
小
論
は
、
芥
川
龍
之
介
の
＜
芋
粥
＞
お
よ
び
＜
薮
の
中
＞
を
例
に
と
 
 

っ
て
、
語
る
と
い
う
こ
と
の
内
実
の
一
端
を
捉
え
る
試
み
で
あ
る
。
既
 
 

に
多
く
の
論
評
の
あ
る
こ
の
素
材
を
な
お
取
り
上
げ
る
の
ほ
、
次
の
よ
 
 

う
な
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
、
人
が
何
ら
か
の
情
報
を
獲
得
 
 

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
他
人
の
言
葉
、
つ
ま
り
何
ら
か
の
物
語
に
依
存
す
 
 

る
場
合
が
圧
倒
的
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
実
情
か
ら
、
物
語
を
通
じ
て
 
 

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
日
常
的
な
場
面
の
構
造
を
検
討
し
て
 
 

お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
問
題
を
考
え
る
際
、
再
話
 
 

と
い
う
手
法
が
、
物
語
を
受
け
取
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
語
り
直
す
と
い
 
 

う
、
物
語
に
よ
る
コ
、
、
、
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
的
な
構
造
を
顕
現
し
 
 

て
お
り
、
素
材
と
し
て
適
切
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
＜
芋
粥
＞
や
＜
薮
の
 
 

中
＞
は
、
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
物
語
と
は
趣
の
全
く
異
な
る
物
語
で
あ
 
 

り
、
極
端
な
例
で
あ
る
だ
け
に
、
語
り
手
の
色
づ
け
あ
る
い
は
意
図
を
 
 

鮮
明
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
例
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
に
ふ
さ
わ
 
 

（
1
）
 
 

し
い
も
の
で
あ
る
。
素
材
と
し
て
は
古
く
と
も
、
眼
目
は
、
再
話
と
い
 
 

物
語
 
の
受
容
 
 

－
 
芥
川
の
 
「
再
話
」
を
め
ぐ
っ
て
 
 

松
 
浦
 
俊
 
輔
 
 
 

う
形
で
あ
ら
わ
に
な
る
、
物
語
と
い
う
行
為
が
含
む
問
題
を
摘
出
す
る
 
 

こ
と
に
あ
る
こ
と
を
、
．
予
め
断
っ
て
お
き
た
い
。
 
 （

2
）
 
 
 

周
知
の
よ
う
に
、
＜
芋
粥
＞
は
『
今
昔
物
語
集
』
 
（
以
下
『
今
昔
』
 
 

と
略
記
）
巻
二
十
六
中
の
＜
利
仁
将
軍
、
若
き
時
京
よ
り
敦
賀
へ
五
位
 
 

を
将
て
行
く
語
第
十
七
＞
、
＜
薮
の
中
＞
は
同
集
巻
二
十
九
の
＜
妻
を
 
 

目
一
ハ
し
て
丹
波
国
に
行
き
た
る
男
、
大
江
山
に
し
て
縛
ら
る
る
語
第
二
十
 
 

三
＞
を
そ
れ
ぞ
れ
主
な
取
材
源
と
し
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
人
 
 

物
設
定
、
話
の
進
行
と
い
っ
た
点
で
、
全
く
別
の
物
語
を
創
作
し
て
お
 
 

り
、
と
く
に
＜
薮
の
中
＞
に
つ
い
て
は
、
「
再
話
」
と
呼
ぶ
こ
と
さ
え
 
 

た
め
ら
わ
れ
る
は
ど
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
原
話
が
、
芥
川
の
物
 
 

語
に
対
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
こ
と
ほ
疑
い
な
く
、
芥
川
は
い
 
 

わ
ば
、
同
じ
よ
う
な
舞
台
で
起
こ
り
う
る
他
の
物
語
を
語
っ
て
い
る
。
 
 

と
り
あ
え
ず
、
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
お
こ
う
。
 
 

＜
芋
粥
＞
は
大
正
五
年
の
『
新
小
説
』
九
月
号
に
発
表
さ
れ
た
、
事
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実
上
の
芥
川
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
。
既
に
、
『
新
思
潮
』
に
発
 
 

表
し
た
＜
羅
生
門
＞
や
＜
鼻
＞
で
、
『
今
昔
』
に
取
材
し
た
物
語
を
書
 
 

く
こ
と
は
試
み
ら
れ
て
お
り
、
手
な
れ
た
手
法
で
文
壇
に
臨
ん
だ
と
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
）
 
 

え
よ
う
。
こ
う
い
う
素
材
を
用
い
る
の
は
、
芥
川
自
身
の
言
に
従
え
ば
、
 
 

あ
る
テ
ー
マ
の
た
め
に
必
要
な
「
異
常
な
事
件
」
が
起
こ
っ
て
も
お
か
 
 

し
く
な
い
時
代
、
即
ち
「
昔
」
に
舞
台
を
求
め
る
た
め
と
い
う
こ
と
に
 
 

な
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
あ
る
テ
ー
マ
の
た
め
に
必
要
な
異
常
な
事
件
と
 
 

い
う
発
想
は
、
芥
川
に
お
け
る
物
語
と
い
う
行
為
の
根
幹
を
な
す
も
の
 
 

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
芥
川
が
言
う
「
チ
エ
マ
」
と
い
う
の
は
、
畢
尭
、
 
 

物
語
を
通
じ
て
見
聞
し
た
事
件
を
語
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
あ
る
「
事
件
」
 
 

か
ら
、
ど
ん
な
物
語
が
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
 
 

と
を
筆
者
は
見
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
の
際
、
一
般
に
言
わ
れ
る
作
品
 
 

の
テ
ー
マ
、
主
題
と
い
う
の
は
、
あ
る
「
事
件
」
を
語
る
上
で
の
方
針
 
 

に
は
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
に
し
て
も
、
物
語
と
い
う
行
為
を
支
え
る
 
 

も
の
で
ほ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
原
話
ほ
、
先
に
挙
げ
た
表
題
に
も
あ
る
よ
う
に
、
敦
賀
に
根
 
 

拠
を
持
つ
地
方
豪
族
、
藤
原
有
仁
の
婿
、
藤
原
利
仁
の
若
い
頃
の
エ
ピ
 
 

ソ
ー
ド
と
し
て
語
り
始
め
ら
れ
る
。
そ
の
利
仁
が
仕
え
て
い
た
、
時
の
 
 

摂
政
藤
原
基
経
の
も
と
に
、
利
仁
よ
り
長
く
勤
め
、
そ
れ
相
応
の
位
置
 
 

に
い
た
の
が
実
際
の
主
人
公
五
位
で
あ
る
。
こ
の
五
位
が
、
宴
席
か
ら
 
 

の
下
が
り
物
の
芋
粥
を
食
べ
て
、
「
い
か
で
芋
粥
に
飽
か
む
」
と
言
っ
 
 

た
の
を
利
仁
が
聞
き
と
め
、
数
日
後
、
五
位
を
領
地
の
敦
賀
へ
連
れ
て
 
 

行
っ
て
、
大
量
の
芋
粥
を
用
意
し
て
ふ
る
ま
い
、
五
位
は
「
一
盛
だ
に
 
 

え
食
は
で
、
飽
き
に
た
り
」
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
五
位
は
、
 
 

こ
の
敦
賀
に
一
月
ば
か
り
滞
在
し
、
「
万
づ
楽
し
き
こ
と
限
り
な
し
」
 
 

と
い
う
歓
待
を
受
け
、
一
財
産
を
与
え
ら
れ
て
都
へ
帰
る
と
い
う
話
で
 
 

あ
る
。
こ
の
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
巻
二
十
六
は
、
い
わ
ゆ
る
宿
報
渾
 
 

を
集
め
て
お
り
、
こ
の
詰
も
「
実
に
所
に
付
て
年
来
に
な
り
て
免
さ
れ
 
 

た
る
者
は
、
か
か
る
こ
と
な
む
、
お
の
づ
か
ら
有
け
る
と
な
む
（
実
際
、
 
 

一
つ
所
で
長
年
勤
め
上
げ
て
認
め
ら
れ
れ
ば
、
自
然
と
こ
う
い
う
こ
と
 
 

も
あ
る
も
の
だ
と
）
語
り
伝
へ
た
る
と
や
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
つ
ま
 
 

り
、
こ
の
話
を
採
録
し
た
者
は
、
こ
れ
を
果
報
を
得
た
話
と
し
て
伝
え
 
 

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
原
話
を
ど
う
い
う
話
と
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
立
場
の
相
 
 

異
が
あ
る
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
新
興
の
土
着
勢
力
が
、
経
済
力
に
お
 
 

い
て
都
の
貴
族
を
凌
駕
し
て
い
る
こ
と
を
見
せ
つ
け
た
と
い
う
よ
う
な
 
 

解
し
方
も
あ
り
▼
。
確
か
に
客
観
的
に
み
た
力
関
係
と
し
て
は
、
当
 
 

時
そ
う
い
う
状
況
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
い
う
解
釈
が
で
 
 

き
る
の
は
、
当
時
の
状
況
を
鳥
撤
し
う
る
立
場
に
あ
る
者
の
み
で
あ
っ
 
 

て
、
こ
の
物
語
が
採
録
者
に
ま
で
伝
わ
る
約
二
世
紀
の
間
、
ず
っ
と
そ
 
 

う
い
う
話
と
し
て
伝
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
制
度
的
 
 

に
は
上
位
に
あ
る
は
ず
の
五
位
が
、
一
介
の
地
方
武
士
に
す
ぎ
な
い
利
 
 

仁
に
、
経
済
力
や
動
員
能
力
（
狐
ま
で
も
が
利
仁
帰
国
の
使
者
と
し
て
 
 

