
後
期
堀
文
学
の
方
向
性
に
つ
い
て
の
一
考
察

｜

「
菜
穂
子
」
の
「
眼
ざ
し
」
を
手
掛
か
り
に
し
て
ー

　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
堀
辰
雄
は
、
随
筆
や
小
品
、
単
行
本
の
後
記
の
中
な
ど
で
、
し
ば
し
ば
作
品
に

つ
い
て
自
ら
語
っ
て
い
る
。
ま
た
作
品
の
創
作
か
ら
推
敲
の
過
程
に
か
け
て
、
膨

大
な
量
の
ノ
ー
ト
や
書
き
込
み
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
残
さ
れ
た
観
念

的
な
言
葉
や
イ
メ
ー
ジ
は
、
作
中
で
物
語
の
語
り
于
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
事
が
多

く
、
ま
た
登
場
人
物
の
思
念
の
中
に
現
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

私
は
そ
れ
ら
に
注
目
し
、
堀
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
と

い
う
観
点
か
ら
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
か
ら
作
品
を
論
じ
て
き
た
。
堀
の
よ
う

な
「
頭
の
な
か
で
一
通
り
も
二
通
り
も
考
へ
て
お
い
て
か
ら
、
そ
れ
か
ら
言
葉
を

捜
し
に
出
か
け
る
」
作
家
の
理
解
に
は
、
そ
れ
が
有
効
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
今
回
も
同
様
に
、
作
品
の
中
に
頻
出
す
る
「
眼
ざ
し
」
と
い
う
一
形
象
を
対
象

と
し
て
作
品
の
分
析
を
試
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
象
徴
は
あ
く
ま
で
象
徴
で
あ
り
、

そ
こ
に
完
璧
な
解
釈
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
承
知
の
上

で
、
ど
う
し
て
も
私
は
こ
の
形
象
に
こ
だ
わ
っ
て
見
た
い
。
私
が
こ
の
形
象
に
こ

だ
わ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
眼
ざ
し
の
描
写
が
単
に
こ
の
作
品
だ
け
で
な
く
こ
の
時

期
の
他
の
作
品
に
頻
繁
に
見
ら
れ
、
「
眼
ざ
し
」
が
こ
の
時
期
の
堀
の
意
識
の
中
に
、

色
濃
く
影
を
落
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
む
き
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

山
　
　
本

裕
　
　
一

　
或
晩
秋
の
日
、
女
は
夫
に
従
っ
て
、
さ
す
が
に
父
母
に
心
を
残
し
て
目
に

涙
を
溜
め
な
が
ら
、
京
を
離
れ
て
往
っ
た
。
（
中
略
）
「
私
の
生
涯
は
そ
れ
で

も
決
し
て
空
し
く
は
な
か
っ
た
ー
」
女
は
そ
ん
な
具
合
に
目
を
赫
や
か
せ

な
が
ら
、
と
き
ど
き
京
の
ほ
う
を
振
り
向
い
て
ゐ
た
。

　
　
　
　
（
資
料
一
　
　
「
銕
捨
」
、
『
文
芸
春
秋
』
昭
和
十
五
年
七
月
号
発
表
）

　
一
九
三
五
年
の
冬
の
或
る
大
雪
の
日
だ
っ
た
。
い
つ
も
な
ら
人
の
込
み
合

ふ
夕
方
近
く
だ
の
に
、
そ
ん
な
大
雪
の
た
め
に
す
っ
か
り
人
け
の
絶
え
た
銀

座
裏
の
或
る
珈
琲
店
で
、
私
は
自
分
の
ほ
か
に
は
一
人
の
「
黒
目
が
大
き
く

て
」
、
頬
が
異
様
に
こ
け
、
何
処
と
な
く
知
的
な
感
じ
の
す
る
「
顔
立
ち
一
目

つ
き
を
し
た
若
い
女
が
ゐ
た
き
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
の
に
気
が
っ
い

