
偶
然

響

言
葉

行
方

九
鬼
周
造

出
発

串
田

純
一

始
め
に
簡
単
な
ご
挨
拶
を
し
て
お
き
ま
す
と
、
私
は
こ
れ
ま
で
ハ
イ
デ

ガ
ー
を
中
心
に
近
現
代
哲
学
を
研
究
し
て
き
ま
し
て
、
そ
の
一
応
の
成
果

は
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
生
き
物
の
問
題
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
七

年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
本
人
と
同
様
に
文

学
・
文
藝
の
方
に
も
重
要
性
を
感
じ
て
お
り
、
そ
れ
に
関
わ
る
も
の
は
主

に
『
ユ
リ
イ
カ
』
な
ど
の
雑
誌
に
書
い
た
り
な
ど
し
て
い
ま
す
が
、
同
じ

青
土
社
さ
ん
の
『
現
代
思
想
』
が
二
〇
一
七
年
に
九
鬼
周
造
特
集
号
を
出

し
た
際
に
私
も
寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
（
１
）
。
こ
れ
が
、
先
の
拙

著
の
講
評
を
し
て
い
た
だ
く
な
ど
以
前
か
ら
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
川
口

さ
ん
の
目
に
と
ま
っ
て
、
今
回
こ
う
し
て
甲
南
大
学
九
鬼
周
造
文
庫
で
の

催
し
に
お
招
き
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
た
次
第
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
、

ま
ず
は
や
は
り
九
鬼
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
関
わ
り
と
い
う
点
か
ら
見
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

一
、
『
言
葉
に
つ
い
て
の
対
話
よ
り
』
と
『「
い
き
」
の
構
造
』

九
鬼
周
造
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
も
六
年
を
超
え
た
一
九
二
七
年
四
月

に
現
象
学
の
創
設
者
フ
ッ
サ
ー
ル
に
学
ぶ
た
め
パ
リ
か
ら
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク

へ
移
り
、
彼
の
私
邸
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
引
き
合
わ
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
さ
に
『
存
在
と
時
間
』
出
版
直
後
の
こ
と
で
し
た
が
、
一
九
一

九
年
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
斬
新
か
つ
奥
深
い
講
義
は
多

く
の
学
生
を
引
き
つ
け
お
り
、
既
に
ド
イ
ツ
思
想
界
の
「
隠
れ
た
王
」
と

の
呼
び
声
も
あ
り
ま
し
た
。
九
鬼
も
ま
た
秋
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
教
え
る

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
へ
転
学
し
、
講
義
や
演
習
に
出
席
し
た
ほ
か
、
し
ば
し
ば

私
的
な
交
流
も
持
ち
ま
し
た
。
し
か
し
翌
年
に
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
が

フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
任
と
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
招
聘
を
決
め
、
九
鬼
も
六
月

に
は
パ
リ
へ
戻
り
、
さ
ら
に
一
二
月
に
は
ア
メ
リ
カ
経
由
で
帰
国
の
途
に

つ
い
て
い
ま
す
か
ら
、
両
者
の
直
接
的
交
流
は
一
年
ほ
ど
し
か
な
か
っ
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
方
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
元
に
は
早
く
も
二
〇
年
代
前
半
か
ら
田
邊
元
や

三
木
清
を
は
じ
め
多
く
の
日
本
人
が
留
学
し
て
お
り
、
有
名
な
ト
ー
ト
ナ

ウ
ベ
ル
ク
の
山
荘
も
彼
ら
の
謝
金
で
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
（
マ
ル
ク
の

暴
落
の
中
で
円
は
大
変
喜
ば
れ
た
そ
う
で
す
）。
そ
し
て
日
本
と
の
こ
う

し
た
様
々
な
関
わ
り
を
背
景
に
し
て
、
一
九
五
四
年
の
「
東
京
帝
国
大
学

の
手
塚
教
授
の
来
訪
を
機
縁
に
」
書
か
れ
た
の
が
、『
言
葉
に
つ
い
て
の
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対
話
よ
り
』
で
す
（
２
）
。
こ
の
小
編
は
、
と
り
わ
け
日
本
の
研
究
者
に
と
っ

て
非
常
に
貴
重
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
必
ず
し
も
十
分

に
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
構
造

上
の
扱
い
に
く
さ
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
言
う
の
も
、
こ
の
対
話
は

或
る
〈
日
本
人
〉
と
〈
問
う
人
〉
が
ド
イ
ツ
語
で
行
う
の
で
す
が
、
そ
れ

は
決
し
て
現
実
に
生
じ
た
も
の
の
記
録
な
ど
で
は
な
く
、
二
人
は
共
に
あ

く
ま
で
も
創
作
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
て
（
３
）
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
思
考

や
言
葉
は
〈
問
う
人
〉
だ
け
で
な
く
明
ら
か
に
〈
日
本
人
〉
の
側
に
も
浸

透
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
も
「
対
話
」
と
い
う
形
式
の
本
性
上
、
発

言
は
し
ば
し
ば
相
互
の
疑
念
や
補
足
を
受
け
て
変
転
し
、
内
容
と
し
て
な

か
な
か
確
定
し
ま
せ
ん
。
読
者
・
解
釈
者
は
、
多
様
な
話
題
ご
と
に
二
人

へ
配
分
さ
れ
る
知
と
非
知
の
モ
ザ
イ
ク
を
、
そ
の
つ
ど
組
み
戻
す
必
要
が

出
て
く
る
わ
け
で
す
。

今
回
も
、
こ
の
困
難
な
作
業
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
を
読
ん
で
い
る
者
が
九
鬼
周
造
に
つ
い
て
語
る
時
、「
九
鬼

伯
爵
を
ご
存
知
で
す
ね
。
あ
な
た
の
も
と
で
何
年
か
学
び
ま
し
た
」（
４
）
と

い
う
語
り
か
け
で
始
ま
る
こ
の
『
対
話
』
が
格
好
か
つ
不
可
避
の
入
り
口

と
な
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
そ
こ
で
ま
ず
、
主
に
九
鬼
と
の
関
係
で
目
に

付
く
部
分
を
拾
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

九
鬼
は
、
「
い
き
の
本
質
」
と
い
う
表
題
の
も
と
既
に
パ
リ
で
書
き
始

め
て
い
た
論
考
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
語
り
合
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
の
詳
細
は
不
明
で
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
九
鬼

の
試
み
に
い
さ
さ
か
の
疑
念
あ
る
い
は
覚
束
な
さ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ

て
い
た
よ
う
で
、
後
年
の
『
対
話
』
を
次
の
よ
う
に
構
成
し
て
い
ま
す
。

日
本
人

九
鬼
伯
爵
は
後
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
国
し
た
あ
と
京

都
で
日
本
の
芸
術
と
文
学
の
美
学
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
講
演
を

行
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
本
に
な
っ
て
い
ま
す
。
九
鬼
は
、
そ
の

中
で
、
日
本
の
芸
術
の
本
質
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
学
の
助
け
を
借

り
て
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
ま
す
。

問
う
人

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
企
て
る
の
に
美
学
に
頼
っ

て
よ
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

日
本
人

よ
く
な
い
、
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
。

問
う
人

美
学
と
い
う
名
称
と
そ
れ
が
名
指
す
も
の
と
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な
思
考
、
哲
学
か
ら
出
て
き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
美

学
的
な
考
察
は
東
ア
ジ
ア
的
な
思
考
に
と
っ
て
所
詮
、
基
本
的
に

馴
染
ま
な
い
は
ず
で
す
（
５
）
。

し
か
し
、
事
は
い
さ
さ
か
複
雑
で
す
。
ま
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
会
話
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
。
最
終
的
な
著
書
『
い
き
の
構
造
』
に

「
美
学
」
と
い
う
言
葉
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
美
学
の
基
礎
に
は
カ
ン

ト
以
降
の
ド
イ
ツ
観
念
論
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
そ
の
大
本
た
る
プ
ラ
ト
ン

的
�イ
デ
ア
論
的
形
而
上
学
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
と
っ
て
、
存
在
論
的
な
根
源
へ
と
向
け
て
「
解
体
〔A

bbau

〕」
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さ
れ
る
べ
き
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
方
法
は
「
解
釈
学
」
だ

と
さ
れ
ま
す
。
「
存
在
の
意
味
と
現
存
在
の
諸
根
本
構
造
構
造
と
が
暴
露

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
存
在
的
で
は
な
い
存
在
者
の
あ
ら
ゆ
る
探
求

を
さ
ら
に
存
在
論
的
に
進
め
て
行
く
た
め
の
地
平
が
、
総
じ
て
明
ら
か
に

さ
れ
る
限
り
、
こ
の
解
釈
学
は
、
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
論
的
な
根
本

的
探
求
の
可
能
性
の
諸
条
件
を
仕
上
げ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
解
釈
学
」

に
な
る
」（
６
）
。

九
鬼
も
ま
た
、
ま
さ
に
こ
の
箇
所
を
（
フ
ッ
サ
ー
ル
や
オ
ス
カ
ー
・

ベ
ッ
カ
ー
と
並
べ
て
）
指
示
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。「「
い
き
」

を
単
に
種
概
念
と
し
て
取
扱
つ
て
、
そ
れ
を
包
括
す
る
類
概
念
の
抽
象
的

普
遍
を
向
観
す
る
「
本
質
直
観
」
を
索
め
て
は
な
ら
な
い
。
意
味
体
験
と

し
て
の
「
い
き
」
の
理
解
は
、
具
体
的
な
、
事
実
的
な
、
特
殊
な
「
存
在

会
得
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
我
々
は
「
い
き
」
のessentia

を
問
ふ

前
に
、
先
づ
「
い
き
」
のexistentia

を
問
ふ
べ
き
で
あ
る
。
一
言
に
し

て
云
へ
ば
「
い
き
」
の
研
究
は
「
形
相
的
」
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