動
員
さ
れ
た
！
）
を
「
見
せ
つ
け
ら
れ
た
」
と
い
う
こ
と
に
、
有
仁
や
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利
仁
の
家
人
、
領
民
が
、
地
縁
的
な
共
感
を
抱
い
て
喝
采
を
送
っ
た
と
 
 

い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
。
ま
た
、
そ
う
い
う
地
縁
と
は
無
関
係
で
あ
っ
 
 

て
も
、
都
の
人
士
た
る
五
位
の
み
す
ぼ
ら
し
さ
や
、
な
す
術
も
な
く
利
 
 

仁
に
引
き
回
さ
れ
る
姿
を
嘲
笑
す
る
こ
と
は
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

し
か
し
、
果
報
を
う
け
た
話
と
す
る
原
話
の
立
場
と
は
別
に
こ
う
し
 
 

た
背
景
を
読
み
と
る
の
で
あ
れ
ば
、
、
当
時
の
状
況
と
し
て
、
さ
ら
に
別
 
 

の
様
相
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
侍
の
身
で
敦
賀
に
い
る
こ
と
の
 
 

（
5
）
 
 

多
い
利
仁
に
し
て
み
れ
ば
、
都
の
権
力
者
基
経
へ
の
窓
口
と
な
り
う
る
 
 

人
物
を
厚
く
も
て
な
し
た
わ
け
だ
し
、
ま
た
、
気
前
の
よ
さ
と
い
う
領
 
 

主
の
美
徳
を
示
し
え
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
五
位
は
五
位
で
「
楽
し
き
 
 

こ
と
限
り
な
し
」
と
言
わ
れ
る
歓
待
を
う
け
た
上
に
、
一
財
産
贈
ら
れ
 
 

た
わ
け
で
、
お
そ
ら
く
五
位
な
る
人
物
は
、
そ
れ
を
当
然
の
も
の
と
し
 
 

て
受
取
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
五
位
は
帰
京
し
て
敦
賀
藤
原
氏
の
利
 
 

用
価
値
を
基
経
に
報
告
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
侍
が
文
字
通
り
侍
で
し
 
 

か
な
か
っ
た
時
代
の
話
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
 
 

で
動
き
、
ど
ち
ら
も
決
し
て
損
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
今
昔
』
が
 
 

編
集
さ
れ
た
時
代
に
も
な
れ
ば
、
武
士
は
歴
然
た
る
勢
力
を
も
つ
も
の
 
 

と
み
な
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
故
、
こ
の
話
を
採
っ
た
者
に
は
、
新
興
勢
 
 

力
の
経
済
力
の
大
き
さ
を
感
じ
る
こ
と
も
で
き
た
と
い
う
こ
と
ば
あ
り
 
 

う
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
話
を
採
る
以
上
、
そ
れ
は
果
報
を
受
け
た
話
 
 

と
し
て
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
し
こ
の
物
語
で
、
損
を
 
 

し
た
者
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
結
局
は
使
い
を
勤
め
た
狐
に
ふ
る
ま
わ
れ
 
 

る
こ
と
に
な
る
芋
集
め
に
駆
り
出
さ
れ
た
領
民
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
 
 

あ
る
。
芥
川
が
こ
の
物
語
に
取
材
す
る
こ
と
に
な
る
基
盤
は
、
決
し
て
 
 

こ
の
物
語
の
歴
史
的
な
解
釈
で
は
な
く
、
多
く
の
者
に
と
っ
て
は
ハ
ッ
 
 

ピ
ー
エ
ン
ド
に
な
り
え
な
い
物
語
が
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
処
理
さ
れ
て
 
 

い
る
と
い
っ
た
奇
妙
さ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
 
 

ず
原
話
の
性
格
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
こ
の
話
は
、
新
興
勢
力
で
は
あ
 
 

み
が
制
度
上
は
取
る
に
足
ら
な
い
地
方
の
土
豪
が
、
中
央
と
の
パ
イ
プ
 
 

を
強
め
る
た
め
に
、
圧
倒
的
な
経
済
力
で
中
央
有
力
貴
族
の
家
人
を
も
 
 

て
な
す
に
あ
た
っ
て
お
こ
っ
た
「
事
件
」
が
、
お
そ
ら
く
利
仁
側
の
家
 
 

人
を
通
じ
て
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
原
話
を
、
芥
川
は
ど
う
語
り
直
し
た
か
を
見
て
お
こ
う
。
 
 

ま
ず
五
位
は
、
基
経
の
家
で
の
同
僚
や
、
果
て
は
子
供
に
い
じ
め
ら
れ
 
 

て
い
る
蒐
犬
を
助
け
よ
う
と
し
て
、
そ
の
子
供
に
ま
で
馬
鹿
に
さ
れ
る
、
 
 

貧
し
く
み
す
ぼ
ら
し
い
家
人
と
し
て
詳
細
に
描
写
さ
れ
る
。
こ
の
五
位
は
 
 

常
々
「
芋
粥
を
飽
き
る
程
飲
ん
で
み
た
い
」
と
い
う
願
い
を
ひ
そ
か
に
抱
い
 
 

て
お
り
、
そ
れ
を
あ
る
宴
席
で
ふ
と
も
ら
し
た
の
を
利
仁
に
聞
か
れ
て
、
 
 

あ
っ
さ
り
そ
の
願
い
が
突
撃
す
る
こ
と
に
な
る
。
宴
か
ら
数
日
後
、
湯
に
 
 

行
こ
う
と
騙
さ
れ
て
連
れ
出
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
敦
賀
へ
連
れ
て
行
か
れ
、
 
 

長
年
の
夢
が
こ
ん
な
に
簡
単
に
実
現
し
て
い
い
も
の
か
と
い
う
不
安
を
 
 

感
じ
っ
つ
寝
て
い
る
間
に
、
用
意
さ
れ
た
芋
が
、
「
五
斜
納
釜
を
五
つ
 
 

六
つ
、
か
け
連
ね
て
」
煮
ら
れ
て
い
る
の
を
翌
朝
見
た
と
た
ん
、
食
欲
 
 

を
失
く
し
て
し
ま
う
。
も
う
食
べ
ら
れ
ぬ
と
固
辞
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
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利
仁
が
帰
国
途
中
で
使
者
に
送
っ
た
と
お
ぼ
し
き
狐
が
現
わ
れ
、
芋
粥
 
 

は
こ
の
狐
に
ふ
る
ま
わ
れ
る
。
物
語
は
、
そ
れ
を
見
て
い
る
五
位
が
、
 
 

人
々
に
愚
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、
芋
粥
に
飽
き
た
い
と
い
う
さ
さ
や
か
な
 
 

希
望
は
持
っ
て
い
た
、
か
つ
て
の
「
幸
福
な
彼
」
自
身
を
思
い
出
す
う
ち
 
 

に
、
寒
さ
に
く
し
や
み
を
す
る
と
い
う
形
で
閉
じ
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
五
位
と
利
仁
を
め
ぐ
る
「
事
件
（
＝
物
語
）
」
を
必
要
と
 
 

す
る
よ
う
な
、
芥
川
言
う
と
こ
ろ
の
 
「
テ
エ
マ
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
種
々
見
解
が
あ
る
。
和
田
繁
二
郎
や
関
口
安
義
 
 

は
、
芥
川
の
描
く
五
位
を
「
貴
族
た
ち
の
中
に
ひ
そ
む
人
間
の
兇
悪
」
 
 

（
6
）
 
に
 
「
い
た
め
つ
け
ら
れ
て
い
る
民
衆
の
象
徴
」
な
い
し
は
「
し
い
た
げ
 
 

ら
れ
踏
み
に
じ
ら
れ
て
い
る
貧
し
い
民
衆
の
ひ
と
り
」
 
で
あ
り
、
「
芥
 
 

（
7
）
 
 

川
自
身
の
ま
わ
り
に
い
た
多
く
の
悩
め
る
人
々
の
群
の
ひ
と
り
」
と
み
 
 

な
し
て
い
る
。
特
に
関
口
は
、
「
五
位
の
男
の
弱
さ
と
ま
わ
り
の
人
々
 
 

の
悪
意
を
通
し
、
人
間
存
在
の
本
質
的
な
問
題
に
迫
」
ろ
う
と
す
る
も
 
 

〈
 
 
 

の
と
し
て
い
 
 
 

人
間
存
在
の
本
質
的
な
問
題
と
い
う
の
ほ
も
っ
と
も
で
あ
る
に
し
て
 
 

も
、
五
位
を
民
衆
の
側
に
お
く
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
に
わ
か
に
は
受
け
 
 

容
れ
難
い
。
確
か
に
芥
川
も
、
五
位
を
貴
族
の
貧
し
い
家
人
と
し
て
描
 
 

い
て
い
る
。
む
し
ろ
原
話
以
上
に
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
芥
 
 

川
に
よ
る
五
位
像
の
焦
点
は
、
貧
し
さ
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
摂
関
、
 
 

太
政
大
臣
の
家
に
仕
え
る
家
司
が
五
位
相
当
と
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
 
 

こ
の
五
位
が
そ
れ
だ
と
も
思
え
な
い
が
、
原
話
も
芥
川
も
、
五
位
自
身
 
 

が
下
人
を
持
つ
身
分
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
芥
川
自
身
は
そ
う
 
 

い
っ
た
こ
と
に
さ
し
た
る
こ
だ
わ
り
を
見
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
－
 
 

1
舞
台
を
借
り
る
だ
け
の
こ
と
な
ら
当
然
で
あ
ろ
う
 
－
 
が
、
五
位
を
 
 