た
。
（
中
略
）
何
度
も
失
敗
し
て
遂
に
全
く
断
念
し
て
ゐ
た
或
小
説
の
女
主
人

公
の
悌
が
（
中
略
）
鮮
や
か
に
蘇
っ
て
き
た
。
自
ら
好
ん
で
の
や
う
に
人
生

の
縛
に
囚
は
れ
て
ゐ
る
或
る
若
い
女
が
、
そ
の
女
の
や
う
に
、
外
の
は
げ
し

く
吹
雪
い
て
ゐ
る
の
を
［
見
や
り
な
が
ら
］
う
っ
け
た
や
う
に
見
や
り
な
が

ら
、
其
処
で
ぢ
っ
と
何
者
か
の
来
る
の
を
待
っ
て
ゐ
る
。
…
…

　
　
　
　
（
資
料
二
　
「
菜
穂
子
」
覚
書
、
文
末
に
一
九
四
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
月
十
五
日
記
と
あ
る
）

－ －



　
し
か
し
女
は
苦
し
さ
う
に
男
に
抱
か
れ
た
ま
ま
、
二
度
だ
け
目
を
大
き
く

見
ひ
ら
い
て
男
の
顔
を
い
ぶ
か
し
さ
う
に
見
つ
め
た
ぎ
り
、
だ
ん
だ
ん
死
顔

に
変
り
だ
し
て
ゐ
た
。
…
…

　
　
　
　
（
資
料
三
　
「
畷
野
」
、
『
改
造
』
昭
和
十
六
年
十
二
月
号
発
表
）

　
　
　
乎
刀
良
は
寡
黙
に
な
っ
た
。
し
か
し
心
の
中
に
何
物
か
明
る
い
も
の
を
持

　
　
っ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
。
（
中
略
）
／
「
私
に
そ
の
役
を
代
ら
し
て
く
だ
さ

　
　
い
。
あ
な
た
は
病
気
と
で
も
い
ふ
こ
と
に
し
て
。
」
手
刀
良
は
急
に
激
し
く
い

　
　
っ
た
。
荒
轟
は
び
つ
く
り
し
た
や
う
に
、
顔
を
あ
げ
て
相
手
を
見
た
。
手
刀

　
　
良
は
目
だ
け
で
そ
れ
を
制
し
た
。
そ
の
目
は
異
様
に
赫
い
て
ゐ
た
。

　
　
　
　
　
　
（
資
料
四
　
「
出
帆
」
末
尾
近
く
、
「
峡
野
」
の
後
に
書
か
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
構
想
メ
モ
で
あ
る
）

　
資
料
一
・
三
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
菜
穂
子
」
の
前
後
に
書
か
れ
た
、
堀
の
王
朝
も

の
と
し
て
は
第
二
作
・
第
三
作
に
な
る
「
嫡
捨
」
「
眼
野
」
の
末
尾
近
く
の
文
章
で
、

い
ず
れ
も
昔
気
質
の
親
を
持
つ
女
主
人
公
の
描
写
で
あ
る
。
「
銕
捨
」
は
『
更
級
日

記
』
、
「
瞑
野
」
は
『
今
昔
物
語
集
』
巻
三
十
の
四
、
『
伊
勢
物
語
』
六
十
二
段
お
よ

び
そ
の
類
語
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
末
尾

部
分
は
原
典
と
は
お
よ
そ
様
変
わ
り
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
作
品
で
は
、
主
人
公
の
内
面
は
語
ら
れ
ず
、
そ
の
「
目
」
で
象
徴
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
資
料
二
・
四
は
、
堀
が
残
し
た
創
作
ノ
ー
ト
の
コ
耶
で
あ

る
が
、
い
ず
れ
も
イ
メ
ー
ジ
や
心
理
描
写
の
上
で
目
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
通
し
て
み
れ
ば
、
堀
が
こ
の
時
期
「
目
」
の
描
写
に
何
ら

か
の
意
味
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
ほ
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

　
堀
辰
雄
は
、
そ
の
出
世
作
「
聖
家
族
」
に
お
い
て
は
「
内
部
が
外
部
と
同
様
に

恰
も
肉
眼
で
見
得
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
か
の
ご
と
く
」
明
瞭
に
登
場
人
物
の
心
理

描
写
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
中
期
の
「
物
語
の
女
」
「
風
立
ち
ぬ
」
な
ど
で
は
、

登
場
人
物
の
内
面
の
苦
し
み
を
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
「
無
意
識
」
の
方
法
な
ど
を
借

り
て
詳
細
に
描
き
こ
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
期
の
作
品
に
お
い
て
、
作
中