「
解�

釈�

的�

」
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
」（
７
）
。

「
本
質
」
や
「
形
相
」
は
ま
さ
に
形
而
上
学
の
中
心
概
念
で
あ
り
、
九

鬼
も
ま
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
学
」
の
回
避
と
い
う
志
向
を
ハ
イ
デ
ガ
ー

と
共
有
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
り
も
、
ま
さ
に
そ
れ
を
彼
か
ら
学
ん
だ
、

と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
「
存
在
会
得
（
お
よ
び
味
得
）
」
はSeinsver-

ständnis

の
翻
訳
で
あ
り
、
一
般
的
な
「
存
在
理
解
」
よ
り
も
実
存
の
解

釈
学
が
求
め
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
、
よ
り
適
っ
て
い
ま
す
（
「
理
解
」
の
方

を
九
鬼
はB
egreifen

の
意
味
で
使
っ
て
い
ま
す
）。
た
だ
し
ハ
イ
デ
ガ
ー

に
と
っ
て
は
、
そ
の
解
釈
学
も
な
お
、
あ
く
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
固
有
の
も

の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
本
人

と
こ
ろ
が
、
九
鬼
に
と
っ
て
は
、
あ
な
た
が
お
考
え
に

な
っ
て
い
た
解
釈
学
的
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
い
き
が
何
ら
か

の
形
で
そ
れ
ま
で
よ
り
明
る
い
光
の
中
に
達
し
た
に
違
い
な
い
の

で
す
。

問
う
人

た
し
か
に
私
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
う
す
う
す
感
じ
て
は

い
た
の
で
す
が
、
九
鬼
の
洞
察
を
私
な
り
に
辿
っ
て
納
得
す
る
こ

と
は
つ
い
ぞ
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

日
本
人

何
が
障
害
と
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ

ま
し
た
。
対
話
の
言
語
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
だ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
何
を
経
験
し
考
え
よ
う
と
し
た
か
と
い
え
ば
、
日
本
芸
術
の

東
ア
ジ
ア
的
な
本
質
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

問
う
人

私
た
ち
が
論
じ
て
い
た
も
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
な
表
象
圏
の
中
に
無
理
や
り
移
し
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

日
本
人

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
点
で
気
づ
か
れ
ま
し
た
か
。

問
う
人

基
本
と
な
る
語
で
あ
る
い
き
を
、
九
鬼
が
説
明
す
る
際
の

仕
方
で
す
。
彼
は
、
感
覚
的
な
輝
き
が
生
き
い
き
と
魅
了
す
る
こ

と
〔E

ntzücken

〕
を
通
し
て
超
感
覚
的
な
も
の
が
透
け
て
輝
き

出
て
く
る
、
と
語
り
ま
し
た
（
８
）
。
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し
か
し
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
や
は
り
『「
い
き
」
の
構
造
』
自

体
か
ら
は
か
な
り
隔
た
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
（
そ
れ
は
非

常
に
カ
ン
ト
的
に
見
え
る
）。
先
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考
が
「
日
本
人
」

に
も
浸
透
し
て
い
る
、
と
述
べ
た
ゆ
え
ん
で
す
。
九
鬼
自
身
が
解
釈
し
た

「
い
き
」
の
（
内
包
的
な
）
構
造
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

「
い
き
」
の
構
造
は
「
媚
態
」
と
「
意
気
地
」
と
「
諦
め
」
と
の
三

契
機
を
示
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
、
第
一
の
「
媚
態
」
は
そ
の
基
調

を
構
成
し
、
第
二
の
「
意
気
地
」
と
第
三
の
「
諦
め
」
の
二
つ
は
そ

の
民
族
的
、
歴
史
的
色
彩
を
規
定
し
て
ゐ
る
。
こ
の
第
二
お
よ
び
第

三
の
徴
表
は
、
第
一
の
徴
表
た
る
「
媚
態
」
と
一
見
相
容
れ
な
い
や

う
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
真
に
相
容
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
。
先
に
述

べ
た
や
う
に
、
媚
態
の
原
本
的
存
在
規
定
は
二
元
的
可
能
性
に
あ
る
。

し
か
る
に
第
二
の
徴
表
た
る
「
意
気
地
」
は
理
想
主
義
の
齎
し
た
心

の
強
味
で
、
媚
態
の
二
元
的
可
能
性
に
一
層
の
緊
張
と
一
層
の
持
久

力
と
を
呈
供
し
、
可
能
性
を
可
能
性
と
し
て
終
始
せ
し
め
や
う
と
す

る
。
す
な
は
ち
「
意
気
地
」
は
媚
態
の
存
在
性
を
強
調
し
、
そ
の
光

沢
を
増
し
、
そ
の
角
度
を
鋭
く
す
る
。
媚
態
の
二
元
的
可
能
性
を

「
意
気
地
」
に
よ
っ
て
限
定
す
る
こ
と
は
、
畢
竟
、
自
由
の
擁
護
を

高
唱
す
る
に
外
な
ら
な
い
。
第
三
の
徴
表
た
る
「
諦
め
」
も
決
し
て

媚
態
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
媚
態
は
そ
の
仮
想
的
目
的
を

達
せ
ざ
る
点
に
於
て
、
自
己
に
忠
実
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

媚
態
が
目
的
に
対
し
て
「
諦
め
」
を
有
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
な
い

の
み
な
ら
ず
、
却
つ
て
媚
態
そ
の
も
の
の
原
本
的
存
在
性
を
開
示
せ

し
む
る
こ
と
で
あ
る
。
媚
態
と
「
諦
め
」
と
の
結
合
は
、
自
由
へ
の

帰
依
が
運
命
に
よ
っ
て
強
要
さ
れ
、
可
能
性
の
措
定
が
必
然
性
に
よ

つ
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
は
ち
、
そ
こ
に

は
否
定
に
よ
る
肯
定
が
見
ら
れ
る
（
９
）
。

確
か
に
「
媚
態
」
はE

ntzücken

と
無
縁
で
は
な
い
で
し
ょ
う
し
、
意

気
地
の
「
理
想
主
義
」
は
同
時
に
「
超
感
覚
的
」
で
も
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
ら
の
関
係
は
「
透
け
て
見
え
る
」
の
で
は
な
く
、
相
補
的

緊
張
関
係
で
す
。
そ
し
て
何
よ
り
も
根
本
的
な
ズ
レ
は
、
九
鬼
も
言
う
よ

う
に
「
い
き
」
が

後
に
は
よ
り
広
く
町
人
層
に
浸
透
す
る
と
は
い
え

あ
く
ま
で
も
近
世
の
、
と
り
わ
け
文
化
文
政
期
の
遊
里
に
お
け
る
男

女
関
係
と
い
う
比
較
的
限
ら
れ
た
領
域
に
根
ざ
す
「
趣
味
」
で
あ
る
の
に

対
し
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
詳
細
ま
で
知
る
こ
と
の
な
い
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
方
は
「
日
本
芸
術
の
東
ア
ジ
ア
的
な
本
質
」
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
、
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
（
10
）
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
い
き
」
は
ほ
と

ん
ど
別
物
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
他
あ
り
ま
せ
ん
（〈
日
本
人
〉
が
言
う

の
に
近
い
も
の
を
強
い
て
探
せ
ば
「
あ
は
れ
」
に
な
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
）。

日
本
人

い
き
と
は
、
優
美
だ
と
の
感
を
与
え
る
も
の
〔das

A
n-

m
utende

〕
で
す
。
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問
う
人

そ
う
お
っ
し
ゃ
る
や
い
な
や
、
私
た
ち
は
す
で
に
美
学
の

た
だ
中
に
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
シ
ラ
ー
の
論
文
「
優
美
と
威

厳
」
を
考
え
て
く
だ
さ
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

〔
中
略
〕

日
本
人

と
は
い
え
、
今
「
優
美
」
と
訳
し
ま
し
た
い
き
を
、
私
が

美
学
、
つ
ま
り
主
観
と
客
観
と
い
う
関
係
の
圏
外
に
置
く
こ
と
を

試
み
て
も
、
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
か
ま
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
私
は
、

優
美
を
何
か
刺
激
的
な
愛
ら
し
さ
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
く

…
…
。

問
う
人

つ
ま
り
、
刺
激
を
与
え
る
も
の
、
印
象
、
ア
イ
ス
テ
ー
シ

ス
〔αι’́σθησις

�
感
覚
〕
の
領
域
に
あ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。

日
本
人

む
し
ろ
、
そ
の
逆
の
方
向
で
す
ね
。
で
も
、
こ
う
述
べ
た

と
こ
ろ
で
、
自
分
が
ま
だ
美
学
的
な
領
域
の
中
に
か
ら
め
捕
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
私
も
承
知
し
て
い
ま
す
。

問
う
人

も
っ
と
も
、
そ
う
留
保
す
る
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
な
ら
、
解
説
を
試
み
ら
れ
る
こ
と
は
お
で
き
に
な
る
で

し
ょ
う
。

日
本
人

い
き
は
、
輝
け
る
魅
了
の
静
寂
の
そ
よ
ぎ
で
す
（
11
）
。

そ
し
て
対
話
の
重
心
は
、
表
題
と
も
な
っ
て
い
る
「
言
葉
」
へ
と
移
っ

て
行
き
ま
す
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
言

葉
と
は
「
存
在
の
家
」
で
あ
り
、
西
洋
と
ア
ジ
ア
に
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の

「
家
」
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
ア
ジ
ア
内
部
で
の
差
異
は
ま
た
次
の