貴
族
対
民
衆
と
い
う
図
式
に
沿
っ
て
民
衆
の
側
に
置
く
つ
も
り
な
ら
、
 
 

五
位
と
い
う
貴
族
側
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
よ
う
な
呼
称
を
用
い
る
 
 

の
は
適
切
で
な
い
。
＜
羅
生
門
＞
で
は
、
髪
を
抜
か
れ
る
死
ん
だ
女
の
 
 

身
許
を
、
『
今
昔
』
中
の
他
の
話
に
拠
っ
て
書
い
た
芥
川
で
あ
れ
ば
、
 
 

だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
五
位
が
民
衆
の
一
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
 
 

も
っ
と
適
当
な
名
を
見
つ
く
ろ
う
く
ら
い
の
こ
と
は
し
た
の
で
は
な
い
 
 
 

か
ら
と
い
っ
て
、
明
確
に
貴
族
の
側
に
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
 
 

五
位
と
い
う
名
が
不
自
然
な
程
、
貴
族
ら
し
く
な
い
人
物
で
あ
る
。
つ
 
 

ま
り
、
芥
川
は
貴
族
対
民
衆
と
い
う
図
式
に
則
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
 
 

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
五
位
と
呼
ば
れ
る
人
物
を
登
場
さ
せ
、
こ
の
 
 

人
物
が
、
徹
底
し
て
侮
蔑
さ
れ
る
し
か
な
い
あ
わ
れ
な
人
物
で
あ
る
こ
 
 

と
を
執
擁
に
示
す
の
で
あ
っ
て
、
貧
し
さ
あ
る
い
は
み
す
ぼ
ら
し
さ
は
、
 
 

そ
の
一
環
で
し
か
な
い
。
 
 
 

逆
に
利
仁
の
方
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
も
兇
悪
な
貴
族
で
は
な
 
 

い
。
三
好
行
雄
は
前
記
の
和
田
説
に
反
論
す
る
形
で
次
の
よ
う
に
述
べ
 
 

て
い
る
。
 
 

五
位
を
敦
賀
ま
で
連
れ
だ
し
た
と
き
、
か
れ
（
＝
利
仁
、
引
用
者
 
 
 

註
）
 
の
＜
悪
意
＞
を
推
測
す
る
に
足
る
ど
う
い
う
描
写
も
見
当
ら
ぬ
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の
で
あ
る
。
だ
い
い
ち
五
位
を
嘲
弄
し
、
侮
蔑
す
る
た
め
に
、
利
仁
 
 
 

は
な
に
も
敦
賀
ま
で
連
れ
だ
す
必
要
は
な
か
っ
た
。
五
位
は
都
大
路
 
 
 

で
、
す
で
に
負
け
犬
で
あ
る
。
自
分
の
力
を
誇
示
す
る
勝
ち
大
の
、
 
 
 

子
ど
も
ら
し
い
自
尊
心
と
、
ひ
と
を
た
ば
か
っ
て
喜
ぶ
、
こ
れ
も
子
 
 
 

ど
も
ら
し
い
悪
戯
心
と
が
、
利
仁
を
動
か
す
動
機
の
す
べ
て
で
あ
っ
 
 

た
。
い
う
な
れ
ば
、
勝
ち
犬
の
懇
意
で
 
 
 

三
好
ほ
こ
の
よ
う
に
利
仁
像
を
と
ら
え
、
＜
芋
粥
＞
の
構
造
を
「
勝
ち
 
 

犬
」
と
「
負
け
犬
」
と
い
う
図
式
で
表
現
す
る
。
そ
し
て
、
勝
ち
犬
が
 
 

い
る
か
ぎ
り
負
け
犬
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
「
世
の
中
の
本
来
の
下
 
 
 

（
1
0
）
 
 

等
さ
」
を
開
示
す
る
こ
と
を
芥
川
の
主
題
と
す
る
。
 
 
 

＜
芋
粥
＞
を
勝
ち
犬
と
負
け
犬
の
対
比
で
と
ら
え
、
利
仁
の
行
為
を
 
 

「
勝
ち
犬
の
慈
意
」
と
見
る
こ
と
は
、
貴
族
と
民
衆
の
対
立
で
と
ら
え
 
 

る
よ
り
は
説
得
力
を
も
つ
見
解
で
あ
る
。
芥
川
自
身
が
「
世
の
中
の
本
 
 

来
の
下
等
さ
」
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
芥
川
の
主
題
 
 

と
し
て
も
い
い
。
し
か
し
、
そ
の
主
題
と
原
話
と
は
、
ど
の
よ
う
に
つ
 
 

な
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

勝
倉
善
一
は
三
好
説
に
疑
問
を
呈
し
、
「
本
篇
は
、
当
事
者
の
間
で
 
 

は
強
く
認
識
さ
れ
な
い
軽
微
な
悪
戯
に
よ
っ
て
、
生
そ
の
も
の
が
破
壊
 
 

さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
加
害
・
被
害
の
本
質
的
な
関
係
を
見
、
被
 
 

害
を
正
面
か
ら
主
張
し
得
な
い
柔
弱
な
五
位
像
の
中
に
人
生
の
意
味
を
 
 

（
 

問
い
か
け
て
い
と
す
る
。
勝
倉
に
よ
れ
ば
、
三
好
説
の
よ
う
に
利
 
 

仁
が
勝
ち
犬
の
慈
意
や
侶
倣
あ
る
い
は
悪
意
で
五
位
を
な
ぶ
り
も
の
に
 
 

し
た
の
な
ら
、
五
位
は
悲
劇
の
主
人
公
と
な
り
う
る
が
、
五
位
の
切
望
 
 

し
た
「
芋
粥
に
飽
か
む
」
こ
と
を
か
な
え
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
以
 
 

上
、
五
位
は
怒
る
こ
と
も
泣
く
こ
と
も
で
き
ず
、
た
だ
寒
さ
に
く
し
ゃ
 
 

み
を
す
る
だ
け
で
終
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
悲
劇
に
す
ら
な
ら
な
い
 
「
近
 
 

代
の
人
間
関
係
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
惨
め
さ
、
下
等
さ
」
を
芥
川
は
 
 

＼
 
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
勝
倉
ほ
三
好
の
言
う
勝
ち
犬
の
慈
意
 
 

や
侶
倣
ま
で
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
利
仁
の
加
害
の
大
き
さ
 
 

と
そ
の
人
間
の
下
等
さ
は
、
む
し
ろ
利
仁
が
次
心
意
や
侶
傲
の
害
に
自
ら
 
 

気
づ
く
こ
と
な
く
、
し
か
も
、
五
位
と
の
人
間
的
な
格
差
を
確
認
し
て
 
 

満
足
を
得
よ
う
と
す
る
浅
薄
な
虚
栄
心
に
発
す
る
悪
戯
が
、
憐
憫
と
好
 
 

意
の
中
に
許
容
さ
れ
る
と
自
認
し
て
い
る
点
に
あ
る
」
と
言
う
の
で
あ
 
 

（
 
 
 

＜
芋
粥
＞
の
利
仁
に
こ
う
い
う
心
理
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
 
 

五
位
は
五
位
で
、
利
仁
の
行
為
を
厚
意
に
よ
る
も
の
と
せ
ざ
る
を
え
な
 
 

い
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
五
位
と
利
仁
と
の
関
係
が
、
「
近
 
 

（
1
3
）
 
 

代
」
 
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
も
、
勝
倉
と
三
好
が
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
 
 

で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
あ
え
て
異
を
は
さ
む
つ
も
り
は
な
い
。
小
論
は
 
 

＜
芋
粥
＞
の
主
題
論
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
に
挙
げ
た
よ
 
 

う
な
様
々
な
解
釈
を
も
た
ら
す
、
物
語
と
い
う
も
の
が
生
じ
る
場
を
見
 
 

る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

芥
川
が
そ
の
「
チ
エ
マ
」
を
託
し
た
、
そ
の
頃
な
ら
あ
っ
て
も
お
か
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し
く
な
い
「
事
件
」
は
、
意
外
な
こ
と
に
一
つ
し
か
な
い
。
そ
れ
は
利
 
 

仁
が
五
位
を
連
れ
て
敦
賀
に
向
う
途
中
で
、
利
仁
帰
国
の
使
者
と
し
て
 
 

狐
を
使
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
↓
芋
粥
に
飽
か
む
」
こ
と
を
願
う
五
位
と
 
 

い
う
人
物
設
定
な
ら
、
そ
れ
に
類
し
た
ち
っ
ぽ
け
な
願
い
を
持
つ
人
間
 
 

（
1
4
）
 
 

を
「
現
代
」
に
措
く
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
一
夜
に
し
て
「
五
斜
納
 
 

釜
を
五
つ
六
つ
、
か
け
連
ね
て
」
、
食
べ
き
れ
る
は
ず
の
な
い
芋
粥
を
 
 

作
っ
て
み
せ
る
乱
暴
な
消
費
は
、
百
円
札
を
燃
や
し
て
灯
り
に
し
た
成
 
 

金
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
生
ん
だ
頃
の
大
正
五
年
当
時
で
は
珍
ら
し
く
も
な
 
 

い
話
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
芥
川
が
描
い
た
の
は
ま
さ
し
 
 

く
「
現
代
」
 
で
あ
っ
た
。
 
 
 

し
か
し
利
仁
が
狐
を
使
者
に
立
て
、
こ
の
狐
が
利
仁
の
妻
に
と
り
つ
 
 

く
と
い
う
形
で
そ
の
役
目
を
果
た
す
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
芥
川
は
 
 

