
発
表
あ
た
り
ま
で
は
、
ち
ょ
う
ど
井
伏
が
作
家
的
自
立
を
遂
げ

て
い
く
時
期
に
相
当
し
て
お
り
、
未
詳
の
部
分
が
多
い
彼
の
出
発
期
に
示
唆

を
与
え
る
作
品
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
当
時
の
創
作
活
動

は
、「
幽
閉
」
│
「
山
椒
魚
」
に
回
収
し
得
な
い
別
の
側
面
を
持
つ
こ
と
も

ま
た
事
実
で
あ
る
。
実
際
に
こ
の
時
期
の
作
品
群
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
既

発
表
作
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
改
稿
を
施
し
て
別
の
媒
体
に
掲
載
さ
れ
た
作

品
を
多
数
確
認
で
き
る
。
し
か
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
当
時
の
井

伏
作
品
の
中
で
も
相
当
の
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
お
り
、
質
的
に
大
き
く
変
化

し
て
後
の
創
作
活
動
に
結
び
つ
い
た
も
の
も
あ
る
。「
幽
閉
」
か
ら
「
山
椒

魚
」
ま
で
の
期
間
は
、
実
は
こ
う
し
た
旧
作
の
改
稿
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
時

期
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
本
論
で
は
、
井
伏
の
初
期
作
品
群
に
お
け
る
旧
作
の
改

稿
に
改
め
て
注
目
し
、
そ
の
う
ち
二
作
が
、
彼
の
文
壇
進
出
に
お
い
て
重
要

　

井
伏
鱒
二
の
文
壇
進
出
再
考

│
│ 『
三
田
文
学
』
版
「
鯉
」
お
よ
び
「
た
ま
虫
を
見
る
」
を
視
座
と
し
て 

│
│

塩　

野　

加　

織
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な
位
置
を
占
め
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
具
体
的
に
は
、
小
説
「
鯉
」
と
「
た

ま
虫
を
見
る
」
の
二
作
を
取
り
上
げ
、
ま
ず
は
そ
の
改
稿
箇
所
を
読
み
解
く

こ
と
で
、
井
伏
が
こ
の
時
期
に
獲
得
し
て
い
た
表
現
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す

る
。
次
に
、
こ
の
と
き
の
改
稿
が
後
の
創
作
活
動
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、

後
続
作
品
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

　

従
来
の
「
幽
閉
」
│
「
山
椒
魚
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
多
く
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
改
稿
の
痕
跡
を
〈
書
き
手
の
成
長
〉
と
括
っ
た
途
端
に
、
そ
こ

で
生
じ
て
い
た
多
様
な
方
向
性
は
遮
断
さ
れ
て
し
ま
う
。
夥
し
い
量
の
加
筆

は
、
当
時
の
井
伏
が
何
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
模
索
し
て
い
た
の
か
を
表
す

一
方
で
、
著
者
自
身
の
意
図
と
は
別
に
テ
ク
ス
ト
が
得
た
も
の
や
失
っ
た
も

の
も
指
し
示
す
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
本
文
の
運
動
は
、
改
稿
さ
れ

た
著
作
の
中
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
初
期
の
井
伏
作
品
を
つ
な
ぐ
新
た
な
糸
と

し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

二
、『
三
田
文
学
』
へ
の
小
説
掲
載

　

で
は
な
ぜ
、「
鯉
」
と
「
た
ま
虫
を
見
る
」
な
の
か
。
こ
の
点
を
ま
ず
は

文
壇
と
の
関
わ
り
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

井
伏
鱒
二
は
一
九
二
三
年
に
最
初
の
小
説
を
発
表
す
る
も
の
の
、
し
ば
ら

く
は
不
遇
の
時
期
が
続
く
。
そ
の
後
、
一
九
二
九
年
か
ら
翌
三
〇
年
に
か
け

て
発
表
し
た
作
品
が
相
次
い
で
高
評
価
を
獲
得
し
、
自
身
初
の
創
作
集
『
夜

ふ
け
と
梅
の
花
』（
新
潮
社
、
一
九
三
〇
年
四
月
）
が
『
新
興
芸
術
派
叢
書
』
の

一
冊
と
し
て
上
梓
さ
れ
る
。
こ
れ
を
機
に
、「
新
興
芸
術
派
」
の
一
人
と
目

さ
れ
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
時
系
列
を
辿
っ
て
み
る
と
、

確
か
に
年
譜
上
で
は
こ
の
時
期
を
境
に
作
家
的
自
立
を
遂
げ
た
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
、
長
い
下
積
み
生
活
を
脱
す
る
直
接
的
な
転
機
は
、
こ
れ
よ
り

前
の
一
九
二
八
年
に
す
で
に
訪
れ
て
い
た
。
そ
の
転
機
と
は
、
雑
誌
『
三
田

文
学
』
へ
の
小
説
掲
載
で
あ
る
。
井
伏
自
身
は
、
こ
の
と
き
の
経
緯
を
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

私
の
小
説
は
文
壇
的
に
は
何
の
反
響
も
な
か
つ
た
。
生
活
も
窮
乏
し
、

私
は
田
舎
に
逃
げ
て
行
く
潮
ど
き
を
ね
ら
つ
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る

日
の
こ
と
友
人
富
沢
有
為
男
が
私
の
う
ち
に
来
て
、
そ
ん
な
に
轗
軻
不

遇
で
は
見
て
ゐ
て
気
の
毒
だ
か
ら
文
壇
に
出
し
て
や
ら
う
と
い
つ
た
。

大
き
な
こ
と
を
い
ふ
男
だ
と
思
つ
た
が
、
私
は
富
沢
の
い
ふ
ま
ま
に
旧

作
「
鯉
」「
た
ま
虫
を
見
る
」
の
二
篇
を
清
書
し
た
。
富
沢
は
そ
の
原

稿
を
「
三
田
文
学
」
の
水
上
瀧
太
郎
氏
の
と
こ
ろ
に
持
つ
て
行
つ
た
。

水
上
氏
か
ら
は
あ
の
小
説
は
面
白
い
か
ら
三
田
文
学
に
出
す
と
い
ふ
手

紙
が
来
た
。
文
壇
人
か
ら
推
賞
の
手
紙
を
も
ら
つ
た
の
は
初
め
て
で
私

は
非
常
に
う
れ
し
か
つ
た
。
今
で
も
そ
の
と
き
の
手
紙
は
大
事
に
保
存

し
て
ゐ
る
。〔
中
略
〕「
鯉
」
が
掲
載
さ
れ
る
と
宇
野
浩
二
氏
か
ら
「
文

芸
都
市
」
気
附
で
推
賞
の
手
紙
が
来
た
。
弘
前
高
校
の
津
島
修
治
（
太

宰
治
）
は
何
の
つ
も
り
か
私
に
原
稿
を
注
文
し
て
来
た
。「
創
作
月
刊
」

の
永
井
龍
男
か
ら
も
原
稿
を
注
文
し
て
来
た４
。

　
「
鯉
」
と
「
た
ま
虫
を
見
る
」
は
、
富
沢
有
為
男
を
介
し
て
当
時
の
『
三

田
文
学
』
主
幹
で
あ
る
水
上
瀧
太
郎
の
も
と
に
持
ち
込
ま
れ
た
結
果
、
掲
載

の
運
び
と
な
っ
た
。
で
は
、
こ
れ
を
雑
誌
『
三
田
文
学
』
の
側
か
ら
辿
っ
て

み
よ
う
。
井
伏
の
小
説
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
同
誌
が
復
刊
を
遂
げ
て
間
も
な

い
頃
で
、
学
内
外
を
問
わ
ず
新
人
作
家
の
発
掘
に
特
に
力
を
入
れ
て
い
た
時

期
に
相
当
す
る５
。
こ
れ
は
、
十
分
な
原
稿
料
を
用
意
で
き
な
い
と
い
う
資
金
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的
な
制
約
に
対
し
て
講
じ
た
苦
肉
の
策
で
は
あ
っ
た
が
、
復
刊
し
て
新
た
に

「
生
れ
変
つ
た
三
田
文
学
」
を
誌
面
上
に
示
す
効
果
も
果
た
し
て
い
る
。
そ

し
て
こ
の
と
き
、「
再
生
す
る
三
田
文
学
に
は
若
い
人
が
い
６ゝ
」
と
の
理
由

で
復
刊
第
一
号
の
装
丁
を
担
当
し
た
の
が
、
井
伏
の
同
人
仲
間
で
あ
り
作
家

井
伏
鱒
二
を
い
ち
早
く
評
価
し
て
い
た
富
沢
有
為
男
で
あ
っ
た７
。
早
稲
田
大

学
出
身
の
無
名
の
書
き
手
の
小
説
が
、
慶
應
義
塾
大
学
の
『
三
田
文
学
』
に

掲
載
さ
れ
た
背
景
に
は
、
当
時
復
刊
を
遂
げ
た
ば
か
り
の
同
誌
の
編
集
方
針

と
、
そ
の
編
集
部
に
装
丁
担
当
者
と
し
て
関
わ
っ
て
い
た
富
沢
の
人
脈
が
大

き
く
作
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
て
井
伏
は
『
三
田
文
学
』
へ
の
小
説
掲
載
を
果
た
し
、
本
人
の
言

に
も
あ
る
よ
う
に
、
発
表
の
機
会
は
実
際
に
こ
の
あ
と
急
激
に
増
え
て
い

く８
。
当
時
の
反
応
を
見
て
も
、
牧
野
信
一
の
激
賞
を
一
例
と
し
て９
、
衆
目
を

集
め
て
い
た
こ
と
が
複
数
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
現
在
で
は
専
ら
「
鯉
」
の

み
が
評
価
さ
れ
て
お
り
、「
た
ま
虫
を
見
る
」
の
方
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が