人
物
は
他
の
作
中
人
物
の
視
点
か
ら
そ
の
外
見
を
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、

内
面
（
心
理
）
は
、
多
く
象
徴
的
な
人
物
描
写
や
風
景
描
写
と
し
て
表
現
さ
れ
る

傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
一
つ
の
形
象
が
こ
の
「
目
」
な
の
で

あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
「
目
」
に
現
れ
る
堀
の
意
識
の
分
析
を
通
し
て
、
後

期
堀
文
学
に
つ
い
て
幾
分
か
考
え
を
深
め
る
事
が
可
能
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
本
稿
で
は
、
「
菜
穂
子
」
を
対
象
と
し
、
そ
の
中
に
描
か
れ
た
、
五
十
を
超
え
る

　
「
眼
ざ
し
」
及
び
そ
の
類
似
表
現
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
、
作
品
中
に
「
空

け
た
や
う
な
眼
ざ
し
」
が
多
出
し
て
い
る
こ
と
や
「
見
入
る
」
行
為
の
描
写
が
多

出
す
る
事
に
つ
い
て
は
す
で
に
竹
内
済
巳
、
林
喜
代
他
数
多
く
の
方
の
指
摘
が

あ
る
。
そ
し
て
、
作
品
内
に
は
、
確
か
に
そ
の
指
摘
の
よ
う
に
「
空
け
た
や
う
な
」

　
「
見
据
え
る
」
眼
ざ
し
、
「
見
つ
め
る
」
姿
の
描
写
が
頻
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、

作
品
に
描
か
れ
た
眼
ざ
し
は
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
眼
が
し
の
描
写
は
、

冒
頭
の
明
と
菜
穂
子
の
避
迫
を
は
じ
め
と
し
て
、
登
場
人
物
が
互
い
に
か
か
わ
る

場
面
に
多
く
描
か
れ
、
単
に
登
場
人
物
に
あ
る
性
格
を
付
与
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

人
間
関
係
や
そ
の
間
の
心
情
の
変
化
を
表
現
す
る
の
に
も
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
今
回
は
「
菜
穂
子
」
に
出
て
来
る
「
眼
ざ
し
」
を
そ
の
内
実