わ
ざ
わ
ざ
取
り
上
げ
、
こ
れ
も
原
話
と
は
全
く
異
な
る
小
道
具
と
し
て
 
 

用
い
て
い
る
。
原
話
の
五
位
は
、
狐
が
便
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
信
じ
 
 

て
い
な
い
。
実
際
に
利
仁
の
家
人
が
出
迎
え
に
来
て
、
事
情
を
説
明
し
 
 

た
あ
と
で
も
轟
戴
と
思
た
り
」
と
半
信
半
疑
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
 
 

＜
芋
粥
＞
の
五
位
は
、
あ
っ
さ
り
信
じ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
信
じ
た
 
 

ふ
り
を
し
て
み
せ
る
。
狐
の
使
な
ど
と
い
う
「
非
合
理
的
」
な
こ
と
を
、
 
 

「
現
代
」
の
読
者
は
い
き
な
り
は
信
じ
な
い
だ
ろ
う
。
利
仁
が
仕
組
ん
 
 

だ
「
悪
戯
」
の
一
つ
、
あ
る
い
は
都
に
「
狐
さ
え
殴
使
す
る
」
人
物
と
 
 

し
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
狙
っ
た
演
出
と
見
る
の
が
順
当
な
反
応
で
あ
 
 

ろ
う
。
五
位
に
芋
粥
を
食
べ
さ
せ
る
約
束
を
し
て
か
ら
、
実
際
に
連
れ
 
 

出
す
ま
で
に
筋
書
を
実
家
に
指
示
し
て
お
け
ば
よ
い
。
原
話
と
違
っ
て
、
 
 

芥
川
は
利
仁
が
狐
を
捕
え
る
シ
ー
ン
を
も
曖
昧
に
ぼ
か
し
て
。
利
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
仁
が
た
ま
た
ま
通
り
が
か
っ
た
狐
を
捕
え
て
、
そ
れ
を
便
に
出
し
、
そ
 
 

れ
が
ち
ゃ
ん
と
役
目
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
を
信
じ
な
く
て
も
い
い
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

よ
う
に
描
い
て
い
る
。
当
時
の
こ
と
だ
か
ら
、
野
道
で
狐
が
通
り
が
か
 
 

る
の
は
お
か
し
く
な
い
。
そ
れ
を
合
図
に
狐
を
捕
え
た
よ
う
に
五
位
に
 
 

見
せ
か
け
れ
ば
、
あ
と
は
筋
書
き
通
り
と
「
合
理
的
」
に
納
得
で
き
る
 
 

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
う
い
う
筋
書
に
気
づ
い
て
い
る
よ
う
に
は
五
位
は
描
か
れ
て
い
な
 
 

い
。
原
話
の
五
位
が
見
せ
た
疑
い
の
片
鱗
も
示
さ
な
い
の
で
あ
る
。
お
 
 

（
1
6
）
 
 

そ
ら
く
そ
れ
は
芥
川
の
言
う
「
阿
訣
」
 
の
う
ち
で
あ
ろ
う
。
五
位
は
芋
 
 

粥
食
べ
た
さ
に
、
利
仁
に
追
従
す
る
ば
か
り
の
人
物
と
し
て
措
か
れ
る
。
 
 

原
話
の
五
位
は
、
こ
の
話
の
聞
き
手
と
と
も
に
、
狐
の
使
の
話
に
は
眉
 
 

に
唾
を
つ
け
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
却
っ
て
、
家
人
の
説
明
に
、
や
は
 
 

り
五
位
と
と
も
に
聞
き
手
が
、
半
信
半
疑
な
が
ら
も
、
「
お
か
し
な
こ
 
 

と
も
あ
る
も
の
だ
」
程
度
に
は
納
得
す
る
効
果
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
 
 

い
。
し
か
し
芥
川
は
、
狐
の
使
を
信
じ
る
の
は
五
位
ば
か
り
と
い
う
構
 
 

図
に
し
た
。
も
し
＜
芋
粥
＞
に
悪
意
が
描
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
 
 

れ
は
他
な
ら
ぬ
芥
川
自
身
の
悪
意
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
悪
意
ほ
均
し
 
 

く
利
仁
に
も
向
け
ら
れ
る
。
原
話
の
利
仁
は
、
下
心
を
も
っ
て
の
こ
と
 
 

で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
下
心
が
満
た
さ
れ
る
 
－
 
後
に
「
将
軍
」
に
ま
 
 

で
な
る
 
－
 
に
催
す
る
気
前
の
よ
さ
と
い
う
武
人
の
美
徳
を
示
し
て
い
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る
。
し
か
し
＜
芋
粥
＞
の
利
仁
の
行
為
は
、
単
な
る
成
金
の
遊
び
に
規
 
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
五
位
は
そ
の
利
仁
に
つ
い
た
相
聞
と
い
っ
た
と
こ
 
 

ろ
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
原
話
の
よ
う
な
祝
儀
も
与
え
ら
れ
ず
、
「
芋
 
 

粥
に
飽
か
む
」
と
い
う
願
い
を
、
そ
れ
が
あ
っ
さ
り
叶
え
ら
れ
て
し
ま
 
 

う
と
い
う
形
で
消
さ
れ
た
ま
ま
に
終
る
の
で
あ
れ
ば
、
飼
主
が
飛
ば
せ
 
 

た
シ
ャ
ボ
ン
玉
を
、
ポ
ー
ル
と
思
い
込
ん
で
く
わ
え
た
と
た
ん
、
そ
れ
 
 

が
は
じ
け
て
途
方
に
く
れ
る
「
尤
犬
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
 
 

問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
「
悪
意
」
を
こ
め
て
原
話
を
書
き
か
え
た
芥
川
 
 

の
行
為
の
内
実
で
あ
る
。
 
 
 

清
水
康
次
は
、
芥
川
の
初
期
の
再
話
作
品
、
＜
羅
生
門
＞
、
＜
鼻
＞
、
 
 

（
1
7
）
 
 

＜
酒
虫
＞
、
＜
芋
粥
＞
な
ど
を
検
討
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
 
 

原
話
が
矛
盾
し
た
事
態
を
提
供
す
る
。
事
態
の
矛
盾
は
主
人
公
に
 
 
 

と
っ
て
は
価
値
的
な
矛
盾
で
あ
る
。
作
者
は
そ
の
よ
う
な
事
態
を
再
 
 
 

話
し
、
事
態
の
外
か
ら
、
そ
れ
を
矛
盾
な
く
「
解
釈
」
し
て
み
せ
る
。
 
 
 

そ
の
こ
と
で
、
事
態
の
不
可
視
の
部
分
が
顕
在
化
さ
れ
る
。
 
 

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
価
値
的
な
矛
盾
」
と
は
、
簡
略
に
言
っ
て
し
 
 

ま
え
ば
、
幸
福
に
な
れ
る
は
ず
だ
っ
た
の
に
実
際
に
は
不
幸
に
な
っ
て
 
 

し
ま
う
と
い
う
事
態
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
矛
盾
」
が
、
「
作
 
 

者
の
認
識
に
よ
っ
て
、
不
可
視
の
部
分
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
」
 
で
う
 
 

ま
く
説
明
で
き
た
と
き
、
「
『
解
釈
』
と
い
う
方
法
が
完
結
」
す
る
と
い
 
 
 う

。
例
え
ば
＜
鼻
＞
で
は
、
鼻
が
短
く
な
っ
て
、
も
う
誰
も
わ
ら
う
は
 
 

ず
が
な
い
の
に
、
何
故
人
は
ま
だ
わ
ら
う
の
か
と
い
う
「
矛
盾
」
が
あ
 
 

り
、
作
者
は
そ
れ
を
、
周
囲
の
人
々
の
心
に
ひ
そ
む
「
傍
観
者
の
利
己
 
 

主
義
」
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
説
明
す
る
」
と
い
う
形
で
作
品
 
 

が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
＜
芋
粥
＞
で
は
、
こ
の
「
解
釈
と
い
う
方
法
」
が
完
結
し
 
 

て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
矛
盾
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
終
っ
て
い
る
。
 
 

清
水
は
そ
れ
を
、
「
『
解
釈
』
と
い
う
方
法
は
、
『
芋
粥
』
に
お
い
て
既
 
 

に
後
退
を
見
せ
て
い
た
」
と
み
な
し
、
続
く
再
話
作
品
＜
遵
＞
で
は
、
 
 

作
品
内
部
に
観
音
の
霊
験
を
受
け
た
女
の
話
を
す
る
老
人
と
い
う
語
り
 
 

手
を
設
定
す
る
と
い
う
形
を
と
り
、
原
話
に
示
さ
れ
た
事
態
を
外
か
ら
 
 

解
釈
、
説
明
す
る
と
い
う
方
法
を
放
棄
し
た
と
見
て
い
る
。
語
り
手
が
 
 

作
品
内
部
に
住
ま
う
か
ら
に
は
、
い
か
に
事
態
が
矛
盾
し
て
い
よ
う
と
 
 

も
、
そ
の
事
態
を
生
き
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

芥
川
の
再
話
に
「
解
釈
と
い
う
方
法
」
を
見
た
清
水
の
見
解
ほ
相
応
 
 

に
評
価
し
う
る
。
書
く
あ
る
い
は
語
る
と
い
う
行
為
は
、
明
確
な
「
テ
 
 

エ
マ
」
 
な
る
も
の
に
導
か
れ
て
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
チ
エ
マ
」
 
 

の
手
が
か
り
を
得
た
上
で
、
実
際
に
語
り
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
 
 

の
内
実
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
行
為
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
 
 