問
題
で
す
）。
そ
し
て
そ
の
違
い
が
ま
さ
し
く
「
言
葉
」
に
当
る
語
そ
の

も
の
の
内
に
住
み
込
ん
で
い
る
、
と
い
う
点
に
一
つ
の
驚
き
が
あ
り
ま
す
。

問
う
人

「
言
語
〔Sprache

〕」
に
当
た
る
日
本
語
の
語
は
何
と
言

い
ま
す
か
？

日
本
人

（
さ
ら
に
た
め
ら
っ
た
あ
と
）
そ
れ
は
「
こ
と
・
ば
」
と

申
し
ま
す
。

問
う
人

で
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

日
本
人

ば�

と
は
葉
〔B

lätter

〕、
ま
た
と
り
わ
け
花
び
ら
〔B

lüten-

blätter

〕
を
指
し
ま
す
。
桜
の
花
や
梅
の
花
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。

問
う
人

で
は
、
こ
と
は
何
を
言
う
の
で
し
ょ
う
。

日
本
人

そ
の
問
い
は
最
も
答
え
に
く
い
も
の
で
す
。
と
は
い
え
、

先
に
私
た
ち
は
大
胆
に
も
い
き
を
解
説
し
て
み
よ
う
と
し
た
こ
と

で
、
そ
の
ご
質
問
へ
の
答
え
を
試
み
る
の
は
い
く
ら
か
容
易
に

な
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
い
き
を
、
静
寂
の
呼
び
か
け
が
純

粋
に
魅
了
す
る
こ
と
だ
と
し
た
の
で
す
が
、
静
寂
の
そ
よ
ぎ
が
魅

了
の
呼
び
か
け
を
性
起
さ
せ
る
、
こ
の
そ
よ
ぎ
が
、
あ
の
魅
了
を

到
来
さ
せ
る
漲
り
で
す
。
し
か
し
、
こ
と
は
同
時
に
常
に
そ
の
都

度
に
魅
了
す
る
も
の
そ
れ
自
体
を
指
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の

魅
了
す
る
も
の
は
、
い
つ
か
、
ま
た
と
な
い
瞬
間
に
お
い
て
の
み
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そ
の
優
美
を
湛
え
て
輝
き
現
れ
て
く
る
の
で
す
。

問
う
人

そ
う
し
ま
す
と
、
こ
と
と
い
う
の
は
、
優
美
の
晴
ら
せ
る

言
づ
て
が
性
起
す
る
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

日
本
人

す
ば
ら
し
い
言
い
方
で
す
。
た
だ
「
優
美
」
と
い
う
語
が

今
日
的
な
表
象
の
仕
方
を
誤
っ
た
方
向
に
導
き
か
ね
ず
…
…
。

問
う
人

つ
ま
り
、
内
面
に
刻
ま
れ
る
印
象
の
圏
内
へ
と
連
れ
去
っ

て
し
ま
い
か
ね
な
い
と
…
…
（
12
）
。

先
に
も
述
べ
た
『
言
葉
に
つ
い
て
の
対
話
』
読
解
の
難
し
さ
は
、
こ
こ
で

ラ

ン

グ

頂
点
に
達
し
ま
す
。
或
る
言
語
に
属
す
る
単
語
の
説
明
を
そ
の
言
語
に
習

熟
し
て
い
な
い
人
物
が
自
己
の
言
語
で
語
っ
て
い
る
上
に
、
そ
れ
が
改
め

て
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
に
仮
託
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
内
容
は
使
用
者
に

と
っ
て
標
準
的
な
理
解
を
外
国
人
に
説
明
す
る
と
い
っ
た
も
の
か
ら
は
程

遠
く
、
あ
ま
り
に
独
特
で
難
解
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
話
形
式
と

い
う
構
え
か
ら
し
て
こ
の
解
釈
を
単
純
に
著
者
へ
帰
属
さ
せ
る
こ
と
も
で

き
ま
せ
ん
。
「
ば
」
を
「
花
び
ら
」
と
も
す
る
の
は
ド
イ
ツ
語
に
引
っ
張

ら
れ
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
が
、
他
方
で
、
こ
こ
に
は
日
本
に

お
け
る
「
花
」
の
決
定
的
な
地
位
に
対
す
る
適
切
な
把
握
も
う
か
が
わ
れ

ま
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
「
こ
と
（
ば
）」
と
い
う
単
語
に
関
す
る

（
適
否
が
問
題
に
で
き
る
よ
う
な
）
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

「
こ
と
（
ば
）」
の
存
在
に
つ
い
て
の
（
思
考
の
出
発
点
と
な
る
よ
う
な
）

新
し
い
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

今
は
立
ち
入
っ
た
考
察
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
差
し
当
た
っ
て
興
味
を
惹
か

れ
る
の
は
、「
ま
た
と
な
い
瞬
間
に
お
い
て
」
と
い
う
部
分
で
す
。
と
い

う
の
も
、『
存
在
と
時
間
』
に
も
共
通
す
る
こ
の
一
回
性
な
い
し
単
独
性

の
尊
重
を
通
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
は
「
偶
然
性
」
の
問
題
を
核
と

す
る
九
鬼
の
思
考
と
強
く
共
鳴
し
て
く
る
か
ら
で
す
。

偶
然
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
い
ふ
が
如
く
「
底
が
無
い
」。
ヘ
ー
ゲ

ル
の
い
ふ
が
如
く
「
理
由
を
有
た
無
い
」。
偶
然
に
お
い
て
は
無
が

深
く
有
を
侵
し
て
ゐ
る
。
そ
の
限
り
偶
然
は
脆
き
存
在
で
あ
る
。
偶

然
は
單
に
「
こ
の
場
所
」
に
ま
た
「
こ
の
瞬
間
」
に
尖
端
的
な
虚
弱

な
存
在
を
繋
ぐ
の
み
で
あ
る
。
一
切
の
偶
然
は
崩
壊
と
破
滅
の
運
命

を
本
來
的
に
自
己
の
う
ち
に
蔵
し
て
ゐ
る
（
13
）
。

偶
然
す
な
わ
ち
「
独
立
の
二
元
の
邂
逅
」
の
生
起
は
ま
さ
に
瞬
間
に
お
け

る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
或
る
瞬
間
が
独
自
の
も
の
と
し
て
際
立
つ
の
は
時

間
の
必
然
的
な
進
行
を
破
る
偶
然
の
驚
異
に
よ
っ
て
で
す
。
し
か
し
な
が

ら
こ
こ
に
は
、
九
鬼
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
も

そ
し
て
そ
も
そ
も
哲
学
一
般

が

未
だ
十
分
に
は
追
求
し
て
い
な
い
、
或
る
重
要
な
問
題
が
潜
ん
で

い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
ま
す
（
14
）
。
そ
れ
は
、「
い
つ
か
、
ま
た

と
な
い
瞬
間
に
お
い
て
の
み
そ
の
優
美
を
湛
え
て
輝
き
現
れ
」
る
と
い
う

「
こ
と
」
の
魅
了
を
捉
え
得
た
こ
と
・
ば
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
し
て
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世
に
留
ま
り
、
流
れ
出
て
広
く
人
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
と

い
う
問
い
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
日
本
文
藝
の
「
特
殊
性
」
、
た
だ
し
本

質
的
特
殊
性
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
構
造
的
特
殊
性
に
、
深
く
関
わ
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

二
、
掛
け
詞
に
見
る
実
存
と
言
葉
の
邂
逅

「
日
本
詩
の
押
韻
」
は
そ
の
主
題
の
独
自
性
と
記
述
の
綿
密
さ
に
お
い

て
、
九
鬼
の
著
作
の
中
で
も
と
り
わ
け
異
彩
を
放
っ
て
い
ま
す
が
、
し
か

し
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
単
な
る
余
技
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、
自
ら
の
形

而
上
学
的
な
主
要
テ
ー
マ
す
な
わ
ち
「
偶
然
性
の
問
題
」
に
直
接
繋
が
る

シ
ャ
ン
ス

仕
事
で
し
た
。
「
ポ
オ
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ィ
は
詩
は
『
言
語
の
運
の
純
粋
な

体
系
』（PaulValéry,Variété,21

e
éd.,p.159

）
で
あ
る
と
云
ひ
、
ま

た
韻
律
の
有
す
る
『
哲
学
的
の
美
』（ibid.P.67.

）
を
説
い
て
ゐ
る
。
彼

が
「
純
粋
」
で
あ
る
と
い
ひ
「
哲
学
的
」
と
い
ふ
の
は
言
語
の
偶
然
的
関

係
に
基
づ
く
構
成
的
遊
戯
を
さ
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
い
は
ゆ
る
偶
然
に

対
し
て
一
種
の
哲
学
的
驚
異
を
感
じ
得
な
い
者
は
、
押
韻
の
美
を
味
得
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。
浮
世
の
恋
の
不
思
議
な
運
命
に
前
世
で

一
体
で
あ
っ
た
姿
を
想
像
し
よ
う
と
す
る
形
而
上
的
要
求
に
理
解
を
有
た

な
い
者
は
、
押
韻
の
本
質
を
、
そ
の
深
み
に
於
て
、
会
得
す
る
こ
と
は
出

来
な
い
と
云
つ
て
も
よ
い
。
押
韻
の
遊
戯
は
詩
を
自
由
芸
術
の
自
由
性
に

ま
で
高
め
る
と
共
に
、
人
間
存
在
の
実
存
性
を
言
語
に
付
与
し
、
邂
逅
の

瞬
間
に
お
い
て
離
接
肢
の
多
義
性
に
一
義
性
的
決
定
を
齎
す
も
の
で
あ

る
」（
15
）
。

こ
う
し
て
九
鬼
は
「
押
韻
の
採
用
を
日
本
語
に
と
つ
て
不
可
能
だ
と
断

定
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
」
と
言
い
、
そ
の
可
能
性
の
傍
証
と
し
て
「
音