の
分
析
・
推
移
の
検
討
と
い
う
点
に
重
点
を
置
い
て
分
析
し
、
登
場
人
物
ご
と
に

論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
一

一四
一

一

都
築
明
の
「
眼
ざ
し
」
に
つ

【
Ａ
】
　
明
が
見
る
「
眼
ざ
し
」

い

て

「
空
虚
な
眼
ざ
し
」
　
「
宙
に
浮
い
た
眼
ざ
し
」
　
（
菜
穂
子
）

「
空
を
見
い
つ
て
ゐ
た
や
う
な
あ
の
時
の
眼
ざ
し
」
　
「
あ
ん
な
空
虚

　
な
眼
ざ
し
」
　
「
あ
の
人
の
眼
つ
き
」
　
（
以
上
菜
穂
子
）

「
目
が
尋
ね
て
ゐ
る
や
う
に
彼
に
は
見
え
た
」
　
（
所
長
）

「
考
え
深
さ
う
な
暗
い
眼
つ
き
」
　
言
一
村
夫
人
）

２



十
三

十
七

八五二十
七

二
十

「
ど
う
し
て
好
い
か
分
か
ら
な
い
や
う
な
不
安
な
眼
つ
き
」
　
（
早

苗
）

「
何
か
咎
め
る
や
う
な
き
び
し
い
眼
つ
き
」

　
き
」
　
「
い
か
に
も
冷
や
か
な
目
つ
き
」

「
そ
ん
な
彼
女
の
目
つ

「
元
の
冷
や
か
な
目
つ

　
き
」

　
「
お
互
に
怒
つ
た
や
う
な
目
つ
き
」
　
（
以
上
、
菜
穂
子
）

［
Ｂ
］
　
明
の
「
眼
ざ
し
」

「
何
か
感
謝
に
充
ち
た
目
」

「
空
け
た
や
う
な
眼
ざ
し
」

「
彼
女
を
通
し
て
も
つ
と
向
う
に
あ
る
も
の
を
見
つ
め
て
ゐ
る
や
う

　
な
目
つ
き
」
　
「
そ
ん
な
明
の
目
つ
き
」
　
「
さ
つ
き
か
ら
空
を
見
つ

　
め
続
け
て
ゐ
る
そ
の
目
つ
き
」

「
大
き
な
眼
」
　
「
眼
を
大
き
く
見
ひ
ら
い
て
」
　
「
同
意
を
求
め
る
や

　
う
な
眼
つ
き
」

「
本
当
に
困
然
し
た
や
う
な
眼
つ
き
」
　
「
そ
ん
な
風
な
想
念
を
眼
が

　
し
に
箭
め
な
が
ら
」
　
「
大
き
い
眼
」

フ
っ
つ
と
り
と
し
た
眼
つ
き
」

　
明
に
関
係
し
て
描
か
れ
て
い
る
眼
ざ
し
の
う
ち
主
な
も
の
を
あ
げ
た
。
こ
う
や

っ
て
眺
め
て
み
る
と
、
そ
こ
に
あ
る
傾
向
か
お
る
の
に
気
付
く
。
明
は
、
冒
頭
近

く
で
は
他
者
の
視
線
に
敏
感
で
あ
る
が
、
早
苗
と
の
出
会
い
以
降
は
空
を
見
つ
め
、

そ
し
て
菜
穂
子
と
の
再
会
で
は
彼
女
の
冷
た
い
視
線
に
「
大
き
い
眼
」
で
対
し
て

い
る
と
い
う
傾
向
で
あ
る
。
以
下
、
小
説
の
展
開
に
し
た
が
っ
て
、
考
察
を
加
え

て
い
く
。

　
　
「
菜
穂
子
」
は
、
往
来
で
「
空
け
た
や
う
に
」
た
た
ず
ん
で
い
た
明
か
、
菜
穂

子
の
「
宙
に
浮
い
た
眼
ざ
し
」
に
気
付
く
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
「
何
と
云
ふ
事
も
な
し
に
過
し
て
」
い
た
明
は
。

　
「
兎
に
角
も
一
つ
の
目
的
を
持
つ
て
ゐ
た
」
の
に
、
今
は
そ
れ
が
「
永
久
に
彼
か

ら
失
は
れ
て
し
ま
っ
た
」
よ
う
に
感
じ
る
。
こ
の
「
目
的
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

往
来
で
空
け
た
よ
う
に
た
た
ず
む
彼
か
ら
現
実
的
な
目
的
は
想
像
し
に
く
い
。
ま

た
、
明
は
次
章
で
「
仕
事
に
全
身
を
奪
は
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
」
フ
心
か
ら
そ
れ

を
楽
し
い
と
思
つ
た
こ
と
は
コ
皮
も
な
か
っ
た
」
と
記
さ
れ
、
「
お
前
は
こ
ん
な
と

こ
ろ
で
何
を
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
何
物
か
の
声
を
時
々
間
い
て
い
る
と
も
さ
れ
て

い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
目
的
」
は
仕
事
・
人
生
上
の
目
的
で
も
あ
り
え
な
い
。
明

は
、
菜
穂
子
と
出
会
う
事
で
何
を
失
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
彼
は
、
菜
穂
子
と
の
出
会
い
の
後
、
仕
事
が
手
に
つ
か
な
く
な
る
。
そ
し
て
、