で
語
る
こ
と
と
そ
の
語
り
を
受
け
取
る
こ
と
と
の
差
は
ば
と
ん
ど
な
い
。
 
 

そ
し
て
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
芥
川
に
と
っ
て
は
、
そ
の
手
が
か
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り
が
原
話
に
示
さ
れ
た
 
「
矛
盾
し
た
事
態
」
 
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
芥
川
 
 

（
1
8
）
 
 

に
お
け
る
物
語
と
い
う
行
為
の
内
実
を
と
ら
え
る
可
能
性
を
与
え
る
も
 
 

の
と
し
て
、
清
水
の
見
解
を
見
落
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
に
、
先
に
 
 

見
た
狐
の
使
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
処
理
な
ど
を
見
る
と
、
む
し
ろ
納
得
の
 
 

い
く
話
に
作
り
か
え
る
と
い
う
性
向
は
、
芥
川
に
は
強
い
よ
う
に
思
わ
 
 

れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
清
水
の
言
う
「
矛
盾
し
た
事
態
」
は
、
決
 
 

し
て
原
話
が
示
す
も
の
で
は
な
く
、
芥
川
の
作
品
に
お
い
て
初
め
て
あ
 
 

ら
わ
に
な
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
原
話
の
五
位
は
「
芋
粥
に
飽
 
 

か
む
」
と
い
う
、
都
の
人
士
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
願
い
を
も
ら
す
 
 

も
の
の
、
そ
の
願
い
を
と
も
か
く
も
叶
え
ら
れ
た
ば
か
り
か
、
一
財
産
 
 

ま
で
得
て
、
め
で
た
し
め
で
た
し
で
終
っ
て
い
る
。
確
か
に
 
「
一
盛
だ
 
 

に
え
食
は
で
、
飽
き
に
た
り
と
云
」
う
の
だ
か
ら
、
そ
こ
を
衝
け
ば
、
 
 

「
矛
盾
し
た
事
態
」
と
も
言
い
う
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
決
し
て
幸
福
に
 
 

な
る
は
ず
だ
っ
た
の
に
不
幸
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
話
で
 
 

は
な
く
、
芋
粥
は
、
果
報
を
与
え
ら
れ
る
き
っ
か
け
と
し
て
処
理
さ
れ
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
芥
川
は
、
原
話
を
あ
え
て
矛
盾
さ
せ
た
と
 
 

（
1
9
）
 
 

見
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
 
 
 

芥
川
に
そ
う
さ
せ
る
動
機
を
与
え
る
程
の
不
整
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
 
 

あ
れ
程
様
々
な
人
間
が
織
り
な
す
物
語
を
集
め
な
が
ら
、
一
誌
一
誌
に
 
 

教
訓
め
い
た
評
語
を
与
え
て
完
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
『
今
昔
』
に
収
め
 
 

（
2
0
）
 
 

ら
れ
た
物
語
が
も
つ
構
造
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
素
材
と
し
 
 

て
何
を
選
ぶ
か
と
い
う
こ
と
に
は
、
「
現
代
」
を
表
現
し
う
る
も
の
と
 
 

い
う
よ
う
な
基
準
は
あ
り
う
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
な
ら
、
素
材
に
登
 
 

場
人
物
の
心
理
を
含
め
た
細
か
な
描
写
を
加
え
れ
ば
こ
と
は
足
り
る
の
 
 

で
あ
っ
て
、
原
話
と
は
別
の
物
語
に
仕
立
て
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
 
 

芥
川
に
と
っ
て
原
話
が
「
矛
盾
」
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
主
人
 
 

公
は
と
っ
て
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
で
は
幸
福
に
な
れ
る
は
ず
が
な
 
 

い
の
に
、
果
報
者
と
し
て
五
位
が
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
芥
川
自
身
に
 
 

と
っ
て
の
矛
盾
で
あ
る
。
そ
し
て
芥
川
は
、
五
位
を
徹
底
的
に
い
じ
め
 
 

ぬ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
幸
な
五
位
に
書
き
か
え
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

原
話
の
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
評
語
に
対
し
て
、
こ
う
い
う
話
な
ら
 
 

あ
り
う
る
、
そ
れ
が
人
間
の
世
界
だ
と
い
う
形
で
別
の
物
語
を
ぶ
つ
け
 
 

る
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
 
「
不
可
視
の
部
分
を
顕
在
化
さ
せ
る
」
と
い
 
 

う
の
な
ら
、
原
話
と
の
関
係
は
成
立
す
る
。
し
か
し
、
清
水
の
い
う
「
不
 
 

可
視
の
部
分
」
と
は
、
「
矛
盾
し
た
事
態
」
を
も
た
ら
す
人
々
の
心
 
 

理
の
謂
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
＜
鼻
＞
に
示
さ
れ
た
 
 

「
矛
盾
」
は
解
決
し
う
る
が
、
＜
芋
粥
＞
は
未
解
決
の
ま
ま
終
っ
た
と
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

す
る
他
は
な
く
な
る
。
し
か
し
芥
川
が
求
め
た
の
は
、
原
話
を
受
容
れ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ら
れ
る
話
と
し
て
語
り
直
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
 
 

の
 
「
解
釈
と
い
う
方
法
」
は
、
＜
芋
粥
＞
に
も
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
 
 

（
2
1
）
 
 

る
。
つ
ま
り
、
芥
川
の
再
話
は
、
あ
り
う
る
、
な
い
し
は
納
得
し
う
る
 
 

物
語
の
構
想
と
い
う
方
向
で
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
 
 

し
て
こ
の
方
向
を
さ
ら
に
推
し
進
め
た
の
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
＜
薮
 
 

の
中
＞
で
あ
る
。
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＜
薮
の
中
＞
は
『
新
潮
』
大
正
十
一
年
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
 
 

で
あ
る
。
素
材
と
な
っ
た
物
語
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
妻
を
伴
 
 

な
っ
て
京
か
ら
丹
波
へ
行
く
男
が
、
途
中
で
見
知
ら
ぬ
若
い
男
か
ら
、
 
 

刀
と
弓
と
の
交
換
を
も
ち
か
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
応
じ
た
上
に
、
矢
ま
 
 

で
相
手
に
渡
し
た
た
め
、
そ
の
弓
矢
で
脅
さ
れ
、
縛
り
つ
け
ら
れ
た
男
 
 

の
目
の
前
で
妻
が
犯
さ
れ
る
。
賊
が
去
っ
た
後
、
茫
然
自
失
の
男
を
見
 
 

て
、
妻
は
そ
ん
な
情
な
い
あ
り
さ
ま
で
は
、
頼
り
に
な
ら
な
い
と
な
じ
 
 

る
。
男
に
は
返
す
言
葉
も
な
い
が
、
そ
れ
で
も
二
人
で
丹
波
へ
行
っ
た
。
 
 

こ
の
よ
う
な
物
語
を
記
し
た
あ
と
、
襲
っ
た
男
の
方
は
着
物
ま
で
奪
わ
 
 

な
か
っ
た
の
が
立
派
で
あ
る
、
襲
わ
れ
た
男
の
方
は
、
山
中
で
見
知
ら
 
 

ぬ
男
に
弓
矢
を
渡
し
た
の
が
愚
か
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
下
し
、
「
其
 
 

の
男
遂
に
聞
え
で
止
み
に
け
り
（
襲
っ
た
男
が
誰
な
の
か
は
結
局
わ
か
 
 

ら
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
）
と
な
む
語
り
伝
へ
た
る
と
や
」
と
結
ん
で
い
 
 

る
。
 
 
 

こ
の
物
語
が
収
め
ら
れ
て
い
る
巻
二
十
九
は
、
悪
行
渾
を
集
め
て
お
 
 

り
、
評
語
は
概
し
て
悪
人
の
側
に
共
感
を
よ
せ
て
い
る
。
こ
の
物
語
に
 
 

つ
い
て
も
そ
の
傾
向
に
沿
っ
て
い
る
と
は
言
え
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
 
 

や
は
り
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
評
価
と
い
う
印
象
を
も
た
ら
す
。
ま
た
、
 
 

妻
は
、
守
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
な
じ
る
わ
け
で
は
な
く
、
事
が
 
 

収
ま
っ
た
あ
と
の
夫
の
あ
り
さ
ま
に
対
す
る
不
満
を
言
っ
て
お
り
、
こ
 
 

れ
も
ま
た
奇
妙
と
い
え
ば
奇
妙
で
あ
る
が
、
見
知
ら
ぬ
男
に
弓
矢
を
渡
 
 

し
た
こ
と
を
以
て
愚
か
と
す
る
評
語
よ
り
は
、
こ
の
物
語
の
「
本
質
」
 
 

を
衝
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
話
は
、
目
の
前
で
妻
が
犯
 
 

さ
れ
た
夫
あ
る
い
憶
夫
婦
の
詣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
原
話
は
 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
「
本
の
男
（
＝
夫
）
縛
何
ら
れ
て
見
け
む
に
い
か
ば
 
 

か
り
思
ひ
け
む
」
と
同
情
の
そ
ぶ
り
だ
け
見
せ
て
通
り
過
ぎ
る
。
さ
ら
 
 

に
こ
の
夫
婦
は
そ
の
後
連
れ
立
っ
て
旅
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
 
 

て
の
原
話
が
示
す
矛
盾
と
な
り
う
る
し
、
実
際
＜
薮
の
中
＞
は
、
プ
ロ
 
 

＼
 
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
い
わ
ば
心
証
が
悪
く
、
芥
川
に
と
っ
 
 
 

ッ
ト
と
し
て
、
原
話
が
立
ち
入
ら
な
い
夫
婦
の
危
機
を
正
面
に
据
え
る
。
 
 