少
な
い
が
、
当
時
は
こ
の
二
作
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
評
価
す
る
声
も

あ
っ
たＡ
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
二
作
が
『
三
田
文
学
』
に
掲
載
さ

れ
た
こ
と
が
、
井
伏
の
文
壇
進
出
の
実
質
的
な
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
に
な
っ

た
と
み
て
ま
ず
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
上
で
注
目
し
た
い
の
は
、
同
誌
に
発
表
さ
れ
た
「
鯉
」
と
「
た
ま
虫

を
見
る
」
に
は
そ
れ
ぞ
れ
既
発
表
の
本
文
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
『
三
田
文
学
』

掲
載
時
に
大
幅
に
改
稿
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ち
な
み
に
両
作

は
、
こ
の
あ
と
単
行
本
収
録
時
に
再
び
改
稿
さ
れ
た
点
で
も
共
通
す
る
。
引

用
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
井
伏
と
水
上
が
二
作
の
原
稿
に
つ
い
て
手
紙
の
や

り
と
り
を
し
て
い
た
の
を
鑑
み
る
と
、
こ
の
改
稿
に
水
上
が
関
与
し
て
い
た

可
能
性
は
完
全
に
は
排
除
で
き
な
い
が
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
既
発
表
作
の

改
稿
自
体
が
井
伏
の
習
作
期
か
ら
の
特
徴
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　
『
三
田
文
学
』
発
表
以
前
の
井
伏
の
著
作
数
は
決
し
て
多
く
は
な
い
が
、

こ
の
う
ち
複
数
の
作
品
が
同
時
並
行
的
に
改
稿
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
るＢ
。
む
ろ
ん
無
名
作
家
ゆ
え
に
、
一
旦
は
入
稿
し
て
も
媒
体
側
の
都
合
で

保
留
や
中
止
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
し
、
そ
れ
に
伴
う
改
稿
や
再
掲
載
が

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
急
場
し
の
ぎ
の
改
稿
な
ら
ば
単
発

の
は
ず
で
あ
り
、
旧
作
を
使
い
回
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
需
要
過
多

な
状
況
も
考
え
に
く
い
。
実
際
に
各
作
品
の
補
筆
箇
所
を
そ
れ
ぞ
れ
辿
っ
て

み
て
も
、
句
読
点
や
文
末
辞
の
夥
し
い
量
の
入
れ
替
え
に
加
え
て
、
物
語
内

容
を
変
更
す
る
加
筆
も
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
著
者
自
身
に

よ
る
選
択
的
な
試
み
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
る
。

　

こ
の
頃
の
井
伏
の
文
章
に
は
、「
小
説
も
思
ふ
や
う
に
書
け
な
い
し
、
書

い
た
も
の
が
皆
う
ま
く
発
表
出
来
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。〔
中
略
〕
と

に
か
く
私
も
い
ゝ
物
を
書
か
な
く
て
は
死
ん
だ
つ
て
死
に
き
れ
ま
せ
んＣ
」
の

よ
う
に
、
長
い
下
積
み
生
活
の
焦
り
を
直
截
的
に
吐
露
し
た
記
述
が
散
見
さ

れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
当
時
の
文
学
状
況
に
つ
い
て
は
「
若
き
人
達
の
間
で

は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
執
政
が
行
は
れ
て
ゐ
る
」
と
い
い
、「
マ
ル
ク

ス
主
義
的
思
想
」
を
盛
り
込
ん
だ
作
品
を
「
愚
劣
な
る
作
家
の
媚
び
」
と
、

強
い
言
葉
で
断
じ
て
も
い
たＤ
。「
鯉
」
と
「
た
ま
虫
を
見
る
」
の
二
作
が
、

改
稿
を
経
て
新
た
に
発
表
さ
れ
て
い
く
の
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
れ
ら
の
時
期
と

重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
作
家
と
し
て
芽
の
出
な
い

時
期
の
井
伏
は
、
新
作
に
専
念
す
る
の
で
は
な
く
、
旧
作
に
手
を
入
れ
続
け

て
い
た
。
そ
う
し
て
改
稿
さ
れ
た
作
品
が
、
結
果
的
に
は
現
状
を
打
開
し
、
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作
家
的
自
立
を
遂
げ
て
い
く
転
機
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
井

伏
の
文
壇
進
出
は
、
改
稿
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

　

一
九
二
八
年
の
『
三
田
文
学
』
に
小
説
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
文
壇
進
出

の
契
機
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
発
表
さ
れ
た
二
作
の
改
稿
内
容
は

い
ま
一
度
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
作
家
井
伏
鱒
二
の
表
現
上
の
展
開
を
見

据
え
た
と
き
、
こ
の
二
作
の
改
稿
は
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
次
節
か
ら
は
、
作
品
ご
と
の
改
稿
過
程
と
そ
こ

で
生
じ
た
表
現
の
変
化
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
こ
の
点
を
考
え
て
い
く
。

三
、「
鯉
」
の
改
稿

　

小
説
「
鯉
」
は
、
主
人
公
の
「
私
」
が
友
人
か
ら
「
一
ぴ
き
の
鯉
」
を
譲

り
受
け
て
以
降
の
、「
私
」
と
「
鯉
」
と
の
関
わ
り
を
描
い
て
い
る
。「
私
」

に
鯉
を
贈
る
友
人
「
青
木
南
八
」
が
、
井
伏
の
亡
き
親
友
と
同
一
名
で
あ
る

こ
と
か
ら
、「
南
八
へ
の
思
慕
の
情
に
ひ
た
さ
れ
た
物
語
」
と
い
わ
れＥ
、
井

伏
の
青
春
時
代
の
哀
悼
的
作
品
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
後
の

研
究
史
で
は
、〈
親
友
へ
の
哀
悼
〉
と
い
う
枠
組
み
自
体
は
批
判
的
に
見
直

さ
れ
る
一
方
で
、
改
稿
に
関
し
て
は
未
だ
十
分
な
検
証
が
な
いＦ
。

　

は
じ
め
に
本
文
の
推
移
を
確
認
し
て
お
く
と
、
本
作
は
一
九
二
六
年
九
月

の
『
桂
月
』
に
発
表
後
、
二
八
年
二
月
の
『
三
田
文
学
』
に
改
稿
版
が
掲
載

さ
れ
、
三
〇
年
刊
行
の
創
作
集
『
夜
ふ
け
と
梅
の
花
』
収
録
時
に
再
び
改
稿

さ
れ
て
い
る
。
各
本
文
に
は
多
数
の
異
同
が
あ
る
が
、
全
体
の
傾
向
と
し
て

『
三
田
文
学
』
版
に
は
物
語
の
内
容
に
関
わ
る
書
き
換
え
が
な
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
そ
の
次
の
単
行
本
収
録
本
文
に
は
用
字
・
句
読
点
等
の
細
部
の

手
入
れ
が
多
い
。
小
説
の
結
構
は
『
三
田
文
学
』
版
で
ひ
と
ま
ず
定
ま
っ
た

と
見
て
よ
い
だ
ろ
うＧ
。

　

初
出
版
か
ら
『
三
田
文
学
』
版
へ
の
変
更
箇
所
の
う
ち
、
と
り
わ
け
重
要

な
の
は
、物
語
結
末
部
分
の
大
幅
な
改
変
で
あ
る
。ま
ず
物
語
序
盤
で
、「
私
」

は
学
生
時
代
の
友
人
「
青
木
南
八
」
か
ら
一
匹
の
鯉
を
贈
ら
れ
る
が
、
転
居

に
際
し
て
そ
の
鯉
を
下
宿
先
の
池
か
ら
「
青
木
の
愛
人
」
宅
の
池
へ
と
移
動

さ
せ
、
さ
ら
に
青
木
が
急
逝
す
る
と
今
度
は
大
学
の
プ
ー
ル
に
放
つ
。
こ
れ

に
続
く
結
末
が
、
初
出
版
で
は
、「
私
」
が
夏
の
プ
ー
ル
内
で
泳
ぐ
鯉
を
見

つ
け
て
感
動
の
あ
ま
り
涙
を
流
す
場
面
で
終
わ
る
の
に
対
し
て
、『
三
田
文

学
』
版
で
は
、
こ
の
後
ろ
へ
さ
ら
に
冬
の
場
面
が
書
き
加
え
ら
れ
た
。
氷
の

張
っ
た
プ
ー
ル
に
「
私
」
が
鯉
の
絵
を
描
く
シ
ー
ン
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
作

は
、
こ
れ
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
、
冬
の
場
面
を
含
む
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
普
及

し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
異
な
る
結
末
を
持
っ
た
二
つ
の
本
文
に
は
明
ら

か
な
質
的
変
容
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
鯉
の
「
絵
」
を
描
く

こ
と
で
満
足
を
得
る
『
三
田
文
学
』
版
の
結
末
は
、
部
分
的
な
補
筆
訂
正
と

い
っ
た
レ
ベ
ル
を
は
る
か
に
超
え
て
、
小
説
の
枠
組
み
そ
の
も
の
を
大
き
く

組
み
替
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
結
末
部
分
の
形
式
に
着
目
し
た
い
。『
三
田
文
学
』
版
で
初
め
て

加
わ
っ
た
冬
の
場
面
は
、
そ
の
書
出
し
が
「
○
反
し
」
と
記
さ
れ
た
一
行
で

始
ま
っ
て
お
り
、
著
者
が
冬
の
場
面
を
意
識
的
に
配
置
し
て
い
た
こ
と
は
容

易
に
見
て
取
れ
る
。
こ
の
「
○
反
し
」
と
い
う
記
述
自
体
は
次
の
単
行
本
版

以
降
で
削
除
さ
れ
る
た
め
、
仮
に
結
果
だ
け
を
問
う
な
ら
、
夏
か
ら
冬
へ
と

い
う
プ
ロ
ッ
ト
上
の
変
更
は
単
に
時
間
を
継
起
的
に
引
き
延
ば
し
た
だ
け
に

見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
三
田
文
学
』
版
を
参
照
す
る
と
、
そ