少
年
時
代
の
追
憶
に
ふ
け
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
Ｏ
村

へ
と
旅
に
出
、
最
後
の
夏
の
想
い
出
に
浸
る
。
そ
こ
で
彼
は
「
永
久
に
こ
つ
ち
を

振
り
向
い
て
く
れ
さ
う
も
な
い
少
女
」
菜
穂
子
の
こ
と
を
考
え
か
け
て
、
「
も
う
此

処
へ
は
再
び
来
ま
い
」
と
決
心
す
る
。
こ
の
よ
う
な
行
動
か
ら
逆
に
考
え
れ
ば
失

わ
れ
た
も
の
は
菜
穂
子
で
あ
る
。
そ
し
て
「
本
能
的
に
夢
を
見
よ
う
と
す
る
少
年
」

と
し
て
、
夢
か
ら
「
目
覚
め
よ
う
と
す
る
少
女
」
菜
穂
子
と
共
に
あ
っ
た
彼
の
少

年
時
代
の
赫
や
き
で
あ
る
。
彼
は
夫
と
歩
い
て
い
る
菜
穂
子
を
見
る
事
で
、
そ
れ

が
既
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
た
の
で
あ
る
。

　
明
の
求
め
る
も
の
が
菜
穂
子
と
共
に
あ
っ
て
夢
み
て
い
た
頃
の
自
分
で
あ
る
こ

と
は
明
の
言
動
か
ら
も
推
定
す
る
事
が
で
き
る
。
彼
は
十
七
章
に
お
い
て
菜
穂
子

に
「
自
分
の
し
て
み
た
い
と
思
ふ
事
は
何
で
も
し
て
し
ま
は
う
と
す
る
や
う
な
」

一
面
を
再
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
二
章
で
は
、
「
今
の
為
事
を
や
め
て
し
ま
っ
て
、

さ
て
そ
の
自
分
に
す
ぐ
新
し
い
人
生
を
踏
み
直
す
気
力
が
あ
る
か
ど
う
か
自
分
白

身
に
も
分
か
つ
て
ゐ
な
い
事
に
気
が
つ
」
い
て
、
休
暇
を
貰
う
。
十
六
章
で
は
「
遠

慮
ば
か
り
し
て
ゐ
て
一
体
俺
は
ど
う
な
る
？
」
と
自
答
し
て
い
る
。
彼
が
夢
を
追

う
真
摯
な
一
面
を
示
し
て
い
る
の
は
、
菜
穂
子
と
い
る
時
だ
け
な
の
で
あ
り
、
菜

穂
子
と
い
る
こ
と
で
昔
の
自
分
を
取
り
戻
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
十
七
章
で
明
は
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
ヘ
の
訪
問
の
目
的
を
「
ほ
ん
の
一
瞬
間
、

３



昔
の
や
う
に
お
互
い
に
怒
つ
た
や
う
な
眼
つ
き
で
目
を
見
通
は
せ
」
る
こ
と
で
あ

る
と
考
え
、
「
昔
の
や
う
に
」
「
自
分
の
痕
を
相
手
に
ぎ
う
ぎ
う
捺
し
つ
け
」
ず
に

い
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
早
く
帰
ろ
う
と
考
え
る
。
明
は
菜
穂
子
の
安
否

を
気
遣
う
た
め
に
で
は
な
く
、
菜
穂
子
と
共
に
あ
っ
た
昔
の
感
覚
を
求
め
て
菜
穂

子
を
訪
問
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
失
わ
れ
た
昔
の
自
分
を
希
求
す
る

明
の
内
面
を
語
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
先
述
の
感
覚
は
、
菜

穂
子
の
昔
と
変
わ
ら
ぬ
眼
ざ
し
が
、
明
に
「
夢
を
見
よ
う
と
」
し
た
昔
を
想
起
せ

し
め
、
夢
見
よ
う
と
す
る
こ
と
を
や
め
て
い
る
現
在
の
彼
を
告
発
し
た
と
い
う
こ

と
を
表
現
し
て
い
る
と
言
え
は
す
ま
い
か
。

　
な
お
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
内
面
の
変
化
を

生
み
出
し
た
も
の
が
、
菜
穂
子
の
「
眼
ざ
し
」
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ

る
。
明
は
、
所
長
の
目
つ
き
か
ら
も
動
揺
を
き
た
し
て
お
り
、
彼
の
他
者
の
眼
に

敏
感
で
神
経
質
な
一
面
が
こ
こ
か
ら
は
読
み
取
れ
よ
う
。

　
明
は
、
そ
の
後
Ｏ
村
へ
行
き
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
早
苗
と
恋
を
し
、
氷
室
で
逢

引
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
明
は
早
苗
と
会
い
な
が
ら
も
、
直
接
何
か
の
言

動
に
出
る
事
は
な
い
。
い
つ
も
「
空
け
た
や
う
な
眼
つ
き
」
で
遠
く
を
見
つ
め
る

姿
ば
か
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
目
が
赫
や
く
の
は
わ
ず
か
に
お
え
ふ
の
ロ
マ