韻
上
の
関
係
が
古
来
日
本
の
詩
歌
に
あ
つ
て
極
め
て
重
要
視
さ
れ
て
ゐ
る

事
実
」
を
指
摘
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
第
一
に
頭
韻
、
続
い
て
掛
詞
と
い

う
現
象
を
挙
げ
て
こ
う
続
け
ま
す
。「
掛
詞
は
同
音
異
義
の
語
を
使
用
し

て
一
語
に
両
様
の
意
味
を
も
た
せ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
韻
の
応
和
が

一
音
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
は

ち
、
与
へ
ら
れ
た
一
つ
の
音
を
二
つ
の
言
葉
の
音
韻
上
の
関
係
に
分
解
し

て
意
識
す
る
と
こ
ろ
に
、
韻
と
し
て
の
意
義
が
存
し
て
ゐ
る
。
掛
詞
と
し

て
用
ひ
ら
れ
る
語
が
独
立
し
た
韻
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
が
あ
る

の
は
、
掛
詞
の
本
質
を
開
明
し
て
い
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
掛
詞
は
謂
は
ば

止
揚
さ
れ
た
韻
で
あ
る
」（
16
）
。
そ
う
し
て
、
例
と
し
て
引
か
れ
る
の
が
在

原
行
平
の
歌
「
立
別
れ
い
な
ば
の
山
の
嶺
に
生
ふ
る
ま�

つ�

（
松
、
待
）
と

し
聞
か
ば
い
ま
帰
り
こ
む
」
で
す
。

た
だ
し
こ
の
歌
に
は
、
九
鬼
が
触
れ
て
い
な
い
或
る
重
要
な
要
素
が
さ

ら
に
控
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
因
幡
（
稲
羽
）」
と
「
往
な
ば
」
も
ま

た
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
体
の

背
景
と
し
て
、
作
者
は
斉
衡
二
（
八
五
五
）
年
に
因
幡
守
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
史
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
お
り
（
17
）
、
こ
の
歌
は
、
赴
任
先
へ
の

旅
立
ち
に
際
し
て
都
に
残
る
近
し
い
人
へ
詠
み
贈
ら
れ
た
も
の
と
見
て
間

九三
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違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
独
立
し
た
意
味
が
音
韻

上
の
偶
然
的
な
一
致
を
介
し
て
遭
遇
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も

こ
の
遭
遇
自
体
が
、
現
実
の
生
に
お
け
る
偶
然
性
に
照
応
し
て
い
る
の
で

す
。
あ
る
い
は
、
初
句
と
下
の
句
で
述
べ
ら
れ
る
一
般
的
な
羇
旅
の
情
と
、

そ
の
行
先
と
し
て
多
数
あ
り
う
る
「
離
接
肢
」
が
「
偶
然
」
因
幡
に
定
ま
っ

た
と
い
う
今
の
個
別
的
状
況
と
の
間
の
う�

ち�

あ�

い�

を
、
言
葉
に
お
け
る
音

響
的
な
応�

和�

に
う
つ
し
取
り
、
実
存
上
の
偶
然
を
能
動
的
に
反
復
し
つ
つ

引
き
受
け
直
し
て
い
る
、
と
も
言
え
ま
す
。
掛
詞
（
お
よ
び
序
詞
）
に
は
、

し
ば
し
ば
こ
う
し
た
働
き
が
託
さ
れ
る
の
で
す
。

同
じ
く
小
倉
百
人
一
首
に
も
採
ら
れ
て
著
名
な
「
大
江
山
い
く
野
の
道

の
遠
け
れ
ば
ま
だ
ふ
み
も
み
ず
天
の
橋
立
」
は
、「
生
野
／
行
く
野
」
と

「
踏
み
／
文
」
が
掛
詞
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、『
金
葉
集
』
に
よ
る
と
こ
の

歌
は
、
母
の
和
泉
式
部
が
夫
と
共
に
丹
後
へ
下
っ
て
い
た
折
に
都
の
歌
合

へ
出
る
こ
と
に
な
っ
た
小
式
部
内
侍
が
、
藤
原
定
頼
に
「
歌
は
ど
う
し
ま

す
、
丹
後
に
は
も
う
使
い
を
遣
り
ま
し
た
か
」
と
か
ら
か
わ
れ
た
際
、
相

手
を
引
き
留
め
そ
の
場
で
詠
ん
だ
も
の
と
さ
れ
ま
す
。
天
橋
立
で
名
高
い

丹
後
へ
向
か
う
に
は
大
江
山
の
麓
と
生
野
を
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

遠
す
ぎ
て
そ
ん
な
道
は
ま
だ
踏
ん
で
み
た
こ
と
も
な
く
、
も
ち
ろ
ん
文
も

見
て
ま
せ
ん
、
と
い
う
わ
け
で
、
公
任
の
子
定
頼
は
返
し
も
よ
め
ず
に
退

散
し
た
と
い
い
ま
す
。
「
詩
を
自
由
芸
術
の
自
由
性
に
ま
で
高
め
る
と
共

に
、
人
間
存
在
の
実
存
性
を
言
語
に
付
与
し
、
邂
逅
の
瞬
間
に
お
い
て
離

接
肢
の
多
義
性
に
一
義
性
的
決
定
を
齎
す
」
と
い
う
九
鬼
の
言
葉
は
、
ま

さ
に
こ
う
し
た
「
遊
戯
」
の
的
確
な
分
析
・
解
釈
と
し
て
読
む
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
。
日
本
語
は
早
く
か
ら
、
九
鬼
が
追
及
し
た
も
の
を
既
に

或
る
仕
方
で
実
現
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
狭
義
の
押
韻

と
は
ま
た
別
の
言
語
的
現
象
を
通
し
て
で
し
た
。
そ
し
て
こ
の
点
に
関
し

て
興
味
深
い
の
が
、
次
の
箇
所
で
す
。「
短
歌
や
俳
句
は
日
本
人
の
詩
的

要
求
を
完
全
に
充
た
し
て
余
す
と
こ
と
が
な
い
か
と
い
ふ
に
、
さ
う
は
言

へ
な
い
。
余
り
に
短
か
い
た
め
に
十
分
の
内
容
を
盛
り
得
な
い
う
ら
み
が

あ
り
、
連
作
の
手
法
に
よ
つ
て
も
そ
の
欠
点
を
補
ひ
得
な
い
場
合
が
あ
る
。

そ
こ
に
日
本
詩
の
領
域
が
お
の
づ
か
ら
開
か
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
今

日
の
日
本
詩
の
大
体
と
し
て
の
行
き
方
は
詩
的
情
操
に
十
分
の
満
足
を
与

へ
得
る
で
あ
ら
う
か
。
私
は
そ
れ
を
疑
は
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
い
」（
18
）
。

こ
こ
で
も
ま
た
、
九
鬼
の
言
葉
は
一
面
に
お
い
て
非
常
に
鋭
い
と
言
え

ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
自
身
も
ま
た
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
短
歌
や
俳

句
の
短
所
を
補
っ
て
「
詩
的
要
求
」
を
充
た
そ
う
と
様
々
な
ス
タ
イ
ル
を

生
み
出
し
て
来
た
日
本
文
学
の
歴
史
を
、
少
し
忘
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
勅
撰
や
私
撰
の
和
歌
集
は
ど
れ
も
題
や
詞
書

あ
る
い
は
左
注
な
ど
の
長
短
様
々
な
「
パ
レ
ル
ゴ
ン
」
に
よ
っ
て
歌
を
支

え
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
作
品
に
と
っ
て
決
定
的
で
す
。

阿
倍
仲
麻
呂
「
あ
ま
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で

し
月
か
も
」
に
「
も
ろ
こ
し
に
て
月
を
見
て
よ
み
け
る
」
の
詞
が
不
可
欠

で
あ
る
よ
う
に
（
実
の
と
こ
ろ
、
九
鬼
自
身
の
「
短
歌
ノ
ー
ト
」
に
も
詞

書
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
ま
す
）。
芭
蕉
の
俳
諧
が
そ
の
極
み
に
達
し
た
の

九四
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も
、
紀
行
文
と
い
う
形
式
の
も
と
に
お
い
て
の
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、
こ

う
し
た
作
歌
状
況
の
提
示
と
は
云
わ
ば
反
対
に
、
孤
立
し
て
伝
え
ら
れ
て

来
た
歌
が
後
か
ら
詠
み
手
の
実
存
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
招
き
寄
せ
る
、
と

い
う
こ
と
も
頻
繁
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
の
際
に
細
部

の
供
給
源
と
し
て
打
っ
て
付
け
な
の
が
、
ま
さ
に
掛
詞
や
序
詞
な
の
で

す
。
例
え
ば
、
『
古
今
集
』
巻
一
八
に
あ
る
読
み
人
も
題
も
記
さ
れ
て
い

な
い
歌
か
ら
は
、
『
大
和
物
語
』
第
一
五
四
段
の
よ
う
な
も
の
が
生
じ
ま

し
た
（
19
）
。

こ
う
し
た
歌
物
語
の
典
型
に
し
て
頂
点
を
成
す
の
は
も
ち
ろ
ん
『
伊
勢

物
語
』
で
あ
る
わ
け
で
す
が
（
20
）
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
に
挙
げ
た
『
現

代
思
想
』
の
稿
で
或
る
程
度
論
じ
ま
し
た
の
で
、
今
回
は
さ
ら
に
遡
っ
て
、

『
万
葉
集
』
巻
二
に
見
え
る
一
連
の
相
聞
歌
（
一
二
六
～
一
二
八
番
）
と

そ
の
長
い
注
釈
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
「
い
き
」
や

「
風
流
」（
21
）
の
源
泉
に
最
も
近
い
言
葉
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