れ
が
物
語
を
組
み
立
て
る
上
で
企
図
さ
れ
た
加
筆
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
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く
る
。
こ
の
点
を
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
す
る
た
め
に
も
、
物
語
の
構
造
と
語

り
の
特
徴
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
「
私
は
一
ぴ
き
の
鯉
に
な
や
ま
さ
れ
て
来
た
」
と
始
ま
る
こ
の
小
説
で
は
、

主
人
公
の
「
私
」
が
「
一
ぴ
き
の
鯉
」
を
持
て
余
す
様
子
が
延
々
と
続
い
て

い
く
。
本
文
に
は
「
魚
の
所
有
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ

「
私
」
は
鯉
を
満
足
に
「
所
有
」
で
き
ず
に
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
何
よ
り
、

「
私
」
が
鯉
を
飼
う
た
め
の
場
所
を
持
っ
て
お
ら
ず
常
に
ど
こ
か
へ
仮
置
き

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
は
、
所
有
と
は
明
ら
か
に
背
馳
し
て
お
り
、
所

有
者
と
し
て
の
「
私
」
は
す
で
に
危
う
い
立
場
に
あ
る
。
途
中
「
私
」
は
、

「
魚
の
所
有
権
は
必
ず
私
の
方
に
あ
る
」
と
訴
え
も
す
る
が
、
友
人
に
は
「
疎

ま
し
い
顔
色
」
を
さ
れ
る
だ
け
で
や
は
り
望
む
よ
う
な
所
有
は
達
成
で
き
ず

に
い
る
の
で
あ
る
。

　

井
伏
の
初
期
作
品
を
横
断
的
に
論
じ
た
日
高
昭
二
は
、
そ
こ
に
所
有
を
め

ぐ
る
問
題
系
が
あ
る
と
の
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
るＨ
。
先
述
の
と
お
り
、

「
鯉
」
が
『
桂
月
』
に
発
表
さ
れ
た
の
ち
『
三
田
文
学
』
へ
掲
載
さ
れ
る
の
は
、

ち
ょ
う
ど
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
隆
盛
の
時
期
に
相
当
し
て
お
り
、
本
作
に
も

「
マ
ル
ク
ス
的
思
考
の
同
時
代
的
な
痕
跡
」（
日
高
）
が
確
か
に
認
め
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
と
き
井
伏
が
描
い
た
「
所
有
」
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
新
た

に
精
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
私
」
の
所
有
へ
の
拘
り

も
、
実
は
こ
の
語
り
を
抜
き
に
し
て
は
成
立
し
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

か
ら
挙
げ
る
多
く
の
改
稿
箇
所
も
ま
た
こ
こ
に
起
因
し
て
い
る
か
ら
だ
。
つ

ま
り
、
作
中
に
描
か
れ
た
所
有
は
、「
私
」
に
よ
る
語
り
の
機
制
の
う
ち
に

あ
り
、
な
お
か
つ
そ
れ
が
改
稿
に
よ
っ
て
変
容
し
て
い
く
点
こ
そ
が
重
要
な

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
そ
の
例
と
し
て
、「
私
」
が
鯉
に
対
し
て
用
い
る
修
辞
の
変
化

を
指
摘
し
た
い
。
物
語
序
盤
の
「
私
」
は
、
鯉
に
「
な
や
ま
さ
れ
」、「
殺
し

て
し
ま
つ
て
や
ら
う
か
」
と
の
思
い
が
よ
ぎ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
後
半
に
な

る
と
泳
ぐ
姿
に
「
涙
を
流
し
」
て
「
感
動
」
し
、
さ
ら
に
改
稿
版
の
結
末
で

は
鯉
の
絵
に
「
す
つ
か
り
満
足
」
す
る
。
こ
う
し
て
起
伏
を
伴
い
つ
つ
「
私
」

は
結
末
で
充
足
感
を
得
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
心
情
と
連
動
し
て
変
化
す
る

の
が
、
鯉
を
め
ぐ
る
修
辞
で
あ
る
。
ま
ず
、
鯉
を
受
け
取
っ
た
ば
か
り
の

「
私
」
は
、
そ
れ
を
「
真
白
い
一
ぴ
き
の
大
き
な
鯉
」
あ
る
い
は
「
白
色
の
鯉
」

と
形
容
し
て
い
た
。
し
か
し
「
私
」
に
充
足
が
訪
れ
る
結
末
部
分
に
な
る
と
、

「
私
の
白
色
の
鯉
」
と
言
い
表
し
て
お
り
、
そ
こ
に
明
確
な
所
有
関
係
が
示

さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
小
説
で
は
、
鯉
を
め
ぐ
る
「
私
」
の
充
足
感
が
、
所

有
関
係
を
明
示
す
る
語
り
と
共
起
し
て
お
り
、
そ
の
充
足
は
語
り
と
連
動
し

な
が
ら
結
末
部
に
現
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
結
末
部
に
集
中
し
て
現
れ
る
「
私
の
白
色
の
鯉
」
と
い
う
記
述

は
、『
三
田
文
学
』
版
に
な
る
と
さ
ら
に
そ
の
数
を
増
し
、
過
剰
で
さ
え
あ

る
。
こ
れ
は
、
初
出
版
の
夏
の
場
面
と
、『
三
田
文
学
』
版
で
加
わ
っ
た
冬

の
場
面
と
の
間
に
持
続
的
な
効
果
を
も
た
ら
す
蝶
番
の
役
割
を
担
っ
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
私
の
白
色
の
鯉
」
を
含

め
た
結
末
部
の
大
幅
な
改
変
は
、
鯉
の
所
有
を
め
ぐ
る
物
語
に
何
を
も
た
ら

す
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
、『
三
田
文

学
』
版
で
新
た
に
加
わ
っ
た
夏
か
ら
冬
へ
と
至
る
結
末
の
記
述
を
辿
っ
て
み

る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
初
出
版
の
結
末
に
相
当
す
る
夏
の
場
面
で
あ
る
。

「
鯉
が
！
」
／
こ
の
時
、
私
の
白
色
の
鯉
が
、
ま
こ
と
に
め
ざ
ま
し
く

プ
ー
ル
の
水
面
近
く
を
泳
ぎ
ま
は
つ
て
ゐ
る
の
を
私
は
発
見
し
た
の
で
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あ
る
。
私
は
足
音
を
忍
ば
せ
て
金
網
の
中
に
入
つ
て
行
つ
て
、
仔
細
に

眺
め
よ
う
と
し
て
跳
込
台
の
上
に
登
つ
た
。
／
私
の
鯉
は
、
与
へ
ら
れ

た
だ
け
の
プ
ー
ル
の
広
さ
を
巧
み
に
ひ
ろ
〴
〵
と
扱
ひ
わ
け
て
、
こ
ゝ

に
あ
つ
て
は
恰
も
王
者
の
如
く
泳
ぎ
ま
は
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
の
み

な
ら
ず
私
の
鯉
の
後
に
は
、
数
ひ
き
も
の
鮒
と
幾
十
ぴ
き
も
の
鮠
と
目

高
と
が
お
く
れ
ま
い
と
つ
き
纏
つ
て
ゐ
て
、
私
の
所
有
に
か
ゝ
る
鯉
を

ど
ん
な
に
偉
く
見
せ
た
か
も
し
れ
な
か
つ
た
の
だ
。
／
私
は
こ
の
す
ば

ら
し
い
光
景
に
感
動
の
あ
ま
り
涙
を
流
し
な
が
ら
、
音
の
し
な
い
よ
う

に
注
意
し
て
跳
込
台
か
ら
降
り
て
来
た
。

こ
の
直
後
に
、『
三
田
文
学
』
版
で
は
先
述
の
「
○
反
し
」
と
い
う
文
言
が

挿
入
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
な
冬
の
場
面
で
物
語
が
終
わ
る
。

冷
い
季
節
が
来
て
、
プ
ー
ル
の
水
面
に
は
木
の
葉
が
散
つ
た
。
そ
れ
か

ら
氷
が
張
つ
た
。
そ
れ
故
、
す
で
に
私
は
鯉
の
姿
を
さ
が
す
こ
と
は
断

念
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
毎
朝
プ
ー
ル
の
ほ
と
り
へ
来
て
み
る
こ
と

は
怠
ら
な
か
つ
た
。
そ
し
て
平
ら
な
氷
の
上
に
幾
つ
も
の
小
石
を
投
げ

て
遊
ん
だ
。
小
石
は
、
軽
く
投
げ
れ
ば
速
か
に
氷
の
上
を
滑
つ
て
冷
い

音
を
た
て
た
。
若
し
力
を
い
れ
て
真
下
に
投
げ
つ
け
る
と
、
こ
れ
は
氷

の
肌
に
さ
ゝ
つ
た
。
或
る
朝
、
氷
の
上
に
は
薄
雪
が
降
つ
た
。
／
私
は

長
い
竹
竿
を
拾
つ
て
来
て
、
氷
の
面
に
絵
を
描
い
て
み
た
。
長
さ
三
間

以
上
も
あ
ら
う
と
い
ふ
魚
の
絵
で
あ
つ
て
、
私
の
考
へ
で
は
、
こ
れ
は

私
の
白
色
の
鯉
で
あ
つ
た
の
だ
。
／
絵
が
出
来
上
る
と
、
鯉
の
鼻
先
に

「
…
…
…
…
」
何
か
書
き
つ
け
た
い
と
思
つ
た
が
そ
れ
は
止
し
て
、
今

度
は
鯉
の
後
に
多
く
の
鮒
と
目
高
と
が
遅
れ
ま
い
と
つ
き
纏
つ
て
ゐ
る

と
こ
ろ
を
描
き
添
へ
た
。
け
れ
ど
鮒
や
目
高
達
の
如
何
に
愚
で
惨
め
に

見
え
た
こ
と
か
！
彼
等
は
鰭
が
な
か
つ
た
り
目
や
口
の
な
い
も
の
さ
へ

あ
つ
た
の
だ
。
私
は
す
つ
か
り
満
足
し
た
。

　