ネ
ス
ク
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
く
時
ば
か
り
で
あ
る
。

　
　
　
明
は
と
き
ど
き
娘
の
方
へ
目
を
注
い
で
、
い
つ
ま
で
も
ぢ
つ
と
見
つ
め
て

　
　
ゐ
る
事
が
あ
っ
た
。
娘
が
な
ん
と
云
ふ
事
も
な
し
に
笑
ひ
出
す
と
、
彼
は
怒

　
　
つ
た
や
う
な
顔
を
し
て
横
を
向
い
た
。
（
中
略
）
さ
う
云
ふ
彼
が
娘
に
も
だ
ん

　
　
だ
ん
分
か
つ
て
、
し
ま
ひ
に
は
明
に
自
分
が
見
ら
れ
て
ゐ
る
と
気
が
つ
い
て

　
　
も
、
そ
れ
に
は
気
が
つ
か
な
い
や
う
に
し
て
ゐ
た
。
明
の
癖
で
、
彼
女
の
上

　
　
に
眼
を
注
ぎ
な
が
ら
、
彼
女
を
通
し
て
そ
の
も
つ
と
向
う
に
あ
る
も
の
を
見

　
　
つ
め
て
ゐ
る
や
う
な
眼
つ
き
を
肩
の
上
に
感
じ
な
が
ら
…
…
（
ハ
）

　
彼
は
早
苗
の
「
神
々
し
い
や
う
な
顔
つ
き
」
「
無
心
さ
う
に
し
て
ゐ
る
様
子
」
を

見
る
事
で
満
足
し
、
直
接
何
も
行
動
し
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
吉
村
真
司
は
、

口
了
不
ス
ク
を
求
め
て
早
苗
に
慕
い
寄
っ
て
も
、
菜
穂
子
の
存
在
の
大
き
さ
の
だ

め
に
そ
れ
に
踏
み
切
る
リ
ビ
ド
ー
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
。
し
か
し
、
作

品
全
編
に
明
の
菜
穂
子
へ
の
愛
情
の
表
出
と
取
れ
る
表
現
は
な
く
、
別
な
箇
所
で

明
は
初
枝
母
子
に
対
し
「
運
命
を
共
に
で
も
す
る
や
う
に
な
つ
た
ら
」
と
も
考
え

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
明
は
一
緒
に
い
る
時
も
、

何
も
話
さ
な
い
で
、
相
手
に
□
も
聞
か
せ
な
い
。
あ
げ
く
は
早
苗
が
笑
い
だ
そ
う

と
す
る
と
怒
っ
た
顔
を
す
る
の
で
あ
る
。
も
は
や
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
は

他
の
愛
に
よ
っ
て
行
動
を
束
縛
さ
れ
た
男
の
姿
で
も
恋
す
る
男
の
姿
で
も
な
い
。

奇
妙
な
こ
と
だ
が
、
こ
の
部
分
か
ら
は
、
彼
は
現
実
の
女
性
と
し
て
彼
女
を
求
め

た
の
で
は
な
く
、
彼
女
に
見
た
イ
メ
ー
ジ
（
神
々
し
さ
・
無
心
）
を
求
め
て
い
た

と
し
か
思
え
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
堀
自
身
が
ノ
オ
ト
に
記
し
て
い
る
次

の
言
葉
に
如
実
に
語
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
（
前
略
）
黙
つ
て
ゐ
る
娘
の
方
が
、
そ
の
娘
に
求
め
て
い
る
l
m
a
g
e
に
似

　
　
つ
か
は
し
い
の
だ
。
そ
の
た
め
に
つ
い
に
や
つ
て
く
る
破
局
…
…

　
先
述
の
よ
う
な
恋
愛
が
長
続
き
す
る
は
ず
も
な
く
、
や
が
て
明
と
早
苗
と
の
間

に
別
れ
が
訪
れ
る
。
し
か
し
、
明
は
そ
れ
す
ら
自
ら
が
望
ん
で
い
た
事
で
、
自
分

に
は
そ
の
別
れ
の
切
実
さ
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
と
言
い
聞
か
せ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、

自
ら
の
描
い
た
口
了
不
ス
ク
な
イ
メ
ー
ジ
を
現
実
に
求
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