三
、「
み
や
び
」
と
歌
と
物
語
と

い
し
か
は
の
い
ら
つ
め

お
ほ
と
も
の
す
く
ね
た
ぬ
し

石
川
女
郎
、
大
伴
宿
禰
田
主
に
贈
る
歌
一
首

や

ど

遊
士
と
わ
れ
は
聞
け
る
を
屋
戸
か
さ
ず
わ
れ
を
還
せ
り
お
そ
の
風
流
士

あ
ざ
な

大
伴
田
主
は
字
を
仲
郎
と
い
ふ
。
容
姿
佳
艶
に
し
て
風
流
秀
絶
た
り
。

見
る
人
聞
く
者
歎
息
せ
ざ
る
こ
と
な
し
。
時
に
石
川
女
郎
と
い
へ
ふ

み
づ
か

そ
う
せ
い

つ
ね

も
の
有
り
。

自
ら
雙
栖
の
感
を
成
し
て
、
恒
に
獨
守
の
難
き
を
悲

こ
こ
ろ

お
も

し
ぶ
。
意
を
書
に
寄
せ
む
と
欲
ひ
て
未
だ
良
信
に
逢
は
ず
。
こ
こ

た
ば
か
り

な

お
み
な

お
の

な

べ

ひ
き
さ

ね
や

に
方
便
を
作
し
て
賎
し
き
嫗
に
似
せ
て
己
れ
堝
子
を
提
げ
て
寝
の

か
た
は
ら

か
う
お
ん
ち
ゃ
く
そ
く

と
ぶ
ら

側

に
到
り
て
、
哽
音

蹢
足
し
て
戸
を
叩
き
諮
ひ
て
曰
は
く
、
東
隣

ま
さ

の
貧
女
将
に
火
を
取
ら
む
と
し
て
来
れ
り
と
い
へ
り
。
こ
こ
に
仲
郎

う
ち

し

お
も
ひ
の
ほ
か

ま
じ
は
り

た

暗
き
裏
に
冒
隠
の
形
を
識
ら
ず
。

慮

外
に
拘
接
の
計
り
ご
と
に
堪

お
も

へ
ず
。
念
ひ
の
ま
に
ま
に
火
を
取
り
、
路
に
就
き
て
歸
り
去
り
ぬ
。

は

ち
ぎ
り

明
け
て
後
、
女
郎
す
で
に
自
媒
の
愧
づ
べ
き
を
恥
ぢ
、
ま
た
心
の
契

た
は
ぶ
れ

の
果
さ
ざ
る
を
恨
み
む
。
因
り
て
こ
の
歌
を
作
り
て
諺
戯
を
贈
る
。

こ
た

大
伴
宿
祢
田
主
、
報
へ
贈
る
歌
一
首

か
へ

遊
士
に
わ
れ
は
あ
り
け
り
屋
戸
か
さ
ず
還
し
し
わ
れ
ぞ
風
流
士
に
は
あ
る

同
じ
石
川
女
郎
の
更
に
大
伴
田
主
中
郎
に
贈
れ
る
歌
一
首

あ
し

ひ

つ
と

わ
が
聞
き
し
耳
に
好
く
似
る
葦
の
う
れ
の
足
痛
く
わ
が
背
勤
め
た
ぶ
べ
し

や
ま
ひ

と

ぶ

ら

右
、
中
郎
の
足
の
疾
に
依
り
て
、
こ
の
歌
を
贈
り
て
問
訊
ふ
そ
（
22
）
。

平
安
期
の
典
型
と
は
違
っ
て
「
地
」
は
漢
文
と
な
り
ま
す
が
（
も
ち
ろ
ん

こ
こ
で
は
訓
み
下
し
て
あ
り
ま
す
）、『
万
葉
集
』
中
で
も
異
例
の
長
さ
と

な
る
こ
の
一
節
は
、
実
質
的
に
歌
物
語
を
成
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で

し
ょ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、「
遊
士
」
と
「
風
流
士
」
の

訓
み
で
す
が
、
こ
れ
ら
が
漢
籍
に
由
来
す
る
こ
と
、
お
よ
び
歌
の
意
味
か

ら
も
調
子
か
ら
見
て
も
同
一
の
音
で
あ
る
こ
と
、
に
異
論
は
な
い
よ
う
で

九五
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す
。
江
戸
時
代
前
期
の
契
沖
あ
た
り
ま
で
の
訓
は
「
た
は
れ
を
」
だ
っ
た

の
で
す
が
、
荷
田
春
満
が
「
み
や
び
と
」
と
し
、
賀
茂
真
淵
も
こ
れ
に
倣

い
ま
し
た
。
そ
こ
で
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
た
の
は
、
巻
六
の
歌
「
海
原
の

遠
き
渡
り
を
遊
士
の
遊
ぶ
を
見
む
と
な
づ
さ
ひ
ぞ
越
し
」
と
そ
の
注
に
あ

る
「
蓬
莱
仙
媛
所
化
嚢
蘰
、
為
風
流
秀
才
之
士
矣
」
云
々
と
い
う
箇
所
で
、

「
た
は
れ
を
」
で
は
風
格
に
合
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
そ

し
て
さ
ら
に
本
居
宣
長
な
ど
が
、「
を
と
め
ら
」
と
対
比
的
な
「
遊
士
」
の

用
法
を
重
視
し
て
「
み
や
び
を�

」
を
提
唱
（
あ
る
い
は
「
発
明
」）
し
、

以
後
そ
れ
が
通
説
と
な
り
ま
し
た
（
23
）
。

そ
の
上
で
、
私
た
ち
が
非
常
に
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
後
に
九
鬼
が
「
い

き
」
を
解
釈
し
て
取
り
出
し
た
構
造
の
骨
格
が
、
こ
こ
で
既
に
高
度
な
表

現
を
得
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
先
ず
（〈
み
や
び
〉
で
あ
る
と
さ
れ
る
）

一
つ
の
大
和
言
葉
に
「
遊
」
と
「
風
流
」
と
い
う
二
つ
の
漢
字
語
が
当
て

ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
が
既
に
、
こ
の
言
葉
が
は
ら
む
内
的
な
緊
張
を

明
確
に
示
唆
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
二
元
的
緊
張
が
さ
ら
に
、
歌
の

行
き
来
を
通
じ
て
ま
た
改
め
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
女
郎
の
側

は
、
賤
し
さ
に
隠
さ
れ
た
「
媚
態
」
へ
の
鋭
い
感
覚
と
あ
ら
ゆ
る
機
会
を

生
か
し
て
遊
ぶ
積
極
性
を
〈
み
や
び
〉
と
見
て
、
そ
れ
が
裏
切
ら
れ
た
こ

な
じ

と
を
詰
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
田
主
の
方
は
、
戯
れ
を
真
に
受
け
て
「
拘

接
」
を
現
実
化
す
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
（
本
来
は
気
づ
か
な
い
ふ
り

を
し
て
）（
24
）
可
能
性
を
可
能
性
と
し
て
終
始
さ
せ
る
風
の
流
れ
の
よ
う
な

「
諦
め
」
こ
そ
が
〈
み
や
び
〉
な
の
だ
、
と
返
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
す

る
と
こ
れ
を
受
け
た
女
郎
は
さ
ら
に
も
う
一
度
、「
熟
れ
た
葦
み
た
い
な

そ
の
足
を
精
々
お
大
事
に
」
と
い
う
揶
揄
い
の
歌
を
贈
っ
て
、
最
後
の

「
意
気
地
」
を
見
せ
る
。

そ
し
て
同
じ
く
極
め
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
意
気
地
の
発
揮
が
、
そ
の

と
き
た
ま
た
ま
相
手
が
患
っ
て
い
た
足
の
疾
を
巧
く
と
ら
え
て
「
葦
」
と

「
足
」
の
（
頭
）
韻
を
伴
う
序
詞
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
為
さ
れ
て

い
る
、
と
い
う
事
実
で
す
。
こ
う
し
た
現
象
を
九
鬼
は
的
確
に
分
析
し
て

い
ま
し
た
。「
実
存
的
意
義
の
小
さ
い
偶
然
に
対
し
て
は
主
体
は
相
対
的

に
大
き
い
も
の
と
し
て
神
的
叡
智
の
可
笑
味
を
感
じ
、
実
存
的
意
義
の
大

き
い
偶
然
に
対
し
て
は
主
体
は
相
対
的
に
小
さ
い
も
の
と
な
っ
て
人
間
感

情
と
し
て
の
驚
異
を
感
ず
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
駄
洒
落
の
可
笑
味
の
如

き
も
の
も
、
実
存
的
意
義
の
極
め
て
小
さ
い
理
由
的
積
極
的
偶
然
に
対
す

る
叡
智
の
笑
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（
25
）
。
実
存
的
意
義
と
主
体
の
大
小
を
才

知
に
よ
っ
て
能
動
的
に
逆
転
さ
せ
て
偶
然
の
暴
威
を
耐
え
う
る
も
の
と
化

す
こ
と
は
、
歌
の
み
な
ら
ず
創
作
一
般
の
典
型
的
機
能
の
一
つ
で
あ
る
こ

と
は
確
か
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
つ
ど
一
度
き
り
の
「
ま
た
と
な
い
瞬
間
」
に
輝
く

〈
こ
と
〉
と
出
逢
う
た
び
に
、
凡
庸
な
一
般
性
を
遠
ざ
け
て
自
ら
の
実
存

に
固
有
な
仕
方
で
振
る
舞
う
こ
と
こ
そ
が
〈
み
や
び
〉
な
の
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
は
歴
史
的
・
社
会
的
な
諸
条
件
の
違
い
に
よ
っ
て
〈
数
寄
〉
や

〈
い
き
〉
な
ど
へ
も
派
生
し
た
わ
け
で
す
（
26
）
。
し
か
し
そ
の
一
回
的
単
独

性
の
有
り
様
は
、
一
般
的
な
概
念
を
用
い
た
理
論
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
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て
は
も
は
や
捉
え
る
こ
と
も
伝
達
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
九