引
用
し
た
両
場
面
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
明
ら
か
な
対
称
性
が
あ

る
こ
と
に
気
づ
く
。
夏
の
場
面
で
は
「
私
」
が
小
魚
を
率
い
て
泳
ぐ
鯉
を
〈
見

る
〉
こ
と
で
「
感
動
」
す
る
の
に
対
し
て
、
冬
の
場
面
で
は
、
そ
れ
を
絵
に

〈
描
く
〉
こ
と
で
「
満
足
」
し
て
い
る
。
本
作
が
所
有
を
問
題
に
し
て
い
た

こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
鯉
が
見
る
対
象
か
ら
描
く
対
象
へ
と
位
相
が
変
化
し

て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
語
り
が
一
貫
し
て
「
私
の
白
色
の
鯉
」
と
い
う
表

現
を
使
い
続
け
る
点
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
も
改
稿
後
の
語
り

は
、「
私
」
の
描
い
た
鯉
を
「
長
さ
三
間
以
上
も
あ
ら
う
」
と
述
べ
、
実
物

と
は
様
態
が
著
し
く
異
な
る
こ
と
を
あ
え
て
断
り
つ
つ
も
、「
私
の
考
へ
で

は
、
こ
れ
は
私
の
白
色
の
鯉
で
あ
つ
た
の
だ
」
と
強
調
し
さ
え
す
る
。「
私
」

に
よ
る
所
有
の
捉
え
方
は
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
変
質
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

絵
と
し
て
の
鯉
は
、
そ
れ
が
い
く
ら
実
体
と
か
け
離
れ
て
い
よ
う
と
も
、

「
私
」
が
「
私
の
白
色
の
鯉
」
と
い
う
同
一
の
表
現
で
語
る
限
り
「
私
」
の

所
有
と
な
り
得
る
こ
と
が
、『
三
田
文
学
』
版
で
は
新
た
に
示
さ
れ
て
い
る

の
だ
。
し
か
も
、
こ
の
結
末
の
改
稿
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
初
出
版
の
夏
の

場
面
に
あ
っ
た
「
鯉
」「
白
色
の
鯉
」
の
記
述
は
、『
三
田
文
学
』
版
で
い
ず

れ
も
「
私
の
鯉
」
に
変
更
さ
れ
た
。
冬
の
場
面
の
追
加
と
そ
れ
に
伴
う
補
筆

の
結
果
、「
私
」
は
自
ら
の
語
り
の
内
に
鯉
を
掌
握
す
る
こ
と
に
成
功
し
て

お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
末
尾
で
「
私
は
す
つ
か
り
満
足
し
た
」
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
も
う
一
度
小
説
全
体
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
物

語
中
盤
で
「
私
」
が
「
青
木
の
愛
人
」
へ
送
る
手
紙
に
「
小
生
所
有
の
鯉
」

と
書
く
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
の
文
言
は
、
い
ま
述
べ
た
「
私
の
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白
色
の
鯉
」
と
連
動
し
て
お
り
、「
私
」
が
語
る
こ
と
を
通
し
て
鯉
を
所
有

せ
ん
と
す
る
最
初
の
試
み
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
。
事
実
、
こ
の
手
紙
を
介
し

て
「
私
」
は
女
性
宅
か
ら
鯉
を
釣
っ
て
持
ち
帰
る
許
可
を
取
り
つ
け
て
お
り
、

こ
う
し
た
行
為
遂
行
的
な
記
述
は
『
三
田
文
学
』
版
の
随
所
に
書
き
加
え
ら

れ
て
い
る
。
同
じ
手
紙
で
い
え
ば
、
初
出
版
の
「
何
卒
御
渡
し
下
さ
れ
度
願

ひ
上
げ
申
し
ま
す
」（
傍
線
部
引
用
者
、
以
下
同
様
）
が
、「
何
卒
御
返
し
下
さ

れ
度
」
に
替
わ
っ
た
こ
と
で
、「
私
」
へ
の
帰
属
の
意
味
合
い
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
改
稿
箇
所
が
示
す
よ
う
に
、
絵
を
描
く
と
い
う
結
末
は

「
私
」
の
突
発
的
な
変
化
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
物
語
の
附
属
的
要
素
に
止

ま
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
、「
私
」
が
鯉
を
語
り
の
内
に
掌
握
し

よ
う
と
す
る
一
連
の
試
み
の
終
局
的
な
現
れ
と
し
て
、
そ
こ
に
周
到
に
配
置

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
小
説
を
改
稿
に
注
意
し
て
読
ん
で
い
く
と
、
作
中
に
は
、
語
る
行
為

の
中
に
新
た
な
所
有
を
見
出
す
「
私
」
の
姿
が
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。
こ
れ
を
作
者
の
審
級
か
ら
捉
え
直
せ
ば
、
井
伏
は
、
改
稿
に
よ
っ
て
作

中
人
物
の
「
私
」
に
新
た
な
「
所
有
」
を
発
見
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
語
る

行
為
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
、
い
わ
ば
言
葉
に
よ
る
所
有
だ
っ
た
。
所
有
概

念
の
こ
の
大
胆
な
読
み
替
え
に
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
隆
盛
下
に
お
け
る

井
伏
自
身
の
志
向
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
同
時
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
表

現
と
の
親
和
性
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
るＩ
。
そ
の
上
で
、
改
め
て
井

伏
自
身
の
表
現
上
の
展
開
を
見
据
え
た
と
き
、
そ
う
し
た
所
有
の
読
み
替
え

が
、
語
る
行
為
の
な
か
に
見
出
さ
れ
て
い
っ
た
点
は
重
要
で
あ
る
。
作
中
の

「
私
」
が
、「
私
の
白
色
の
鯉
」
と
語
る
こ
と
で
鯉
を
所
有
し
得
た
よ
う
に
、

語
る
と
い
う
行
為
は
、
あ
る
対
象
や
状
況
に
働
き
か
け
る
側
面
を
持
つ
。
本

作
で
は
、
そ
れ
が
語
る
対
象
を
歪
め
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
別
の
新
た
な
対
象

を
生
み
出
し
も
す
る
、
い
わ
ば
権
能
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
。
一
連
の
改
稿

を
通
し
て
、
井
伏
は
こ
の
語
り
の
権
能
を
小
説
表
現
と
し
て
掴
ん
で
い
っ
た

の
で
あ
るＪ
。

四
、「
た
ま
虫
を
見
る
」
の
改
稿

　

で
は
次
に
、「
鯉
」
の
三
カ
月
後
に
『
三
田
文
学
』
へ
掲
載
さ
れ
た
「
た

ま
虫
を
見
る
」
を
見
て
い
く
。
こ
の
小
説
は
、「
私
」
の
不
運
な
出
来
事
を

一
人
称
の
語
り
で
点
描
し
た
小
品
で
、「
た
ま
虫
」
を
め
ぐ
る
四
つ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
か
ら
成
る
。
始
ま
り
は
「
私
」
が
幼
少
時
に
兄
弟
喧
嘩
を
す
る
場
面
、

続
い
て
学
生
時
代
に
恋
人
と
語
ら
う
場
面
、
さ
ら
に
大
学
卒
業
後
に
警
察
か

ら
不
審
者
扱
い
さ
れ
る
場
面
、
最
後
は
勤
務
先
で
の
仕
打
ち
を
嘆
い
て
徘
徊

す
る
場
面
、
い
ず
れ
も
不
機
嫌
だ
っ
た
り
タ
イ
ミ
ン
グ
が
合
わ
な
い
と
き
に

限
っ
て
「
私
」
は
「
た
ま
虫
」
を
見
つ
け
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

初
出
は
一
九
二
六
年
一
月
の
『
文
学
界
』
で
、
二
八
年
五
月
の
『
三
田
文

学
』
掲
載
を
経
て
、
三
〇
年
に
創
作
集
『
な
つ
か
し
き
現
実
』
へ
収
録
さ
れ

た
。
そ
の
都
度
一
〇
〇
箇
所
超
の
改
稿
が
施
さ
れ
て
は
い
る
が
、
三
つ
の
本

文
と
も
い
ま
述
べ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
そ
の
ま
ま
の
順
序
で
配
置
さ
れ
て
お

り
、「
鯉
」
の
よ
う
な
構
造
上
の
大
き
な
変
更
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
各
本

文
の
改
稿
は
、
主
人
公
「
私
」
が
「
幸
福
の
シ
ン
ボ
ル
」
で
あ
る
「
た
ま
虫
」

に
出
会
い
損
な
う
物
語
の
枠
組
み
を
補
強
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
と
ひ
と
ま

ず
は
整
理
で
き
る
。
そ
の
上
で
検
討
し
た
い
の
は
、
本
文
の
随
所
に
加
筆
さ

れ
た
「
私
」
と
周
囲
と
の
隔
た
り
を
示
す
記
述
で
あ
る
。
例
え
ば
物
語
冒
頭

は
、「
標
本
室
」
に
あ
る
「
た
ま
虫
」
に
つ
い
て
「
私
達
」
が
口
々
に
言
葉
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を
交
わ
す
場
面
で
始
ま
る
が
、
初
出
に
は
こ
う
あ
る
。