そ
の
際
、
夫
を
殺
し
、
そ
の
殺
さ
れ
た
事
情
を
「
説
明
す
る
」
と
い
う
 
 

方
向
を
と
る
。
し
か
も
今
度
は
、
加
え
る
説
明
を
も
矛
盾
さ
せ
る
に
到
 
 

る
の
で
あ
る
。
 
 
 

事
件
の
あ
ら
ま
し
が
示
さ
れ
た
あ
と
で
、
賊
、
妻
、
夫
の
三
人
が
三
 
 

種
の
「
説
明
」
を
行
な
う
。
賊
は
、
妻
が
、
「
ど
ち
ら
か
一
人
死
ん
で
 
 

く
れ
、
二
人
の
男
に
恥
を
見
せ
る
の
は
、
死
ぬ
よ
り
つ
ら
い
。
ど
ち
ら
 
 

に
し
ろ
、
生
き
残
っ
た
男
に
連
れ
添
ひ
た
い
」
と
い
う
の
に
動
か
さ
れ
、
 
 

夫
と
決
闘
し
て
こ
れ
を
殺
し
た
、
そ
の
間
に
妻
の
方
は
い
な
く
な
っ
て
 
 

い
た
と
、
捕
え
ら
れ
て
「
白
状
」
す
る
。
妻
は
、
事
の
後
、
夫
の
目
に
 
 

浮
ん
だ
蔑
み
の
光
に
、
心
中
す
る
つ
も
り
で
夫
を
殺
し
た
も
の
の
、
自
 
 

分
は
と
う
と
う
死
に
切
れ
ず
に
清
水
寺
ま
で
釆
た
と
慨
悔
す
る
。
死
ん
 
 

だ
夫
は
、
霊
媒
の
口
を
通
じ
て
、
妻
が
、
犯
さ
れ
た
後
で
賊
に
自
分
の
 
 

妻
に
な
れ
と
言
わ
れ
て
そ
の
気
に
な
り
、
夫
を
殺
す
よ
う
に
俄
に
頼
ん
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だ
が
、
そ
れ
で
賊
は
愛
想
を
つ
か
し
、
夫
の
方
に
妻
を
殺
し
て
や
ろ
う
 
 

か
と
も
ち
か
け
、
そ
の
間
に
妻
は
ど
こ
か
へ
逃
げ
、
自
分
は
自
殺
し
た
 
 

と
語
る
。
物
語
は
そ
れ
で
閉
じ
ら
れ
、
ど
れ
が
真
相
か
と
い
う
こ
と
ば
 
 

明
言
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
は
作
品
内
の
「
矛
盾
」
は
未
解
決
 
 

の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
れ
を
評
し
て
、
中
村
光
夫
は
「
あ
る
事
実
に
三
つ
の
解
釈
を
与
え
 
 

る
の
は
、
そ
れ
を
人
の
三
倍
考
え
ぬ
く
こ
と
で
す
が
、
ひ
と
つ
の
『
事
 
 

件
』
に
つ
い
て
事
実
が
三
つ
あ
る
の
は
、
考
え
の
整
理
が
つ
か
ぬ
と
い
 
 

（
2
2
）
 
 

う
こ
と
で
す
」
と
述
べ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
福
田
憧
存
は
 
 

心
理
的
事
実
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
＜
中
略
＞
こ
の
三
つ
の
「
陳
 
 
 

述
」
は
現
実
の
事
実
と
し
て
矛
盾
し
て
ゐ
る
が
、
も
し
そ
の
い
づ
れ
 
 
 

も
現
実
の
事
実
で
は
な
く
、
三
人
が
銘
々
さ
う
恩
ひ
こ
ん
で
ゐ
る
心
 
 
 

理
的
事
実
に
過
ぎ
ぬ
も
の
だ
と
解
す
れ
ば
、
そ
の
矛
盾
は
却
っ
て
主
 
 

（
2
3
）
 
 
 

題
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
。
 
 

と
し
て
、
「
事
実
、
或
は
真
相
と
い
ふ
も
の
は
、
第
三
者
の
目
に
は
つ
 
 

ひ
に
解
ら
な
い
も
の
だ
」
と
い
う
主
題
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
大
岡
 
 

昇
平
は
、
 
 

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
事
実
」
と
は
現
実
の
事
実
で
は
な
 
 
 

く
、
作
品
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
人
物
が
一
人
称
 
 
 

で
述
べ
る
の
で
、
福
田
が
い
う
心
理
的
事
実
と
い
う
性
質
を
持
ち
、
 
 
 

同
時
に
人
物
の
性
格
描
写
の
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
の
 
 
 

事
実
を
取
っ
て
現
実
の
事
実
と
同
じ
よ
う
に
、
す
で
に
存
在
す
る
も
 
 
 

の
と
比
較
す
る
と
、
間
違
え
る
。
そ
れ
は
芥
川
が
作
品
進
行
の
必
要
 
 

（
2
4
）
 
 

、
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

と
し
て
い
る
。
 
 
 

ほ
ぼ
同
じ
頃
に
相
継
い
で
示
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
三
説
が
、
も
う
ひ
と
 
 

つ
の
＜
薮
の
中
＞
を
作
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
問
題
は
、
 
 

ど
れ
が
正
し
い
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
 
 

根
拠
に
基
い
て
、
こ
の
物
語
は
こ
う
い
う
話
だ
と
言
い
う
る
こ
と
そ
の
 
 

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

中
村
は
「
考
え
の
整
理
が
つ
か
ぬ
と
い
う
こ
と
」
と
言
う
が
、
真
相
 
 

と
か
事
実
と
い
う
の
は
ま
さ
し
く
「
整
理
」
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
は
虚
 
 

構
さ
れ
る
と
さ
え
言
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
客
観
的
事
実
な
ど
 
 

あ
り
え
な
い
 
－
 
あ
る
い
は
承
認
し
え
て
も
確
定
で
き
な
い
。
福
田
は
 
 

「
三
人
が
銘
々
さ
う
恩
ひ
こ
ん
で
ゐ
る
心
理
的
事
実
に
過
ぎ
ぬ
」
と
し
 
 

て
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
「
現
実
の
事
実
」
な
る
も
の
を
想
定
さ
え
し
て
 
 
 

（
2
5
）
 
 

い
る
が
、
そ
の
点
で
は
中
村
と
同
じ
く
「
整
理
」
 
の
つ
い
た
事
実
を
求
 
 

め
て
い
る
。
し
か
し
、
芥
川
が
そ
う
い
う
「
現
実
の
事
実
」
な
る
も
の
 
 

を
想
定
し
て
い
た
の
な
ら
、
そ
の
上
で
そ
れ
を
伏
せ
た
と
い
う
こ
と
は
 
 

重
視
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
岡
に
し
て
も
、
「
現
実
の
事
実
」
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で
あ
れ
ば
一
義
的
に
確
定
し
、
そ
れ
と
陳
述
と
の
比
較
が
可
能
で
あ
る
 
 

と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
や
は
り
＜
薮
の
中
＞
が
示
す
事
態
の
事
 
 

前
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
大
岡
説
で
は
、
 
 

芥
川
の
「
作
品
進
行
上
の
必
要
」
は
不
分
明
な
ま
ま
に
な
る
。
 
 
 

お
そ
ら
く
中
村
説
を
逆
説
的
に
と
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
芥
川
は
 
 

三
人
の
登
場
人
物
の
ど
の
物
語
に
も
納
得
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
も
 
 

は
や
＜
芋
粥
＞
の
よ
う
な
こ
う
い
う
話
な
ら
納
得
で
き
る
と
い
う
物
語
 
 

で
は
な
く
、
い
ず
れ
に
し
て
も
納
得
は
で
き
な
い
と
い
う
物
語
を
書
い
 
 

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
整
理
が
つ
い
た
と
し
て
も
そ
れ
も
ま
 
 

た
仮
構
に
す
ぎ
ず
、
銘
々
が
語
る
陳
述
し
か
受
け
取
り
え
な
い
と
い
う
 
 

事
態
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

い
み
じ
く
も
大
岡
は
「
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
に
優
れ
た
検
察
 
 

官
（
中
村
、
福
田
の
こ
と
、
引
用
者
註
）
 
に
よ
っ
て
、
五
十
年
後
に
な
 
 

っ
て
も
訴
追
さ
れ
る
芥
川
龍
之
介
は
幸
福
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
 
 

い
」
と
言
っ
て
江
。
大
岡
自
身
は
弁
護
人
の
立
場
を
と
り
、
こ
の
論
 
 

争
を
裁
判
に
た
と
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
裁
判
と
い
う
も
 
 

の
は
、
決
し
て
真
実
を
発
見
す
る
場
で
は
な
く
、
裁
判
官
が
な
し
う
る
 
 

こ
と
は
、
左
右
の
示
す
物
語
の
う
ち
、
い
ず
れ
が
も
っ
と
も
ら
し
い
か
 
 

の
判
定
を
下
す
こ
と
で
し
か
な
い
。
あ
る
い
は
両
者
か
ら
別
の
納
得
し
 
 

う
る
物
語
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
判
決
と
い
う
物
語
を
含
め
た
物
語
の
 
 

受
手
た
る
者
に
と
っ
て
肝
腎
な
の
は
、
あ
る
物
語
を
「
人
の
三
倍
考
え
」
 
 

ぬ
き
、
示
さ
れ
た
物
語
以
外
の
、
あ
り
う
る
物
語
を
構
想
す
る
こ
と
で
 
 

あ
る
。
そ
れ
が
芥
川
の
再
話
の
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
何
も
「
芥
川
 
 