鬼
自
身
も
痛
感
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
し
た
。

「
媚
態
」
と
い
い
、「
意
気
地
」
と
い
い
、「
諦
め
」
と
い
い
、
こ
れ

ら
の
概
念
は
「
い
き
」
の
部
分
で
は
な
く
て
契
機
に
過
ぎ
な
い
。
そ

れ
故
に
概
念
的
契
機
の
集
合
と
し
て
の
「
い
き
」
と
、
意
味
体
験
と

し
て
の
「
い
き
」
と
の
間
に
は
、
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
間
隙
が

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
い
き
」
の
論
理
的
言
表
の
潜
勢
性
と
現
勢

性
と
の
間
に
は
截
然
た
る
区
別
が
あ
る
（
27
）
。

ま
さ
し
く
そ
の
通
り
な
の
で
す
が
、
た
だ
「
概
念
的
契
機
の
集
合
」
と

「
意
味
体
験
」
と
の
中
間
地
帯
に
は
、
な
お
も
別
の
何
か
が
あ
り
得
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
「
歌
」
や
「
物
語
的
な
も
の
」
は
、
ま

さ
に
そ
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存

在
と
時
間
』
の
冒
頭
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
ソ
ピ
ス
テ
ー
ス
』
を
引
き
つ
つ

「
存
在
問
題
の
理
解
に
お
け
る
最
初
の
哲
学
的
歩
み
は
、「
い
か
な
る
お
話

〔G
eshichte,μύθος

〕
も
語
ら
な
い
こ
と
」
に
あ
る
」（
28
）
と
書
い
て
い
ま

し
た
が
、
こ
の
著
作
が
結
局
は
未
完
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
単

独
的
な
実
存
の
分
析
と
存
在
一
般
の
意
味
の
理
解
と
の
間
に
は
や
は
り
一

つ
の
深
淵
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
渡
ろ
う
と
す
る
と
何

ら
か
の
「
物
語
」
の
よ
う
な
も
の
が
呼
び
出
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の

で
は
い
か
、
と
い
っ
た
疑
問
も
生
じ
て
き
ま
す
。
強
固
な
自
己
同
一
性
を

持
つ
概
念
で
は
な
く
、
幅
の
あ
る
典
型
と
の
、
い
わ
ば
家
族
的
類
似
性
を

介
し
た
伝
達
や
共
有
で
す
。
九
鬼
自
身
、「
わ
く
ら
葉
の
も
の
の
「
は
ず

み
」
を
か
た
く
な
の
論
理
に
問
ひ
て
一
巻
を
な
す
」
の
歌
を
詠
み
、
そ
し

て
そ
れ
に
「『
偶
然
性
の
問
題
』
を
著
し
て
」
の
詞
を
書
き
添
え
た
と

き
（
29
）
、
こ
の
方
向
に
一
歩
踏
み
出
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
般
に
近
現
代
の
短
歌
は
（
あ
る
い
は
俳
句
も
）、

三
一
文
字
（
一
七
文
字
）
で
の
自
立
を
強
く
志
向
し
た
た
め
に
詳
細
な
詞

書
や
物
語
文
と
は
縁
遠
く
な
り
、「
詩
的
情
操
に
十
分
の
満
足
を
与
へ
得

る
」
こ
と
が
時
に
難
し
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
近
代
化
・
西
洋
化
の
過
程
で
「
ジ
ャ
ン
ル
の
形
式
性
」
や

「
純
粋
藝
術
」
と
い
っ
た
観
念
を
受
容
し
ま
た
そ
れ
に
適
応
し
て
行
く
こ

と
は
、
一
つ
の
不
可
避
な
過
程
で
あ
っ
た
に
は
違
い
な
い
の
で
す
が
（
ま

た
、
歌
の
孤
立
と
貧
困
は
和
歌
が
制
度
化
・
権
威
主
義
化
し
た
中
世
に
お

い
て
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
打
破
し

た
の
が
連
歌
や
俳
諧
だ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
同
じ
経
緯
が

繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
）。
そ
し
て
九
鬼
は
、「
新
萬
葉
集

巻
二
の
感
想
」
と
し
て
の
「
藝
術
と
生
活
の
融
合
」
の
中
で
、
ま
た
し
て

も
極
め
て
興
味
深
い
感
慨
を
漏
ら
し
て
い
ま
す
。

恋
愛
�性
欲
連
関
の
中
枢
的
存
在
は
昔
も
今
も
変
わ
り
は
な
い
。
萬

葉
時
代
の
優
れ
た
相
聞
歌
は
今
日
で
も
溌
剌
と
し
て
我
々
の
胸
に
響

く
。
た
だ
新
萬
葉
集
を
繙
く
者
に
は
、
恋
愛
�性
欲
連
関
の
末
梢
的
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諸
尖
端
が
、
現
代
に
於
て
如
何
な
る
具
体
的
様
態
を
示
し
て
い
る
か

を
知
り
得
な
い
と
い
う
憾
み
は
あ
る
（
30
）
。

先
の
引
用
で
も
見
た
通
り
（
31
）
、「
尖
端
」
は
偶
然
と
そ
の
瞬
間
的
な
在
り

方
の
表
現
と
し
て
九
鬼
が
し
ば
し
ば
用
い
る
も
の
で
す
。
思
う
に
、
短
歌

や
俳
句
と
い
っ
た
短
詩
は

そ
し
て
〈
こ
と
ば
〉
一
般
が
元
来

偶

然
性
の
尖
端
を
描
写
し
た
り
表
象
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
よ
り
も
前
に
、

そ
れ
ら
自
身
が
、
単
独
的
な
偶
然
性
の
「
末
梢
的
尖
端
」
で
生
じ
る
、
こ

の
尖
端
そ
の
も
の
の
形
象
化
あ
る
い
は
痕
跡
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
〈
こ
と
〉
の
尖
端
の
在
り
処
を
知
ら
せ
る
た
め

に
し
ば
し
ば
、
外
側
の
言
葉
に
よ
る
指
示
や
下
地
が
必
要
と
さ
れ
て
き
た

わ
け
で
す
。

そ
し
て
ま
た
『
萬
葉
集
』
か
ら
の
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
当
初
こ
の
背

景
や
枠
組
み
を
成
し
て
い
た
の
は
漢
語
で
し
た
。
つ
ま
り
日
本
の
文
藝
自

体
が
そ
も
そ
も
、
移
ろ
い
や
す
い
列
島
の
語
り
言
葉
と
大
陸
の
荘
厳
な
文

字
シ
ス
テ
ム
と
の
衝
撃
的
な
出
逢
い
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
し

て
こ
の
偶
然
的
な
二
元
性
が
、
歌
物
語
と
い
う
世
界
的
に
見
て
も
独
特
な

文
藝
形
式
が
生
ま
れ
る
一
つ
の
要
因
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。
言
う
ま
で
も
な
く
一
回
的
で
単
独
的
な
〈
こ
と
〉
は
、
何
も
両
性
間

の
関
係
に
お
い
て
の
み
生
起
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
そ
の
他

の
人
間
関
係
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
生
き
物
や
物
質
と
触
れ
合
う
尖
端

に
お
い
て
も
日
々
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

四
、
言
葉
の
行
方
を
つ
か
さ
ど
る
歴
史
的
偶
然

そ
れ
に
し
て
も
、
石
川
女
郎
と
大
伴
田
主
の
双
方
に
と
っ
て
必
ず
し
も

誉
れ
と
は
言
え
な
さ
そ
う
な
、
あ
れ
ら
一
連
の
遣
り
取
り
が
な
ぜ
、
ど
の

よ
う
に
し
て
記
録
さ
れ
、
伝
播
し
、
書
物
の
一
角
と
し
て
定
着
す
る
に

至
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
実
に
不
思
議
で
ま
た
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。

そ
し
て
こ
れ
は
、
と
り
わ
け
古
今
集
以
前
の
歌
の
多
く
に
関
し
て
も
生
じ

る
疑
問
で
あ
り
、
私
た
ち
の
生
き
る
現
代
に
も
直
結
す
る
テ
ー
マ
で
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
ご
く
単
純
に
言
っ
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
著
作
権
の
問
題

で
す
（
無
論
、
左
注
は
多
分
に
創
作
が
混
じ
っ
た
後
付
け
で
あ
る
可
能
性

も
大
い
に
あ
り
ま
す
が
、
だ
と
し
て
も
今
度
は
、
素
材
と
な
っ
た
元
歌
は

ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
仮
託
さ
れ
る
の
が
な
ぜ
こ
の
特

定
の
二
人
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
が
残
り
ま
す
）。

一
回
的
で
偶
然
的
な
〈
こ
と
〉
が
輝
い
て
そ
こ
か
ら
〈
こ
と
・
ば
〉
が

生
い
育
つ
よ
う
な
局
面
は
、
た
と
え
性
愛
を
巡
る
も
の
で
は
な
く
と
も

他
の
中
核
と
し
て
例
え
ば
死
が
あ
る
で
し
ょ
う

や
は
り
、
至
っ

て
私
的
な
領
域
に
属
す
場
合
が
多
い
こ
と
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
ま
す
（
32
）
。

情
報
シ
ス
テ
ム
が
高
度
に
発
達
し
た
現
在
、
そ
う
し
た
密
や
か
な
〈
こ
と
〉

の
〈
は
〉
が
様
々
な
媒
体
に
記
録
や
痕
跡
を
残
す
機
会
は
む
し
ろ
増
え
て

い
る
は
ず
で
す
が
、
そ
れ
ら
が
公
共
的
な
場
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
基

本
的
に
防
止
さ
れ
る
べ
き
事
態
で
あ
り
、
実
際
に
多
く
の
技
術
的
・
制
度
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的
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
（
33
）
。