「
め
つ
た
に
見
た
こ
と
の
な
い
虫
だ
が
、
何
て
伝
統
的
な
色
彩
な
ん
だ

ら
う
！
」

「
死
ん
ぢ
ま
つ
て
も
羽
根
の
色
は
変
は
ら
な
い
ら
し
い
ん
だ
よ
。」

「
幸
福
の
シ
ン
ボ
ル
の
や
う
な
色
だ
ね
。」

「
何
う
い
つ
て
鳴
く
虫
だ
ら
う
？
」

「
盗
ん
で
行
つ
て
や
ら
う
か
ね
？
」

│
│
と
こ
ろ
が
私
の
見
た
の
は
標
本
室
の
で
は
な
く
て
、
生
き
て
ゐ
る

や
つ
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
三
田
文
学
』
版
以
降
は
、
傍
線
部
が
「
こ
の
色
は
幸
福

の
シ
ン
ボ
ル
だ
さ
う
だ
よ
。
書
物
に
さ
う
い
つ
て
書
い
て
あ
る
ん
だ
。」
と

書
き
換
え
ら
れ
た
。「
幸
福
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
い
う
情
報
の
典
拠
が
「
書
物
」

の
記
述
と
し
て
新
た
に
示
さ
れ
、「
標
本
室
」
の
場
面
設
定
と
も
相
俟
っ
て
、

「
私
達
」
が
「
た
ま
虫
」
に
つ
い
て
共
有
す
る
情
報
が
固
定
的
で
あ
る
こ
と

が
こ
こ
で
は
強
調
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
が
引
用
末
尾
の
一
文
「
と
こ
ろ
が

私
の
見
た
の
は
標
本
室
の
で
は
な
く
て
、
生
き
て
ゐ
る
や
つ
な
の
で
あ
る
」

と
対
比
的
な
関
係
を
結
び
、
こ
の
あ
と
展
開
し
て
い
く
「
私
」
の
状
況
を
、

「
書
物
に
」「
書
い
て
あ
る
」「
幸
福
」
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
る
効
果
を
生
ん
で
い
る
。

　

こ
の
傾
向
は
、
語
り
手
の
叙
述
に
も
確
認
で
き
る
。「
た
ま
虫
ほ
ど
美
し

い
昆
虫
を
発
見
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
語
る
「
私
」
は
、
そ
れ
を
兄
と

は
共
有
で
き
ず
に
嘆
く
場
面
が
あ
る
。
そ
の
際
、
初
出
版
の
「
何
故
こ
の
美

し
い
虫
は
、
私
が
面
白
く
笑
つ
て
ゐ
る
時
に
飛
ん
で
来
な
か
っ
た
の
か
？
」

は
、
改
稿
を
経
る
ご
と
に
、「
何
故
こ
の
虫
は
折
角
美
し
く
つ
て
も
、
私
が

面
白
い
時
に
飛
ん
で
来
な
か
つ
た
の
だ
ら
う
」（『
三
田
文
学
』
版
）、「
何
故

こ
の
虫
は
折
角
こ
ん
な
に
美
し
く
つ
て
も
、
私
が
面
白
い
時
に
飛
ん
で
来
な

か
つ
た
の
だ
ら
う
」（
単
行
本
版
）
と
変
化
し
て
い
る
。
作
者
は
、
語
り
の
語

彙
の
レ
ベ
ル
ま
で
細
か
く
操
作
し
な
が
ら
、「
私
」
の
一
方
的
な
思
い
入
れ

を
過
度
に
強
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
て
「
私
」
と
周
囲
と
の
距
離
が
本
文
の
各
所
に
生
み
出
さ
れ
て
い

く
わ
け
だ
が
、
そ
の
機
能
と
効
果
が
具
体
的
に
現
れ
て
い
る
の
が
、
恋
人
と

の
や
り
と
り
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
。「
私
」
が
恋
人
と
親
密
に
語
ら
う
最

中
に
突
然
「
た
ま
虫
」
が
飛
来
し
、
驚
い
た
彼
女
は
そ
れ
を
指
で
弾
き
飛
ば

し
て
草
履
で
踏
み
潰
し
て
し
ま
う
。
気
ま
ず
い
雰
囲
気
に
窮
し
た
「
私
」
は
、

彼
女
に
こ
う
問
い
か
け
る
。

（
初
出
版
）

「
一
体
た
ま
虫
色
と
い
ふ
色
は
、
不
吉
の
シ
ン
ボ
ル
で
せ
う
か
？
」

「
幸
福
の
シ
ン
ボ
ル
だ
と
思
ひ
ま
す
わ
。
た
ま
虫
つ
て
美
し
い
虫
で
す

わ
ね
！
」

「
で
も
、
あ
な
た
は
其
れ
を
ふ
み
つ
ぶ
し
ち
や
い
ま
し
た
。」

「
だ
つ
て
あ
な
た
の
胸
の
と
こ
ろ
に
、
虫
が
つ
い
て
ゐ
た
ん
で
す
も
の

…
…
」

（『
三
田
文
学
』
版
）

「
あ
な
た
は
、こ
の
レ
イ
ン
コ
ー
ト
の
色
は
嫌
ひ
だ
つ
た
の
で
す
ね
？
」

「
あ
ら
、
ち
つ
と
も
そ
ん
な
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
わ
。
た
ま
虫
つ
て
美
し

い
虫
で
す
も
の
」

「
で
も
、
あ
な
た
は
其
れ
を
ふ
み
つ
ぶ
し
ち
や
い
ま
し
た
」
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「
だ
つ
て
あ
な
た
の
胸
の
と
こ
ろ
に
虫
が
つ
い
て
ゐ
た
ん
で
す
も
の
」

　

引
用
し
た
の
は
、
二
人
の
間
に
亀
裂
が
生
じ
る
印
象
的
な
場
面
で
あ
る
。

こ
の
直
前
で
は
「
私
は
決
心
し
て
彼
女
の
肩
の
上
に
手
を
置
い
た
」
ほ
ど
の

親
密
な
雰
囲
気
が
、
会
話
の
直
後
に
な
る
と
「
相
手
を
と
が
め
る
や
う
な
瞳

を
む
け
あ
つ
た
」
と
急
変
す
る
た
め
、
二
人
の
溝
は
こ
の
と
き
の
会
話
自
体

が
表
象
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
注
意
し
た
い
の
は
、
初
出
版
で
の
会
話
の

ず
れ
が
、
実
物
の
「
た
ま
虫
」
を
単
に
識
別
で
き
る
か
否
か
に
起
因
し
た
の

に
対
し
、『
三
田
文
学
』
版
の
方
で
は
、
踏
み
潰
す
行
為
を
め
ぐ
る
解
釈
の

取
り
違
え
か
ら
生
じ
る
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
点
で
あ
るＫ
。
傍
線
部
の
「
私
」

の
発
話
は
、
彼
女
の
踏
み
潰
す
行
為
を
レ
イ
ン
コ
ー
ト
の
色
へ
の
不
満
と
解

釈
し
て
見
せ
る
こ
と
で
、
彼
女
に
対
す
る
遠
回
し
の
非
難
を
込
め
た
は
ず

だ
っ
た
が
、
こ
れ
が
彼
女
に
は
通
じ
て
お
ら
ず
（
点
線
部
参
照
）、
互
い
の
情

報
伝
達
回
路
は
著
し
く
混
線
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
人
の
隔
た
り
は
、

言
葉
の
交
換
で
生
じ
る
躓
き
と
し
て
新
た
に
書
き
換
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

作
中
で
の
「
私
」
と
彼
女
の
距
離
感
は
、
言
葉
の
や
り
と
り
を
通
じ
て
近
づ

い
た
り
離
れ
た
り
す
る
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
引
用
部
分
の
隔
絶
も
ま

た
、
言
葉
を
交
換
す
る
行
為
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

は
じ
め
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
小
説
は
「
私
」
の
不
運
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
集
成
し
た
物
語
で
あ
り
、
二
度
の
改
稿
を
経
て
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
不
運
ら
し
い
局
面
を
詳
し
く
読
ん
で
み
る
と
、
多
く
の

改
稿
が
「
私
」
と
周
囲
と
の
隔
た
り
を
い
か
に
形
象
化
す
る
か
と
い
う
観
点

か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
と
り
わ
け
恋
人
と
の
会
話
場
面
に
顕
著

な
よ
う
に
、
そ
う
し
た
隔
た
り
は
言
葉
の
交
換
と
い
う
原
理
的
な
レ
ベ
ル
の

中
に
も
書
き
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
特
徴
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、「
不
幸
」
や
「
悲
し
み
」
と
い
っ

た
本
作
の
主
題
に
相
当
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
初
出
版
と
『
三
田
文
学
』
版

を
経
た
三
つ
目
の
本
文
（
単
行
本
版
）
に
お
い
て
よ
う
や
く
登
場
す
る
と
い

う
そ
の
順
序
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
作
者
井
伏
の
改
稿
上
の

力
点
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
裏
書
き
し
て
も
い
る
か
ら
だ
。
単
行
本
版
で

初
め
て
加
わ
っ
た
結
末
の
記
述
「
私
の
不
幸
の
濃
度
を
一
ぴ
き
づ
ゝ
の
昆
虫

が
測
つ
て
み
せ
て
く
れ
る
」
や
、
冒
頭
の
「
お
そ
ら
く
私
ほ
ど
幾
度
も
悲
し

い
と
き
に
だ
け
、
た
ま
虫
を
見
た
こ
と
の
あ
る
人
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
」
の

一
節
は
、
作
中
の
「
た
ま
虫
」
を
「
不
幸
」
の
象
徴
と
し
て
明
確
に
規
定
す

る
。
し
か
し
そ
れ
は
、「
私
」
と
周
囲
と
の
差
異
が
細
か
く
創
出
さ
れ
た
の

を
経
て
帰
納
的
に
導
か
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
改
稿
順
序

と
そ
の
特
徴
か
ら
読
む
限
り
、
作
者
は
こ
の
小
説
に
お
い
て
、「
不
幸
」
と

呼
ば
れ
る
状
況
が
現
出
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
成
立
条
件
を
描
く
こ
と
を
志