明
は
現
実
を
見
て
い
な
い
。
現
実
の
娘
を
、
そ
し
て
別
れ
を
通
し
て
自
ら
の
求
め

る
イ
メ
ー
ジ
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
一
貫
し
て
描
か
れ
て
い
る
「
空
け
た

や
う
な
」
眼
が
「
遠
く
を
見
つ
め
る
」
の
は
、
自
ら
の
内
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
を
追

い
求
め
る
こ
の
よ
う
な
明
の
精
神
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
や
が
て
明
は
旅
を
終
え
て
帰
京
す
る
が
、
検
査
の
た
め
上
京
し
た
Ｏ
お
え
ふ
母

子
の
帰
村
を
見
送
る
と
、
心
の
空
し
さ
を
覚
え
、
再
び
旅
に
出
る
。
そ
の
行
動
の

基
底
に
あ
る
の
は
「
自
分
が
本
気
で
求
め
て
ゐ
る
も
の
は
何
か
」
「
心
か
ら
し
た
い

と
思
っ
た
事
を
こ
れ
ま
で
に
何
一
つ
し
た
か
」
「
本
気
で
求
め
て
ゐ
た
と
云
へ
る

か
」
と
い
う
実
存
的
な
問
い
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
旅
の
途
中
で
菜
穂
子
を
訪
問

す
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
こ
で
は
明
は
も
は
や
「
空
け
た
」
眼
ざ
し

で
は
な
く
、
変
わ
っ
て
「
大
き
な
眼
」
を
三
度
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

４



る
。
そ
し
て
、
菜
穂
子
は
そ
の
眼
差
し
に
対
し
、
常
に
「
冷
や
や
か
な
目
つ
き
」

で
こ
た
え
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
「
別
に
何
処
つ
て
…
…
」
と
明
は
自
問
自
答
す
る
や
う
に
口
龍
つ
て
ゐ
た
。

　
　
そ
れ
か
ら
突
然
目
を
思
ひ
切
り
大
き
く
見
ひ
ら
い
て
、
自
分
の
云
ひ
た
い
事

　
　
を
云
は
う
と
思
ふ
前
に
は
、
相
手
も
何
も
な
い
か
の
や
う
な
語
気
で
云
っ
た
。

　
　
　
「
急
に
何
処
と
い
ふ
あ
て
も
な
い
冬
の
旅
が
し
た
く
な
つ
た
の
で
す
。
」
／
葉

　
　
穂
子
は
そ
れ
を
関
く
と
、
急
に
一
種
の
に
が
笑
ひ
に
近
い
も
の
を
浮
べ
た
。

　
　
そ
れ
は
少
女
の
頃
か
ら
の
彼
女
の
癖
で
、
い
つ
も
相
手
の
明
な
ん
ぞ
の
う
ち

　
　
に
少
年
特
有
な
夢
見
る
や
う
な
態
度
や
言
葉
が
現
は
れ
る
と
、
彼
女
は
さ
う

　
　
云
ふ
相
手
を
好
ん
で
そ
れ
で
邦
楡
し
た
も
の
だ
っ
た
。
（
十
七
）

　
こ
こ
で
は
、
彼
の
大
き
い
目
は
「
云
ひ
た
い
事
を
云
は
う
と
思
う
」
行
為
の
前

ふ
り
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
の
あ
と
の
部
分
で
は
「
自
分
の
し
た

い
と
思
ふ
事
は
何
で
も
し
て
し
ま
は
う
と
す
る
や
う
な
烈
し
い
一
面
」
が
明
に
あ

っ
た
こ
と
を
菜
穂
子
に
想
起
さ
せ
た
上
で
、
明
は
最
後
に
菜
穂
子
に
「
大
き
い
眼

を
注
い
で
」
立
ち
去
っ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
大
き
い
目
は
明
の
し
た
い
と
思

う
事
を
す
る
希
求
の
強
さ
を
象
徴
し
て
い
る
、
少
な
く
と
も
密
接
な
関
係
を
も
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
導
き
だ
し
た
の
は
菜
穂
子
の
少
女
の

頃
か
ら
の
癖
と
な
っ
て
い
る
話
し
方
や
眼
ざ
し
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
明
の
物
語
は
、
他
者
の
視
線
に
敏
感
で
あ
っ
た
、