そ
も
そ
も
、
日
本
文
化
の
基
幹
を
な
す
和
歌
で
す
ら
、
一
時
は
「
い
ろ

ご
の
み
の
い
へ
に
む
も
れ
ぎ
の
人
し
れ
ぬ
こ
と
ゝ
な
り
て
、
ま
め
な
る
と

こ
ろ
に
は
は
な
す
す
き
ほ
に
い
だ
す
べ
き
事
に
も
あ
ら
ず
」（
34
）
と
い
っ
た

状
態
に
ま
で
陥
っ
て
い
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
発
掘
に
お
い

て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
「
実
録
」
の
装
い
を
持
っ
た
歌
物

語
た
ち
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
典
型
が
盛
行
し
た
の

は
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
（
西
暦
で
九
〇
〇
年
頃
）
を
ピ
ー
ク
と
す
る
前

後
百
年
間
程
度
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
神
話
・
伝
説
へ
、
以
後
は
作
り
物

語
へ
と
溶
け
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
文
字
の
普
及
度
合
い
や
、

家
族
・
氏
族
制
度
を
核
と
し
た
公
私
に
渡
る
「
権
力
」
の
布
置
と
い
っ
た
、

シ
ス
テ
ム
全
体
の
構
造
的
な
変
化
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
つ
ま
り
「
偶
然
性
の
問
題
」
は
、
哲
学
・
形
而
上
学
や
文
学
だ
け

で
な
く
、
さ
ら
に
歴
史
学
や
社
会
科
学
と
い
っ
た
領
域
を
も
巻
き
込
ん
で

行
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
「
偶
然
を
成
立
せ
し
め
る
二
元
的
相
対
性

は
到
る
と
こ
ろ
に
間
主
体
性
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
根
源
的
社
会
性

を
構
成
す
る
。
間
主
体
的
社
会
性
に
於
け
る
汝
を
実
存
す
る
我
の
具
体
的

同
一
性
へ
と
同
化
し
内
面
化
す
る
と
こ
ろ
に
、
理
論
に
お
け
る
判
断
の
意

味
も
あ
つ
た
や
う
に
、
実
践
に
於
け
る
行
為
の
意
味
も
存
す
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」（
35
）
。

も
ち
ろ
ん
、
今
日
の
「
ま
た
と
な
い
瞬
間
に
お
い
て
」
生
起
す
る
「
優

美
の
晴
ら
せ
る
言
づ
て
」
が
伝
統
的
な
韻
律
を
持
つ
必
然
性
は
ま
っ
た
く

あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
詩
」
で
あ
る
必
要
も
な
い
で
し
ょ

う
。
全
て
は
、
そ
の
時
「
そ
の
人
間
が
ど
こ
か
ら
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る

の
か
、
そ
こ
か
ら
定
ま
る
」（
36
）
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
い
ず
れ
に

せ
よ
、
そ
れ
ら
の
言
葉
が
単
に
そ
の
つ
ど
現
れ
て
は
消
え
て
行
く
だ
け
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
共
同
存
在
の
新
た
な
可
能
性
を
切
り
拓
く
こ
と
は
い

つ
ま
で
経
っ
て
も
不
可
能
な
ま
ま
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
状
況
が
乗
り
越

え
ら
れ
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
あ
り
う
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
は
っ

か

き
り
し
な
い
今
は
た
だ
、
九
鬼
と
共
に
ま
さ
し
く
偶
然
性
に
掛
／
賭
け
る

し
か
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

不
可
能
に
近
い
極
微
の
可
能
性
が
偶
然
性
に
於
て
現
実
と
な
り
、
偶

然
性
と
し
て
堅
く
掴
ま
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
可
能
性
を
生
み
、
更
に

可
能
性
が
必
然
性
へ
発
展
す
る
と
こ
ろ
に
運
命
と
し
て
の
仏
の
本
願

も
あ
れ
ば
人
間
の
救
い
も
あ
る
。
無
を
う
ち
に
蔵
し
て
滅
亡
の
運
命

を
有
す
る
偶
然
性
に
永
遠
の
運
命
の
意
味
を
付
与
す
る
に
は
、
未
来

に
よ
つ
て
瞬
間
を
生
か
し
む
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
未
来
的
な
る
可

能
性
に
よ
つ
て
現
在
的
な
る
偶
然
性
の
意
味
を
奔
騰
さ
せ
る
よ
り
ほ

か
に
な
い
（
37
）
。

註（
１
）
串
田
純
一
「
偶
然
の
し
る
し
に
知
る
は
必
然
か

九
鬼
周
造
と
在
五
中

九九
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将
」
『
現
代
思
想
』
総
特
集
・
九
鬼
周
造
、
二
〇
一
七
年
、
青
土
社
、
一
八

〇
―
一
九
七
頁
。

（
２
）H

eidegger,U
nterw

egs
zur
Sprache,

G
esam

tausgabe,
B
d.
12,
S.79

�

146

高
田
珠
樹
訳
『
言
葉
に
つ
い
て
の
対
話
』、
平
凡
社
、
二
〇
〇
三
年
。

引
用
は
こ
の
翻
訳
に
従
う
。
た
だ
し
原
文
の
強
調
は
見
や
す
さ
の
た
め
太
字

か
ら
下
線
へ
変
更
。

（
３
）
手
塚
と
の
実
際
の
遣
り
取
り
に
つ
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
選
集
第
二
一
巻

『
こ
と
ば
に
つ
い
て
の
対
話
』
（
理
想
社
、
一
九
六
八
年
）
に
添
え
ら
れ
た
訳

者
手
塚
に
よ
る
解
説
と
訪
問
記
「
三
つ
の
答
え
」
お
よ
び
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と

の
一
時
間
」
を
参
照
。
例
え
ば
、
『
対
話
』
の
〈
日
本
人
〉
は
「
京
都
大
学

で
九
鬼
氏
の
演
習
を
受
け
た
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、「
個
人
的
な
こ
と

に
つ
い
て
は
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
若
干
の
こ
と
わ
り
を
し
て
お
く
方
が
良

い
と
思
わ
れ
る
」
と
言
う
手
塚
の
方
は
「
九
鬼
氏
と
の
面
識
も
な
く
、
そ
の

読
者
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
」
（
一
四
〇
―
一
四
一
頁
）
。

（
４
）
父
の
隆
一
は
官
吏
と
し
て
の
功
績
か
ら
男
爵
と
な
っ
て
い
る
が
四
男
の
周
造

に
爵
位
は
な
く
、
こ
の
対
話
が
事
実
に
関
す
る
「
正
確
性
」
に
こ
だ
わ
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
が
早
く
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

（
５
）Idid.,S.81

�82,

訳
書
、
八
―
九
頁
。

（
６
）Sein

und
Zeit,S.37.

（
７
）
九
鬼
周
造
『
「
い
き
」
の
構
造
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
〇
年
、
一
五
頁
。
た

だ
し
以
下
、
全
般
に
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

（
８
）U
nterw

egs
zur
Sprache,S.96,

訳
書
、
三
六
―
三
七
頁
。

（
９
）『「
い
き
」
の
構
造
』
、
二
八
―
三
〇
頁
。

（
10
）
九
鬼
自
身
は
、「「
い
き
」
の
核
心
的
意
味
は
、
そ
の
構
造
が
わ
が
民
族
存
在

の
自
己
開
示
と
し
て
把
握
さ
れ
た
と
き
に
、
十
全
な
る
会
得
と
理
解
と
を
得

た
の
で
あ
る
」
（
一
五
〇
頁
）
と
、
微
妙
な
言
い
方
を
し
て
い
る
が
、
問
題

な
の
は
「
い
き
」
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
そ
の
「
構
造
」
で
あ
り
、
そ
れ

は
「
内
包
的
」
で
あ
る
と
共
に
「
外
延
的
」
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
外
延

的
構
造
は
、
左
の
よ
う
に
「
意
気
・
渋
味
・
野
暮
・
甘
味
」
の
正
方
形
を
上

面
、
「
上
品
・
地
味
・
下
品
・
派
手
」
を
下
面
と
す
る
四
角
柱
で
図
式
化
さ

れ
、
そ
の
内
部
の
各
区
域
や
面
が
「
さ
び
」
や
「
雅
」
な
ど
の
様
々
な
「
趣

味
」
に
対
応
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
に
はchic

やraffiné

な
ど
西
欧
由
来
の
趣
味
ま
で
も
が
含
ま
れ
る
。

地
味

渋
味

野
暮

下
品

P

O

意
気

上
品

派
手

甘
味

（
11
）Ibid.,S.132

�133,

訳
書
、
一
一
二
―
一
一
四
頁

（
12
）Ibid.,S.134

�135,

訳
書
、
一
一
六
―
一
一
五
頁
。

（
13
）
九
鬼
周
造
『
偶
然
性
の
問
題
』、
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
、
三
一
七
―
三

一
八
頁
。

（
14
）
た
だ
し
、
九
鬼
の
「
文
藝
の
形
而
上
学
」
に
は
以
下
の
問
題
へ
の
手
掛
か
り

を
多
く
見
出
だ
せ
る
だ
ろ
う
。

（
15
）
九
鬼
周
造
「
日
本
詩
の
押
韻
」『
文
芸
論
』、
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
、
二

一〇〇
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四
四
頁
。

（
16
）
同
書
、
二
六
九
頁
。

（
17
）
『
古
今
和
歌
集
』
佐
伯
梅
友
校
注
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
一
年
、
一
〇
〇
頁