の
」
と
限
定
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
芥
川
は
、
物
語
と
い
う
行
 
 

為
に
含
ま
れ
る
事
態
を
、
や
は
り
物
語
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
暴
露
す
 
 

る
に
到
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
。
ま
た
再
話
だ
か
ら
と
い
う
こ
 
 

と
で
も
な
い
。
再
話
は
物
語
の
対
象
と
な
る
「
事
実
」
を
、
既
に
存
在
 
 

＼
 
す
る
物
語
に
拠
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
対
象
が
、
未
 
だ
語
 

ら
れ
て
い
な
い
 
「
事
実
」
 
で
あ
ろ
う
と
、
夢
で
あ
ろ
う
と
、
語
り
 
 

手
の
想
像
で
あ
ろ
う
と
、
物
語
と
い
う
行
為
の
本
質
に
は
変
わ
り
な
い
。
 
 

あ
る
物
語
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
事
実
」
ま
で
も
否
定
す
る
つ
 
 

も
り
は
筆
者
に
は
な
い
。
た
だ
、
語
ら
れ
て
い
な
い
事
実
ほ
無
意
味
で
 
 

あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
あ
る
。
 
 
 

注
目
す
べ
き
は
読
者
か
つ
作
者
と
し
て
の
芥
川
で
あ
る
。
芥
川
が
こ
 
 

こ
で
触
れ
た
＜
芋
粥
＞
や
＜
薮
の
中
＞
で
も
、
『
今
昔
』
 
の
み
な
ら
ず
、
 
 

い
く
つ
か
の
外
国
の
文
学
作
品
を
粉
本
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
諸
家
の
 
 

明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
芥
川
に
と
っ
て
は
、
そ
う
 
 

し
た
種
々
の
物
語
も
ま
た
、
「
現
実
の
」
世
界
と
同
等
の
世
界
で
あ
っ
 
 

た
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
小
堀
桂
一
郎
は
芥
川
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
 
 

い
る
。
 
 

芥
川
と
い
う
人
は
、
＜
中
略
＞
読
書
人
的
教
養
の
上
に
そ
の
文
学
 
 

を
築
い
て
い
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
作
家
が
そ
の
制
作
の
直
接
の
材
料
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ま
た
三
好
行
雄
は
＜
芋
粥
＞
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
は
ま
だ
告
知
の
文
学
 
 

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
龍
之
介
は
見
者
の
座
か
ら
一
歩
も
動
こ
う
と
し
 
 

（
2
8
）
 
 

て
い
な
い
（
傍
点
原
文
の
ま
ま
）
」
と
言
う
が
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
 
 

し
か
し
「
見
者
」
な
れ
ば
こ
そ
見
え
る
こ
と
も
あ
る
。
吉
本
隆
明
ほ
、
 
 

（
2
9
）
 
 

『
或
阿
呆
の
一
生
』
 
の
中
に
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
名
が
出
て
来
る
の
に
 
 

異
和
感
を
表
明
し
つ
つ
、
 
 

だ
が
芥
川
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
思
想
が
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
 
 
 

人
間
の
生
涯
に
出
あ
う
こ
と
は
ど
れ
も
相
対
的
な
も
の
で
、
の
め
り
 
 
 

込
む
よ
り
も
冷
静
に
眺
め
て
揺
れ
な
い
の
が
い
い
と
囁
や
く
も
の
な
 
 

（
3
0
）
 
 
 

ら
ば
誰
で
も
よ
か
っ
た
の
だ
。
 
 

と
い
う
。
＜
大
導
寺
信
輔
の
半
生
＞
で
、
「
彼
は
人
生
を
知
る
為
に
街
 
 

頭
の
行
人
を
眺
め
な
か
っ
た
。
寧
ろ
行
人
を
眺
め
る
為
に
本
の
中
の
人
 
 

生
を
知
ら
う
と
し
た
」
と
言
う
芥
川
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
自
分
の
見
 
 

た
こ
と
を
語
る
に
あ
た
っ
て
、
言
葉
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
な
ら
何
で
 
 

も
よ
か
っ
た
と
さ
え
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

を
自
分
の
体
験
・
見
聞
の
中
に
求
め
る
の
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
 
 

い
自
然
の
勢
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
取
材
の
範
囲
が
芥
川
ほ
ど
に
よ
り
 
 

多
く
書
物
の
中
で
の
体
験
に
む
け
ら
れ
て
い
た
作
家
は
少
な
い
で
あ
 
 

私
学
 
 

し
か
し
こ
れ
ら
の
評
言
は
、
必
ず
し
も
芥
川
に
対
す
る
否
定
的
評
価
 
 

を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
物
語
を
読
み
、
そ
れ
が
示
す
世
界
を
解
 
 

釈
す
る
の
に
他
の
物
語
を
も
っ
て
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
語
 
 

の
受
け
手
と
語
り
手
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
人
 
 

間
が
物
語
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
・
な
う
か
 
 

ら
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
何
ら
か
の
典
拠
ほ
不
可
欠
で
あ
り
、
何
を
 
 

ど
う
い
う
形
で
典
拠
と
す
る
か
が
語
り
口
と
い
う
も
の
だ
と
さ
え
言
え
 
 

よ
う
。
そ
の
点
で
も
芥
川
は
物
語
と
い
う
行
為
の
構
造
を
顕
在
化
し
て
 
 

い
る
。
 
 
 

今
受
け
取
っ
た
物
語
が
、
他
の
物
語
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
別
の
 
 

物
語
と
し
て
再
生
し
う
る
な
ら
、
そ
う
す
べ
き
で
さ
え
あ
り
、
そ
れ
こ
 
 

そ
「
見
者
」
 
の
な
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
受
け
取
っ
た
物
語
を
、
単
に
 
 

「
そ
う
い
う
物
語
」
 
の
ま
ま
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
常
に
物
語
を
 
 

受
け
て
生
活
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
る
。
告
発
 
 

者
や
行
動
者
と
な
る
前
に
「
見
者
」
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
、
他
の
物
語
を
構
想
す
る
と
い
う
こ
と
ば
、
一
方
で
妄
想
の
危
 
 

険
を
も
は
ら
ん
で
い
る
。
整
理
し
え
な
い
 
「
事
実
」
と
い
う
物
語
の
 
 

＜
薮
の
中
＞
が
書
か
れ
た
大
正
十
年
と
い
う
の
が
、
芥
川
の
精
神
面
で
 
 

の
病
状
が
顕
著
に
な
っ
た
年
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
で
も
歴
史
、
報
道
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
い
っ
た
物
語
を
通
じ
 
 

て
世
界
と
接
す
る
こ
と
が
多
く
、
す
べ
て
の
情
報
の
真
偽
を
直
接
確
か
 
 

め
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
者
と
し
て
は
、
納
得
が
ゆ
く
と
い
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う
こ
と
で
望
ま
し
い
 
「
真
相
」
 
の
み
を
受
け
容
れ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
 
 

に
、
「
見
者
」
 
で
も
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
物
語
論
に
お
い
 
 

て
求
め
ら
れ
る
の
は
、
語
り
手
の
戦
略
よ
り
も
読
み
手
の
戦
略
な
の
で
 
 

あ
る
。
我
々
は
、
二
重
の
意
味
で
歴
史
を
作
っ
て
い
る
。
一
方
で
は
、
 
 

時
間
が
埋
め
ら
れ
る
べ
き
空
白
と
し
て
我
々
の
前
に
横
た
わ
っ
て
い
る
 
 

の
で
は
な
く
、
言
わ
ば
埋
め
よ
う
と
す
る
行
為
こ
そ
が
時
間
を
形
象
っ
 
 

て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
過
去
を
絶
え
ず
語
り
直
し
、
 
 

語
り
直
さ
れ
た
過
去
に
つ
い
て
の
物
語
を
受
け
取
っ
て
ゆ
く
と
い
う
意
 
 

味
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
語
り
直
し
と
い
う
行
為
が
そ
の
ま
ま
時
間
を
 
 

形
象
る
行
為
に
な
っ
て
い
る
。
過
去
は
く
つ
が
え
せ
な
い
 
「
客
観
的
事
 
 

実
」
 
の
集
積
で
は
な
く
、
未
来
の
領
域
に
も
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

そ
し
て
そ
の
意
味
で
は
、
常
に
更
新
さ
れ
、
あ
る
い
は
改
ざ
ん
さ
え
さ
 
 

れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
率
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
だ
か
ら
こ
 
 

そ
読
み
手
の
戦
略
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
物
語
を
「
薮
の
中
」
に
入
れ
 
 

て
み
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
戦
略
は
、
時
間
を
自
ら
の
 
 

手
許
か
ら
逃
さ
な
い
た
め
の
戦
略
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

註
 
 

（
1
）
 
例
え
ば
＜
羅
生
門
＞
や
＜
鼻
＞
と
い
っ
た
他
の
よ
く
知
ら
れ
た
物
語
が
、
 
 
 

心
理
描
写
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
面
で
原
話
に
は
な
い
部
分
を
多
く
補
な
っ
て
い
 
 
 

る
と
し
て
も
、
物
語
と
し
て
の
趣
に
さ
は
ど
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
 
 
 

そ
の
意
味
で
は
よ
く
で
き
た
習
作
と
い
っ
た
感
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
 
 
 

＜
芋
粥
＞
や
＜
薮
の
中
＞
の
方
は
芥
川
に
お
け
る
物
語
と
い
う
行
為
の
特
質
 
 
 

を
鮮
明
に
す
る
だ
け
の
改
変
を
伴
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
2
）
 
テ
キ
ス
ト
は
小
学
館
刊
の
日
本
古
典
文
学
全
集
版
を
用
い
た
が
、
引
用
 
 
 