向
し
実
践
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
井
伏
は
、「
私
」
と
周
囲
と

の
隔
た
り
が
い
か
に
生
じ
、
ま
た
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
描
き
得
る
か
と
い
う

点
に
一
貫
し
て
拘
っ
て
お
り
、
言
葉
が
生
ま
れ
た
り
行
き
交
っ
た
り
す
る
運

動
の
中
に
そ
れ
を
問
う
場
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
鯉
」
の
改
稿
で
は
、
言
葉
で
対
象
を
所
有
し
よ
う
と
す
る
語
り
手
が
造

形
さ
れ
て
い
き
、
結
果
と
し
て
、
語
る
こ
と
の
権
能
が
前
景
化
さ
れ
て
い
た
。

一
方
、「
た
ま
虫
を
見
る
」
の
改
稿
で
は
、
人
物
間
の
距
離
と
そ
の
変
化
が
、

言
葉
を
交
わ
す
プ
ロ
セ
ス
の
中
か
ら
起
ち
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
む
ろ
ん
こ
の

二
作
は
互
い
に
独
立
し
た
物
語
世
界
を
持
ち
、
改
稿
に
至
っ
た
背
景
や
動
機

も
異
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
表
現
は
、
こ
の
あ
と
井
伏
が
手
が

け
る
著
作
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
著
作
こ
そ
、
井
伏
に
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新
進
作
家
と
し
て
の
確
か
な
地
位
を
も
た
ら
し
た
と
い
わ
れ
る
小
説
「
谷

間
」
で
あ
る
。
最
後
に
こ
の
点
を
指
摘
し
て
、
論
の
結
び
と
し
た
い
。

五
、「
谷
間
」
の
成
功
を
支
え
た
も
の

　

本
論
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
井
伏
の
出
発
期
は
一
九
二
九
年
を
基

点
に
し
て
整
理
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
二
九
年
以
後
の
新
た
な
展
開
を
示

す
先
駆
的
作
品
と
み
な
さ
れ
る
の
が
小
説
「
谷
間
」
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
、

一
九
二
九
年
一
月
の
『
文
芸
都
市
』
で
連
載
が
始
ま
る
と
た
ち
ま
ち
好
評
を

博
し
た
と
い
うＬ
。
作
品
の
発
表
順
か
ら
い
え
ば
、「
谷
間
」
は
、「
朽
助
の
ゐ

る
谷
間
」（『
創
作
月
刊
』
一
九
二
九
年
三
月
）
や
「
丹
下
氏
邸
」（『
改
造
』
一
九

三
一
年
三
月
）
等
の
農
村
も
の
に
先
行
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
確
か
に

先
駆
け
な
の
だ
が
、
実
際
の
本
文
に
は
「
鯉
」
と
「
た
ま
虫
を
見
る
」
そ
れ

ぞ
れ
の
表
現
手
法
が
随
所
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。

　

物
語
は
、
語
り
手
の
「
私
」
が
骨
董
発
掘
の
目
的
で
山
村
を
訪
れ
る
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
村
の
人
々
と
知
り
合
う
う
ち
に
、「
私
」
自
身
が
村

落
間
の
対
立
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
様
子
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
か
れ
る
。
こ

の
小
説
の
読
み
ど
こ
ろ
の
一
つ
は
、
深
刻
な
は
ず
の
村
の
対
立
が
次
第
に
滑

稽
な
様
相
を
呈
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
契
機
を
も
た
ら

す
の
が
「
私
」
の
演
説
場
面
で
あ
る
。「
私
」
は
、村
の
騒
動
を
な
る
べ
く
「
労

働
争
議
」
で
は
な
い
方
向
に
逸
ら
し
て
対
立
を
解
消
さ
せ
よ
う
と
思
い
立

ち
、
村
民
を
前
に
し
て
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
る
。

「
こ
の
騒
ぎ
は
容
易
に
社
会
問
題
化
し
た
り
争
議
化
し
た
り
で
き
る
性

質
を
帯
び
て
ゐ
ま
す
が
、
こ
ゝ
で
は
決
し
て
問
題
化
し
な
い
で
、
単
な

る
石
合
戦
の
競
技
の
如
く
み
な
す
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
つ
も
り
で
私
達

は
行
動
す
べ
き
こ
と
。
さ
も
な
け
れ
ば
私
は
一
揆
を
指
揮
し
た
と
い
ふ

名
の
も
と
に
罰
せ
ら
れ
ま
す
。〔
中
略
〕
か
く
の
如
く
団
結
し
て
争
ふ

こ
と
は
、
法
律
の
上
に
て
も
禁
じ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
こ
の
行

動
は
、
夏
季
の
運
動
会
を
催
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
名
目
に
す
る
こ
と
。
隣

村
の
人
に
対
し
て
も
決
し
て
敵
だ
と
か
仇
だ
と
か
い
ふ
言
葉
を
つ
か
は

な
い
こ
と
。
し
た
が
つ
て
鉄
砲
ピ
ス
ト
ル
等
は
勿
論
、
身
に
寸
鉄
を
も

帯
び
な
い
こ
と
。
見
受
け
ま
す
と
こ
ろ
、
た
ゞ
今
、
こ
の
な
か
に
二
人

の
壮
丁
は
在
郷
軍
人
の
服
装
を
し
て
ゐ
ら
れ
ま
す
が
、
速
や
か
に
運
動

会
の
服
装
に
着
換
え
て
来
る
こ
と
。
以
上
で
あ
り
ま
す
。」

　

村
の
騒
ぎ
を
「
石
合
戦
の
競
技
」
に
、
集
団
争
議
を
「
夏
季
の
運
動
会
」

に
言
い
換
え
、「
隣
村
の
人
」
に
対
し
て
は
「
敵
だ
と
か
仇
だ
と
か
い
ふ
言

葉
」
で
呼
ば
な
い
よ
う
に
提
唱
す
る
こ
と
で
、「
私
」
は
「
労
働
争
議
」
を

別
の
文
脈
に
回
収
し
更
新
し
よ
う
と
試
み
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
る
言
葉
を
別

の
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
、
人
々
の
闘
争
心
を
殺
ぐ
有
効
な
手
段
と
見

な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
が
功
を
奏
し
、
こ
の
あ
と
村
を
挙
げ
て
本
当

の
大
運
動
会
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
「
私
」
の
演
説
の
仕
方

に
は
、
先
述
の
「
た
ま
虫
を
見
る
」
で
分
析
し
た
と
お
り
、
言
葉
を
交
わ
す

行
為
の
な
か
に
人
物
間
の
距
離
を
生
み
出
す
方
法
が
見
て
取
れ
る
。

　

一
方
、
物
語
全
体
を
通
し
て
特
徴
的
な
の
が
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
の

自
己
言
及
的
な
叙
述
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
約
そ
次
の
や
う
な
会
話
を
し
て

き
た
」、「
こ
ゝ
に
そ
の
碑
文
を
邦
訳
し
て
み
よ
う
」、「
そ
の
筆
記
に
は
多
少

の
誤
り
が
あ
つ
た
け
れ
ど
、
私
は
こ
ゝ
に
そ
れ
を
原
文
の
ま
ゝ
す
つ
か
り
記

載
し
て
み
よ
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
要
約
や
訳
述
や
筆
記
と
い
う

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
含
み
つ
つ
本
文
の
随
所
に
登
場
す
る
。
語
り
手
が
語
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る
対
象
を
歪
め
て
し
ま
う
こ
と
を
あ
え
て
明
示
す
る
の
は
、
前
節
の
「
鯉
」

の
手
法
と
通
底
し
て
お
り
、
こ
こ
で
の
「
私
」
は
、
語
る
行
為
を
通
じ
て
、

目
の
前
で
起
こ
る
出
来
事
に
介
入
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

本
作
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
批
評
性
が
評
価
さ
れ

て
も
い
る
がＭ
、
そ
の
論
拠
と
さ
れ
る
特
徴
│
│
集
団
争
議
が
「
運
動
会
」
へ

と
ず
ら
さ
れ
、「
私
」
自
身
が
騒
動
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
物
語
の
構
成

│
│
は
、
い
ま
挙
げ
た
手
法
抜
き
に
は
成
り
立
た
な
い
。
村
の
社
会
問
題
を

扱
う
か
に
見
え
た
物
語
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
村
の
滑
稽
な
騒
動

記
に
変
貌
す
る
。
つ
ま
り
、
小
説
「
谷
間
」
が
生
み
出
す
ユ
ー
モ
ア
は
、「
鯉
」

お
よ
び
「
た
ま
虫
を
見
る
」
の
改
稿
で
生
じ
た
表
現
方
法
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
た
の
だ
。

六
、
お
わ
り
に

　

改
め
て
い
え
ば
、
井
伏
に
と
っ
て
一
九
二
八
年
の
『
三
田
文
学
』
へ
の
小

説
掲
載
は
、
間
違
い
な
く
転
機
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
理
由
を
、
発
表
機

会
の
拡
が
り
と
い
う
外
在
的
な
変
化
だ
け
に
見
出
す
の
は
適
切
で
は
な
い
。

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
同
誌
掲
載
の
「
鯉
」
と
「
た
ま
虫
を
見
る
」
の
表

現
方
法
は
「
谷
間
」
で
も
活
用
さ
れ
、
そ
れ
が
物
語
を
駆
動
さ
せ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
二
作
を
通
じ
て
こ
の
作
家
の
方
法
が
質
的
に
変
化
し
、
な
お
か
つ
、

後
の
小
説
表
現
に
も
接
続
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
転
機
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
牽
引
し
た
の
が
他
で
も
な
い
改
稿
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
論

じ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
名
う
て
の
作
品
改
変
常
習
者
」
や
「
偏
執
狂
め
い
た
加
筆
訂
正
魔
」
な