注
。

（
18
）『
文
芸
論
』
、
四
八
五
頁
。

（
19
）
日
本
古
典
文
学
大
系
九
『
竹
取
物
語

伊
勢
物
語

大
和
物
語
』、
岩
波
書
店
、

一
九
五
七
年
、
三
二
五
頁
。

（
20
）
そ
の
「
狩
の
使
」
の
段
に
は
日
本
詩
に
お
け
る
押
韻
の
最
高
峰
「
君
や
来
し

我
や
行
き
け
む
思
ほ
え
ず
夢
か
う
う
つ
か
寝
て
か
覚
め
て
か
」
が
あ
る
の
だ

が
、
残
念
な
が
ら
九
鬼
は
こ
れ
を
挙
げ
て
い
な
い
。

（
21
）
こ
の
両
者
の
関
係
は
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、「
風
流
に
関
す
る
の

一
考
察
」（
『
文
藝
論
』
、
六
一
―
八
六
頁
）
は
不
思
議
な
こ
と
に
「
い
き
」
に

は
触
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
な
る
研
究
と
補
完
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
22
）
日
本
古
典
文
學
大
系
『
萬
葉
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
、
七

七
―
七
九
頁
、
一
部
レ
イ
ア
ウ
ト
を
変
更
。
ま
た
左
注
に
つ
い
て
は
久
松
潜

一
の
解
説
を
引
い
て
お
く
。「
大
伴
田
主
は
字
を
仲
郎
と
い
っ
た
。
容
姿
が

あ
で
や
か
で
雅
び
な
態
度
が
優
れ
て
い
た
。
見
る
人
聞
く
人
は
嘆
息
し
な
い

も
の
は
な
か
っ
た
。
時
に
石
川
女
郎
と
い
う
者
が
あ
り
、
自
分
で
よ
い
結
婚

相
手
を
得
た
い
と
思
い
、
常
に
独
り
ず
み
の
難
し
い
の
を
悲
し
ん
で
い
た
。

心
に
田
主
に
書
を
寄
せ
ん
と
思
っ
て
ま
だ
よ
い
た
よ
り
に
逢
わ
な
か
っ
た
。

こ
こ
に
計
略
を
用
い
て
賤
し
い
嫗
の
姿
に
似
せ
、
自
ら
鍋
を
さ
げ
て
寝
室
の

そ
ば
に
ゆ
き
、
し
わ
が
れ
声
で
よ
ろ
よ
ろ
歩
い
て
戸
を
叩
い
て
言
う
に
は
、

東
隣
の
貧
し
い
女
が
火
を
御
借
り
し
よ
う
と
参
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
仲
郎
は

暗
い
う
ち
で
姿
を
変
え
て
い
る
の
に
気
づ
か
ず
、
思
い
の
外
に
引
き
止
め
よ

う
と
も
し
な
か
っ
た
。
思
う
通
り
に
火
を
も
ら
っ
て
、
も
と
来
た
道
に
帰
っ

て
い
っ
た
。
夜
が
明
け
て
後
に
女
郎
は
す
で
に
自
分
で
近
寄
ろ
う
と
し
た
こ

と
の
愧
ず
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
恥
じ
、
ま
た
心
に
期
し
た
こ
と
を
果
た
さ

な
か
っ
た
こ
と
を
恨
ん
だ
。
よ
っ
て
こ
の
歌
を
作
っ
て
贈
り
、
か
ら
か
っ
た

と
い
う
」。『
万
葉
秀
歌
（
一
）
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
六
年
、
二
六

五
頁
。

（
23
）
鈴
木
淳
『
江
戸
の
み
や
び
』、
二
〇
一
〇
年
、
岩
波
書
店
、
第
一
章
参
照
。

う
ち

し

（
24
）
こ
の
点
、「
仲
郎
暗
き
裏
に
冒
隠
の
形
を
識
ら
ず
」
の
一
節
に
よ
っ
て
説
話

的
な
滑
稽
味
へ
傾
い
て
い
る
点
に
、
上
代
の
素
朴
さ
が
表
れ
て
い
る
と
も
言

え
る
。
中
古
期
の
円
熟
し
た
歌
物
語
で
あ
れ
ば
、
単
に
火
を
与
え
て
帰
す
行

為
の
み
を
淡
白
に
記
し
て
、
変
装
が
見
破
ら
れ
た
か
否
か
に
関
す
る
不
確
定

性
と
優
雅
さ
の
味
わ
い
を
残
す
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

（
25
）
『
偶
然
性
の
問
題
』、
二
七
五
―
二
七
六
頁
。

（
26
）
そ
の
最
も
重
要
な
核
が
『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
で

あ
る
。

（
27
）
『
「
い
き
」
の
構
造
』、
一
三
一
頁
。

（
28
）Sein

und
Zeit,S.6.

（
29
）
「
短
歌
ノ
ー
ト
」『
九
鬼
周
造
全
集
』
別
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
一

五
三
頁
。

（
30
）
九
鬼
周
造
「
藝
術
と
生
活
の
融
合
」『
文
藝
論
』、
一
二
二
頁
。
な
お
、『
日

本
大
百
科
全
書
』
に
よ
れ
ば
、『
新
萬
葉
集
』
は
一
九
三
七
年
か
ら
三
八
年

に
か
け
て
改
造
社
が
広
く
一
般
か
ら
短
歌
作
品
を
募
集
し
、
歌
壇
の
重
鎮
一

一〇一
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〇
人
が
選
者
と
な
っ
て
編
ま
れ
た
も
の
で
、「
宮
廷
編
」
と
総
索
引
を
含
め

て
全
一
一
巻
、
作
者
六
六
七
五
人
、
歌
数
二
万
六
七
八
三
首
に
及
ぶ
。
ま
た
、

後
の
一
九
七
九
年
に
も
『
昭
和
万
葉
集
』
が
作
ら
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
全

二
一
巻
、
約
五
万
首
。

（
31
）
「
偶
然
は
單
に
「
こ
の
場
所
」
に
ま
た
「
こ
の
瞬
間
」
に
尖
端
的
な
虚
弱
な

存
在
を
繋
ぐ
の
み
で
あ
る
。
」

（
32
）
九
鬼
は
先
に
引
用
し
た
一
首
に
続
け
て
「
偶
然
論
も
の
し
お
は
り
て
妻
に
い

ふ
い
の
ち
死
ぬ
と
も
悔
ひ
心
な
し
」
と
詠
ん
で
い
る
が
、
そ
の
さ
ら
に
後
の

頁
に
は
「
憎
か
ら
ず
思
へ
る
妻
に
別
れ
ぶ
み
つ
き
つ
け
ら
れ
て
さ
す
が
惑
へ

ふ
る
さ
と

り
」
、「
故
郷
も
妻
も
子
も
な
し
わ
が
骨
は
犬
の
く
は
え
て
行
く
に
ま
か
せ

ん
」
と
い
っ
た
作
が
見
え
る
。
こ
の
妻
は
縫
と
い
う
名
で
、
最
初
の
夫
九
鬼

一
造
の
死
後
に
そ
の
弟
で
あ
る
周
造
と
再
婚
し
た
の
だ
が
、
上
記
の
諸
歌
は

こ
う
し
た
二
人
の
関
係
に
お
け
る
「
末
梢
的
先
端
」
の
機
微
を
十
分
に
反
映

し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
縫
の
側
は
ど
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

（
33
）
こ
の
点
で
興
味
深
い
の
が
三
島
由
紀
夫
で
あ
る
。
彼
は
『
宴
の
あ
と
』
で
モ

デ
ル
と
し
た
人
物
か
ら
裁
判
を
起
こ
さ
れ
た
一
方
で
、
そ
の
死
後
に
三
島
の

私
信
を
引
用
し
た
小
説
『
剣
と
寒
紅
』
の
著
者
を
今
度
は
遺
族
が
訴
え
る
と

い
う
こ
と
が
あ
り
、
結
果
は
共
に
お
お
む
ね
被
告
の
敗
訴
と
な
っ
た
。
こ
の

辺
り
、
単
な
る
作
品
の
良
し
悪
し
を
超
え
て
三
島
が
戦
後
社
会
の
諸
相
を
象

徴
す
る
作
家
で
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
の
、
一
つ
の
表
れ
と
も
言
え
る
か
も

し
れ
な
い
。

（
34
）『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
。

（
35
）
『
偶
然
性
の
問
題
』、
三
二
九
頁
。

（
36
）H

eidegger,U
nterw

egs
zur
Sprache,S.135,

訳
書
、
一
三
五
頁
。
な
お
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
最
も
固
有
な
言
葉
と
は
、
言
語
そ
の
も
の
の
本
質
の

凝
集
と
し
て
私
た
ち
に
言
づ
て
ら
れ
る
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。

（
37
）
『
偶
然
性
の
問
題
』
、
三
三
〇
―
三
三
一
頁
。
こ
の
辺
り
に
関
し
て
、
博
士
論

文
の
審
査
に
当
た
っ
た
田
邊
元
が
「
偶
然
者
の
形
而
上
学
は
目
的
論
に
行
く

外
無
い
、
而
も
目
的
論
が
単
に
主
観
的
反
省
の
規
制
原
理
で
は
な
く
構
成
的

意
味
を
も
つ
に
は
道
徳
的
実
践
に
於
て
、
概
念
的
に
考
へ
ら
る
る
こ
と
な
き

普
遍
を
超
越
的
絶
対
者
と
し
て
信
憑
す
る
外
無
い
、
と
考
へ
ら
れ
」
と
書
き

送
っ
た
の
に
対
し
て
、
九
鬼
は
「
合
目
的
性
は
潜
勢
的
合
目
的
性
と
し
て
、

一
区
分
肢
が
被
区
分
概
念
に
対
し
て
有
つ
位
地
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
、
そ

の
潜
勢
的
合
目
的
性
を
現
勢
化
す
る
こ
と
が
、
偶
然
を
偶
然
と
し
て
生
か
す

こ
と
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
御
座
い
ま
す
」
と
返
し
て
い
る
（
『
九
鬼
周
造
全

集
』
月
報
一
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
一
〇
―
一
一
頁
）。

一〇二
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