に
あ
た
っ
て
は
、
表
記
を
適
宜
改
め
た
。
 
 

（
3
）
 
『
澄
江
堂
雑
記
』
中
の
＜
昔
＞
に
よ
る
。
 
 

（
4
）
 
勝
倉
善
一
『
芥
川
龍
之
介
の
歴
史
小
説
』
 
（
昭
和
五
十
八
年
、
教
育
出
 
 

職
セ
ン
タ
⊥
七
五
頁
。
 
 

（
5
）
 
原
話
ほ
利
仁
に
つ
い
て
「
常
に
か
の
国
（
＝
越
前
国
、
引
用
者
註
）
に
 
 
 

ぞ
住
み
け
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
 
 

（
6
）
 
和
田
繁
二
郎
『
芥
川
龍
之
介
』
 
（
昭
和
三
十
一
年
、
創
元
社
）
五
二
頁
。
 
 

（
7
）
 
関
口
安
義
＜
羅
生
門
・
芋
粥
＞
、
『
批
評
と
研
究
 
芥
川
龍
之
介
』
（
昭
 
 
 

和
四
十
七
年
、
芳
賀
書
店
）
、
所
収
。
 
 

（
8
）
 
同
前
。
 
 

（
9
）
 
三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論
』
（
昭
和
五
十
一
年
、
筑
摩
書
房
）
八
七
重
。
 
 

（
1
0
）
 
芥
川
は
、
五
位
の
人
物
描
写
の
と
こ
ろ
で
、
無
位
の
侍
と
い
う
青
年
を
 
 
 

登
場
さ
せ
、
仲
間
の
迫
害
に
対
し
て
「
い
け
ぬ
の
う
、
お
身
た
ち
は
」
と
言
 
 
 

う
五
位
を
見
せ
、
「
こ
の
無
位
の
侍
に
は
、
五
位
の
事
を
考
へ
る
度
に
、
世
 
 
 

の
中
の
す
べ
て
が
急
に
本
来
の
下
等
さ
を
露
す
や
う
に
思
は
れ
た
」
と
し
て
 
 
 

い
る
。
 
 

（
1
1
）
 
勝
倉
、
前
掲
書
八
三
頁
。
 
 

（
1
2
）
 
同
前
、
八
四
頁
。
 
 

（
1
3
）
 
三
好
は
「
龍
之
介
が
史
料
の
な
か
に
読
む
の
は
、
茫
洋
と
し
て
流
れ
た
 
 
 

歴
史
の
動
態
で
も
な
け
れ
ば
、
特
定
の
時
代
の
歴
史
性
と
相
対
化
さ
れ
た
人
 
 
 

間
の
運
命
で
も
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
時
間
の
系
に
閉
じ
ら
れ
た
人
間
の
ド
 
 
 

ラ
マ
に
確
実
な
＜
現
代
＞
を
発
見
し
た
と
き
、
か
れ
の
歴
史
小
説
は
は
じ
め
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て
成
立
す
る
」
 
（
前
掲
書
八
一
頁
）
と
し
て
い
る
。
 
 

（
1
4
）
 
＜
芋
粥
＞
の
三
年
後
、
志
賀
直
哉
は
＜
小
僧
の
神
様
＞
を
、
ほ
ぼ
似
た
 
 
 

よ
う
な
構
図
で
「
現
代
」
の
、
そ
れ
も
利
仁
側
の
託
と
し
て
書
い
て
い
る
。
 
 

（
1
5
）
 
原
話
は
「
利
仁
馬
の
腹
に
落
下
り
て
、
狐
の
尻
の
足
を
取
て
引
き
上
げ
 
 
 

つ
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
＜
芋
粥
＞
で
は
「
や
が
て
利
仁
が
、
馬
 
 
 

を
止
め
た
の
を
見
る
と
、
何
時
、
捕
へ
た
の
か
、
も
う
狐
の
後
足
を
掴
ん
で
、
 
 
 

倒
に
、
鞍
の
側
へ
、
ぶ
ら
さ
げ
て
ゐ
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
1
6
）
 
原
話
の
狐
に
伝
言
を
与
え
て
放
す
場
面
で
、
「
広
量
の
御
使
哉
（
頼
り
 
 
 

な
い
御
使
で
す
な
あ
）
」
と
い
う
五
位
の
疑
問
を
記
し
て
い
る
が
、
芥
川
は
こ
 
 
 

の
「
広
重
」
を
「
雄
大
な
」
の
意
味
に
用
い
た
上
で
次
の
よ
う
に
記
す
。
 
 

五
位
は
、
ナ
イ
ィ
ヴ
な
尊
敬
と
讃
嘆
と
を
洩
ら
し
な
が
ら
、
こ
の
狐
さ
 
 

へ
旗
使
す
る
野
育
ち
の
武
人
の
顔
を
、
今
更
の
や
う
に
、
仰
い
で
見
た
。
 
 
 

l
 

自
分
と
利
仁
と
の
間
に
、
ど
れ
程
の
懸
隔
が
あ
る
か
、
そ
ん
な
事
は
、
考
 
 

へ
る
暇
が
な
い
。
唯
、
利
仁
の
意
志
に
、
支
配
さ
れ
る
範
囲
が
広
い
だ
け
 
 

に
、
そ
の
意
志
の
中
に
包
容
さ
れ
る
自
分
の
意
志
も
、
そ
れ
だ
け
自
由
が
 
 
 

利
く
や
う
に
な
つ
た
事
を
、
心
強
く
感
じ
る
だ
け
で
あ
る
。
 
－
 
阿
訣
は
、
 
 
 

恐
ら
く
、
か
う
云
ふ
時
に
、
最
も
自
然
に
生
ま
れ
て
来
る
も
の
で
あ
ら
う
。
 
 

（
1
7
）
 
清
水
康
次
＜
「
鼻
」
「
芋
粥
」
論
 
－
 
「
解
釈
」
と
い
う
方
法
に
ふ
れ
 
 
 

て
＞
、
『
国
語
国
文
』
昭
和
五
十
五
年
十
号
所
収
。
以
下
に
引
く
清
水
の
見
 
 
 

解
も
こ
れ
に
よ
る
。
 
 

（
1
8
）
 
例
え
ば
＜
鼻
＞
な
り
＜
芋
粥
＞
な
り
の
作
品
は
物
語
と
い
う
行
為
の
結
 
 
 

果
と
し
て
成
っ
た
産
物
で
あ
っ
て
、
決
定
稿
を
書
く
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
 
 
 

は
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
が
語
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
念
の
た
め
付
 
 
 

言
し
て
お
く
。
 
 

（
1
9
）
 
＜
鼻
＞
の
原
話
（
『
今
昔
』
巻
二
十
八
の
第
二
十
）
も
、
禅
智
内
供
の
 
 
 

鼻
が
短
か
く
な
っ
た
と
き
に
人
々
が
わ
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
は
記
し
て
い
な
 
 
 

。
 
 

（
2
0
）
 
＜
鼻
＞
の
原
話
で
は
、
内
供
の
鼻
に
陰
で
雑
言
を
吐
い
た
童
に
対
し
て
、
 
 
 

「
童
の
い
と
を
か
し
く
云
ひ
た
る
事
を
ぞ
、
聞
く
人
諌
め
け
る
と
な
む
語
り
 
 
 

龍
へ
た
る
と
や
」
と
い
う
結
び
に
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
2
1
）
 
無
論
＜
運
＞
に
お
い
て
も
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
作
者
が
一
人
称
で
は
 
 
 

登
場
し
な
く
な
る
と
い
う
手
法
の
変
化
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。
 
 

（
2
2
）
 
中
村
光
夫
＜
「
薮
の
中
」
か
ら
＞
『
す
ば
る
』
昭
和
四
十
五
年
六
月
号
 
 
 

所
収
。
 
 

（
2
3
）
 
福
田
恒
存
＜
「
薮
の
中
」
に
つ
い
て
＞
『
文
学
界
』
昭
和
四
十
五
年
十
 
 
 

月
号
所
収
。
 
 

（
2
4
）
 
大
岡
昇
平
＜
芥
川
龍
之
介
を
奔
護
す
る
＞
『
中
央
公
論
』
昭
和
四
十
五
 
 
 

年
十
二
月
臨
時
増
刊
号
所
収
。
 
 

（
2
5
）
 
賊
が
男
を
刺
し
て
逃
げ
た
も
の
の
即
死
と
は
な
ら
ず
、
妻
は
心
中
、
夫
 
 
 

は
自
殺
を
主
張
し
て
も
み
あ
う
う
ち
に
、
夫
は
傷
が
も
と
で
死
ぬ
と
い
う
筋
 
 
 

暑
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（
福
田
 
前
掲
論
文
）
。
 
 

（
2
6
）
 
大
岡
、
前
掲
論
文
 
 

（
2
7
）
 
小
堀
桂
一
郎
＜
芥
川
龍
之
介
の
出
発
と
『
諸
国
物
語
』
＞
、
『
森
鴎
外
の
 
 
 

世
界
』
 
（
昭
和
四
十
六
年
、
講
談
社
）
所
収
。
 
 

（
謂
）
 
三
好
、
前
掲
書
九
〇
頁
。
 
 

（
2
9
）
 
第
十
九
節
＜
人
工
の
巽
＞
。
 
 

（
3
0
）
 
吉
本
隆
明
『
悲
劇
の
解
読
』
（
昭
和
五
十
四
年
、
筑
摩
書
房
）
、
引
用
は
 
 
 

筑
摩
文
庫
版
二
二
〇
頁
に
よ
る
。
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