ど
、
改
稿
に
ま
つ
わ
る
井
伏
の
別
称
（
あ
る
い
は
蔑
称
）
は
多
い
。
し
か
し
そ

れ
ら
の
呼
称
に
覗
く
、
唯
一
の
決
定
稿
と
そ
の
他
多
数
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と

い
う
位
階
関
係
や
、
作
品
の
「
完
成
」
を
前
提
と
す
る
目
的
論
的
な
視
座
は
、

と
も
す
れ
ば
彼
の
文
学
的
営
為
を
捨
象
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
初
期
の

創
作
活
動
に
即
し
て
述
べ
る
な
ら
、
井
伏
の
改
稿
は
決
し
て
「
幽
閉
」
│
「
山

椒
魚
」
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
作
品
の
附
属
的
要
素
に
と
ど
ま
る
も

の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
複
数
の
著
作
間
で
並
行
し
て
試
み
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
り
、
そ
の
成
果
が
連
な
っ
て
作
家
を
新
た
な
表
現
へ
と
導
い
た
の
で
あ

る
。
初
期
井
伏
文
学
を
『
三
田
文
学
』
掲
載
の
二
作
か
ら
捉
え
直
し
て
み
る

こ
と
で
、
文
壇
進
出
に
お
い
て
改
稿
の
果
た
し
た
役
割
が
明
ら
か
と
な
る
。

井
伏
は
そ
の
改
稿
の
営
み
の
中
で
、
言
葉
に
よ
る
所
有
の
か
た
ち
を
見
出

し
、
言
葉
の
交
換
か
ら
生
じ
る
関
係
性
に
注
意
を
傾
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
、
彼
が
こ
の
あ
と
「
ナ
ン
セ
ン
ス
作
家
」
と
呼
ば
れ
て
い
く

こ
と
と
も
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿

を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注（
１
）　

こ
の
年
に
発
表
さ
れ
た
主
な
著
作
に
は
、「
谷
間
」（『
文
芸
都
市
』
一
九
二

九
年
一
月
〜
四
月
）、「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」（『
創
作
月
刊
』
同
三
月
）、「
山
椒

魚
│
│
童
話
│
│
」（『
文
芸
都
市
』
同
五
月
、
の
ち
に
「
山
椒
魚
」
と
改
題
）、

「
シ
グ
レ
島
叙
景
」（『
文
芸
春
秋
』
同
一
一
月
）、「
屋
根
の
上
の
サ
ワ
ン
」（『
文

学
』
同
一
一
月
）
等
が
あ
る
。

（
２
）　

傍
点
引
用
者
。
東
郷
克
美
「「
く
つ
た
く
」
し
た
「
夜
更
け
」
の
物
語
│
│

初
期
井
伏
鱒
二
に
つ
い
て
」（『
成
城
国
文
学
論
集
』
一
九
八
一
年
三
月
。
の
ち

に
東
郷
克
美
『
井
伏
鱒
二
と
い
う
姿
勢
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
一
二
年
一
一

月
）
に
収
録
）。
他
に
、
松
本
鶴
雄
『
増
補
井
伏
鱒
二
│
│
日
常
の
モ
テ
ィ
ー
フ
』

（
沖
積
舎
、
一
九
九
二
年
一
一
月
）、
佐
藤
嗣
男
『
井
伏
鱒
二
│
│
山
椒
魚
と
蛙

の
世
界
│
│
』（
武
蔵
野
書
房
、
一
九
九
四
年
三
月
）
等
。
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（
３
）　

さ
ら
に
い
え
ば
、
教
科
書
の
定
番
教
材
に
な
っ
た
こ
と
や
、
初
出
発
表
か
ら

五
十
年
以
上
を
経
た
一
九
八
五
年
に
著
者
が
結
末
を
大
幅
に
書
き
替
え
て
反
響

を
呼
ん
だ
こ
と
も
、
こ
の
「
山
椒
魚
」
重
視
の
傾
向
に
大
き
く
寄
与
し
た
。

（
４
）　
「
文
芸
都
市
前
後 

上
」（『
報
知
新
聞
』
一
九
三
六
年
八
月
三
日
、「
涼
台
閑

話　

世
に
出
た
頃
」
欄
）。

（
５
）　

同
誌
は
、
運
営
方
針
を
め
ぐ
る
学
内
対
立
が
も
と
で
一
九
二
五
年
三
月
に
休

刊
し
、
そ
の
後
数
度
の
協
議
を
経
て
、
一
九
二
六
年
四
月
に
哲
学
分
野
と
分
離

独
立
す
る
か
た
ち
で
復
刊
を
遂
げ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
大
学
当
局
の
意
向
に
沿

わ
な
い
体
制
で
あ
っ
た
た
め
、
大
学
側
の
十
分
な
支
援
が
得
ら
れ
な
い
厳
し
い

船
出
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
資
金
確
保
に
奔
走
し
、
編
集
実
務
で
は
率
先
し
て

新
人
の
発
掘
に
つ
と
め
た
の
が
水
上
瀧
太
郎
で
あ
る
。
水
上
の
方
針
は
同
人
の

間
で
も
広
く
共
有
さ
れ
て
お
り
、「
三
田
文
学
は
人
を
生
む
事
を
目
的
と
す

る
」、「
三
田
文
学
の
興
廃
は
一
に
掛
つ
て
〔
中
略
〕
新
進
の
肩
に
あ
り
ま
す
」

（「
編
集
後
記
」
一
九
二
六
年
七
月
）
等
、
誌
上
で
も
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い

た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
時
期
に
紹
介
さ
れ
た
「
新
人
」
の
う
ち
た
と
え
ば
藤
原

誠
一
郎
の
よ
う
に
、
慶
應
出
身
者
で
は
な
く
と
も
「
三
田
派
の
新
星
」「
三
田

派
の
恵
ま
れ
た
前
途
」
等
の
よ
う
に
紹
介
・
称
賛
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）　

勝
本
清
一
郎
「
編
集
後
記
」（『
三
田
文
学
』
一
九
二
六
年
四
月
）。

（
７
）　

富
沢
は
す
で
に
一
九
二
六
年
の
段
階
で
井
伏
を
「
朱
鱗
の
大
魚
」
と
形
容
し
、

「
今
は
無
名
、
後
二
年
す
れ
ば
名
前
が
知
ら
れ
五
年
す
れ
ば
勢
力
を
得
、
十
年

す
れ
ば
一
世
の
衆
望
を
ひ
く
事
疑
ひ
無
し
」
と
盛
ん
に
称
揚
し
て
い
た
（
富
沢

有
為
男
「
賞
讃
録
」（『
文
藝
時
代
』
一
九
二
六
年
五
月
））。

（
８
）　

引
用
文
中
に
も
あ
っ
た
『
創
作
月
刊
』
担
当
の
永
井
龍
男
は
、
こ
の
あ
と
井

伏
と
中
村
正
常
を
コ
ン
ビ
と
し
た
ナ
ン
セ
ン
ス
物
語
の
連
載
を
『
婦
人
サ
ロ

ン
』
誌
上
に
企
画
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
井
伏
が
「
ナ
ン
セ
ン

ス
作
家
」
と
呼
ば
れ
、
も
て
は
や
さ
れ
る
直
接
の
契
機
に
な
る
。

（
９
）　

牧
野
信
一
は
井
伏
を
「
新
星
」
と
呼
び
、「
井
伏
鱒
二
と
い
へ
ば
大
変
な
騒

ぎ
さ
、
あ
れ
以
来
！
〔
中
略
〕
僕
が
、
こ
の
「
新
星
」
を
発
見
し
て
驚
喜
し
た

の
は
、
た
し
か
去
年
の
一
月
だ
つ
た
。「
三
田
文
学
」
の
二
月
号
（「
鯉
」
掲
載

号
│
│
引
用
者
注
）
で
あ
る
。〔
中
略
〕
僕
は
読
み
終
る
と
は
読
み
終
る
と
一

処
に
、「
や
あ
、
こ
れ
は
何
と
い
ふ
傑
れ
た
小
説
だ
ら
う
！
」
と
仰
天
の
声
を

あ
げ
た
」
と
綴
っ
て
い
る
（「
ヱ
ハ
ガ
キ
の
激
賞
文　

新
生
（
上
）」『
時
事
新
報
』

一
九
二
九
年
七
月
二
一
日
朝
刊
）。
そ
の
他
、
舟
橋
聖
一
（「
井
伏
鱒
二
さ
ん
」、

『
文
藝
都
市
』
一
九
二
九
年
二
月
）
や
川
端
康
成
（「
文
芸
時
評
」、『
文
藝
春
秋
』

一
九
二
九
年
四
月
）
等
の
言
説
に
も
井
伏
に
対
す
る
高
い
評
価
と
時
期
の
一
致

が
見
て
取
れ
る
。

（
10
）　

阿
部
知
二
「
こ
と
は
り
書
」（『
文
芸
都
市
』
一
九
二
九
年
二
月
）。

（
11
）　

東
郷
克
美
が
い
ち
早
く
指
摘
し
た
が
（「
井
伏
鱒
二
の
〈
方
法
〉
│
│
「
山

椒
魚
」
と
「
鯉
」
の
形
成
│
│
」、『
現
代
国
語
研
究
シ
リ
ー
ズ
11　

井
伏
鱒
二
』

尚
学
図
書
、
一
九
八
一
年
五
月
。
の
ち
に
注（
２
）前
掲
書
収
録
）、
こ
こ
で
改

め
て
増
補
し
整
理
す
る
と
、「
借
衣
」（『
世
紀
』
一
九
二
三
年
八
月
↓
『
人
類
』

一
九
二
四
年
一
〇
月
）、「
夜
更
と
梅
の
花
」（『
人
類
』
一
九
二
四
年
五
月
↓
『
文

芸
都
市
』
一
九
二
八
年
三
月
↓
『
夜
ふ
け
と
梅
の
花
』
一
九
三
〇
年
四
月
）、「
た

ま
虫
を
見
る
」（『
文
学
界
』
一
九
二
六
年
一
月
↓
『
三
田
文
学
』
一
九
二
八
年

五
月
↓
『
な
つ
か
し
き
現
実
』
一
九
三
〇
年
七
月
）、「
岬
の
風
景
」（『
陣
痛
時

代
』
一
九
二
六
年
二
月
（
推
定
）
↓
『
鷲
の
巣
』
一
九
二
六
年
八
月
↓
『
夜
ふ

け
と
梅
の
花
』
一
九
三
〇
年
四
月
）、「
鯉
」（『
桂
月
』
一
九
二
六
年
九
月
↓
『
三

田
文
学
』
一
九
二
八
年
二
月
↓
『
夜
ふ
け
と
梅
の
花
』
一
九
三
〇
年
四
月
）
が

あ
る
。
加
え
て
、「
幽
閉
」
│
「
山
椒
魚
」
や
、「
乳
母
車
」（『
文
学
界
』
一
九

二
五
年
八
月
）
│
「
歪
な
る
図
案
」（『
不
同
調
』
一
九
二
七
年
二
月
）
の
よ
う

に
、
タ
イ
ト
ル
は
異
な
る
も
の
の
、
明
ら
か
に
既
発
表
作
を
も
と
に
書
き
換
え

た
と
思
し
き
著
作
も
あ
る
。
こ
の
「
乳
母
車
」
に
つ
い
て
は
、
前
田
貞
昭
「
井

伏
鱒
二
「
乳
母
車
」
を
め
ぐ
っ
て
│
│
「
歪
な
る
図
案
」
と
の
本
文
異
同
の
検

討
、
そ
の
他
│
│
」（『
兵
庫
教
育
大
学
近
代
文
学
雑
志
』
二
〇
〇
二
年
二
月
）

に
よ
る
詳
細
な
調
査
が
あ
り
、
初
期
作
品
に
お
け
る
改
稿
の
実
態
が
明
ら
か
に

な
り
つ
つ
あ
る
。

（
12
）　
「
岡
穂
の
実
を
送
る
」（『
桂
月
』
一
九
二
七
年
一
〇
月
）。

（
13
）　
「
或
る
統
計
」（『
福
岡
日
日
新
聞
』
一
九
二
八
年
二
月
二
〇
日
）。

（
14
）　

長
谷
川
泉
「
井
伏
鱒
二
」（『
近
代
名
作
鑑
賞
』
至
文
堂
、
一
九
七
七
年
八
月
）。

（
15
）　

改
稿
を
い
ち
早
く
取
り
上
げ
た
の
は
和
田
利
夫
だ
が
（「
井
伏
鱒
二
「
鯉
」
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の
成
立
と
背
景
」、『
日
本
文
学
』
一
九
七
五
年
一
月
）、
そ
の
位
置
づ
け
は
「
初

出
の
結
末
の
平
凡
さ
に
く
ら
べ
る
と
」「
全
体
を
引
き
締
め
る
役
割
を
果
た
し

て
い
る
」
と
の
指
摘
に
止
ま
る
。
な
お
、
本
作
を
友
人
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
す

る
作
品
解
釈
を
批
判
的
に
読
み
替
え
た
例
に
は
、
東
郷
克
美
前
掲
論（
注
２
）、

関
谷
一
郎
「
井
伏
鱒
二
へ
の
試
み
│
│
初
期
作
品
に
見
る
関
係
性
の
劇
│
│
」

（『
現
代
文
学
』
一
九
八
七
年
二
月
。
の
ち
に
関
谷
一
郎
『
シ
ド
ク
│
│
漱
石
か

ら
太
宰
ま
で
』（
洋
々
社
、
一
九
九
六
年
一
二
月
）
に
収
録
）、
前
田
貞
昭
「「
鯉
」

異
説
│
│
変
容
す
る
〈
鯉
〉
│
│
」（『
兵
庫
教
育
大
学
近
代
文
学
雑
志
』
一
九

九
一
年
一
月
）
等
が
あ
る
。

（
16
）　

こ
れ
以
後
の
再
録
時
に
も
異
同
は
あ
り
、
さ
ら
に
井
伏
が
一
九
八
四
年
の
時

点
で
再
び
改
稿
の
意
思
を
示
し
た
と
の
証
言
も
あ
る
が
（
安
岡
章
太
郎
「『
鯉
』

に
つ
い
て
」、『
早
稲
田
文
学
』
一
九
八
四
年
一
二
月
）、
本
論
で
は
初
期
の
創

作
活
動
を
考
察
す
る
目
的
か
ら
、
後
年
の
本
文
に
つ
い
て
は
一
旦
措
く
。
な
お
、

初
出
時
の
タ
イ
ト
ル
は
「
鯉
（
随
筆
）」
で
、
再
録
版
以
降
は
「
鯉
」
と
さ
れ

た
た
め
、
こ
の
「（
随
筆
）」
表
記
の
有
無
を
重
視
す
る
論
も
あ
る
が
、
首
肯
し

が
た
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
初
出
掲
載
雑
誌
が
『
随
筆
雑
誌　

桂
月
』
で
あ

り
そ
の
編
集
上
の
都
合
を
排
除
で
き
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
井
伏
自
身
が

ジ
ャ
ン
ル
の
概
念
を
非
常
に
柔
軟
に
捉
え
て
お
り
、
作
品
内
容
に
影
響
を
及
ぼ

す
要
素
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
17
）　

日
高
昭
二
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
い
う
歴
史
│
│
「
所
有
」
と
い
う
観
念

を
め
ぐ
っ
て
」（
東
郷
克
美
、
寺
横
武
夫
編
『
井
伏
鱒
二　

昭
和
作
家
の
ク
ロ

ノ
ト
ポ
ス
』
双
文
社
出
版
、
一
九
九
六
年
六
月
）。

（
18
）　

た
と
え
ば
詩
人
福
原
清
は
、「
所
有
」
を
「
ま
や
か
し
の
言
葉
」
と
表
現
し
、

所
有
の
対
象
を
列
挙
す
る
詩
を
発
表
し
て
い
る
（「
所
有
」、『
詩
神
』
一
九
二

八
年
六
月
）。
福
原
の
詩
は
「
所
有
」
と
「
言
葉
」
と
の
関
係
を
問
お
う
と
す

る
点
に
お
い
て
、
井
伏
が
「
鯉
」
で
描
い
た
所
有
と
の
同
時
代
的
な
共
振
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
詩
を
掲
載
し
た
『
詩
神
』
は
大
正
末
期

に
井
伏
が
勤
務
し
て
い
た
聚
芳
閣
が
発
行
元
に
な
っ
て
創
刊
さ
れ
（
の
ち
『
詩

神
』
社
へ
変
更
）、
一
九
二
九
年
か
ら
は
井
伏
も
寄
稿
し
て
い
た
。

（
19
）　

こ
う
し
た
語
り
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
牧
野
信
一
が
本
作
を
積
極
的

に
評
価
し
た
時
期
が
、
彼
自
身
の
「
私
」
語
り
の
方
法
に
変
化
が
生
じ
「
ギ
リ

シ
ア
牧
野
」
と
呼
ば
れ
る
作
風
へ
と
展
開
し
て
い
く
過
渡
期
に
相
当
す
る
点
は

興
味
深
い
。
牧
野
に
よ
る
賞
讃
は
彼
の
表
現
面
の
関
心
と
も
結
び
つ
く
は
ず
で

あ
り
、
本
節
で
分
析
し
た
語
り
の
あ
り
よ
う
が
牧
野
の
興
味
を
引
い
た
要
因
と

考
え
ら
れ
る
。

（
20
）　

続
く
単
行
本
版
も
、
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。

（
21
）　

同
年
四
月
ま
で
連
載
。
伊
藤
整
に
よ
れ
ば
、
当
時
こ
の
小
説
は
「
ワ
ー
ッ
と

世
評
を
沸
か
し
た
」
と
い
う
（
伊
藤
整
、
高
見
順
、
山
本
健
吉
「
座
談
会
明
治
・

大
正
・
昭
和
出
世
作
の
展
望
」、『
文
芸
』
一
九
五
六
年
一
二
月
）。
ま
た
連
載

中
に
は
、
瀬
沼
茂
樹
・
川
崎
昇
と
と
も
に
「
私
た
ち
三
人
は
た
が
い
に
奪
い
合

う
よ
う
に
し
て
、
読
み
、
読
む
人
間
が
変
る
度
に
笑
い
こ
け
、
笑
い
が
止
ら
な

か
っ
た
」（
伊
藤
整
「
解
説
」、『
多
甚
古
村
』
新
潮
社
、
一
九
七
四
年
五
月
）

と
も
述
べ
て
い
る
。

（
22
）　

野
中
寛
子
「
井
伏
鱒
二
「
谷
間
」
改
稿
前
後
│
│
削
除
部
分
の
考
察
と
、
の

ち
の
作
品
へ
の
つ
な
が
り
│
│
」（『
近
代
文
学
論
集
』
二
〇
〇
七
年
一
一
月
）、

滝
口
明
祥
「「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
の
批
評
性
│
│
一
九
三
〇
年
前
後
の
井
伏
鱒
二
」

（『
日
本
近
代
文
学
』
二
〇
〇
九
年
五
月
、
の
ち
に
『
井
伏
鱒
二
と
「
ち
ぐ
は
ぐ
」

な
近
代
│
│
漂
流
す
る
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』
新
曜
社
、
二
〇
一
二
年
一
一
月

に
収
録
）
等
。

＊
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
号25770094

）
に
よ
る
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。