つ
ま
り
現
実
の
人
間
関
係
に
強
く
し
ば
ら
れ
て
い
た
明
か
、
昔
同
様
に
夢
か
ら
覚

め
よ
う
と
す
る
菜
穂
子
の
眼
ざ
し
に
よ
っ
て
そ
の
夢
見
よ
う
と
す
る
性
格
を
再
燃

さ
せ
、
次
第
に
自
己
の
内
面
の
希
求
を
強
め
て
い
く
物
語
で
あ
る
と
読
め
る
。
そ

し
て
、
明
の
眼
ざ
し
の
変
化
１
他
者
に
向
け
ら
れ
た
眼
か
ら
、
「
空
け
た
よ
う
な
」

眼
へ
、
さ
ら
に
「
大
き
い
眼
」
へ
と
い
う
変
化
は
、
そ
の
次
第
に
強
く
な
っ
て
い

く
明
の
希
求
の
強
さ
と
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
黒
川
圭
介
の
「
眼
ざ
し
」

に
つ
い
て

　
次
に
菜
穂
子
の
夫
黒
川
圭
介
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
堀
自
身
が
苦
手
意
識
に
つ

い
て
発
言
し
て
い
る
事
も
あ
り
、
圭
介
は
、
「
圭
介
の
影
は
薄
い
、
そ
れ
が
も
っ
と

濃
く
現
れ
て
い
た
ら
、
小
説
は
今
あ
る
も
の
と
は
か
な
り
違
っ
た
形
を
と
っ
て
い

た
ろ
う
」
「
ま
る
で
紙
か
ら
切
り
ぬ
か
れ
た
人
形
で
あ
る
」
『

っ
ぽ
い
』
と
い
う
類
型
概
念
だ
け
の
よ
う
な
気
が
す
る
」
な

の
な
い
『
俗

の
失
敗
を
指

摘
さ
れ
る
事
が
多
い
。
が
、
眼
ざ
し
か
ら
見
る
限
り
、
堀
の
彼
に
与
え
よ
う
と
し

た
役
割
が
失
敗
し
て
い
る
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
。
明
と
の
対
比
で
見
て
い
く
と
、

そ
こ
に
は
菜
穂
子
の
魂
を
受
け
止
め
得
な
い
凡
人
と
し
て
の
圭
介
が
描
き
こ
ま
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
事
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
作
品
中
の
圭
介
に

か
か
わ
る
眼
ざ
し
の
描
写
の
う
ち
、
主
な
も
の
を
次
に
あ
げ
る
。

十六

一

十
二

【
Ａ
】
　
圭
介
が
見
る
（
想
像
す
る
）
「
眼
ざ
し
」

「
さ
う
云
ふ
菜
穂
子
の
眼
ざ
し
」
　
（
菜
穂
子
）

「
鳥
の
や
う
に
大
き
く
見
ひ
ら
い
た
眼
」
　
（
患
者
）

「
無
気
味
な
ほ
ど
大
き
な
眼
」
　
「
少
し
窟
れ
た
せ
い
か
一
層
大
き
く

　
な
っ
た
や
う
な
眼
」
　
「
急
に
暗
く
陰
っ
た
眼
」
　
（
以
上
菜
穂
子
）

「
死
に
か
か
っ
た
鳥
の
や
う
な
無
気
味
な
目
つ
き
」
　
（
患
者
）

「
何
か
彼
を
憐
れ
む
や
う
な
目
つ
き
」
　
「
こ
ん
な
目
つ
き
」

「
揮
楡
す
る
や
う
な
眼
ざ
し
」
　
（
以
上
菜
穂
子
）

「
そ
ん
な
目
つ
き
」
　
（
菜
穂
子
）

「
瀕
死
の
患
者
の
無
気
味
な
眼
っ
き
」
　
（
患
者
）

「
空
け
た
や
う
な
眼
ざ
し
」
　
（
菜
穂
子
）

「
瀕
死
の
鳥
の
や
う
な
病
人
の
異
様
な
眼
っ
き
」
　
（
患
者
）

「
痛
々
し
い
眼
ざ
し
」
　
「
絶
え
ず
自
分
に
っ
き
ま
と
う
て
来
る
菜
穂

５



十
四

十
九

二
十
三

十
一

十
二

十
四

子
の
眼
ざ
し
」
（
以
上
菜
穂
子
）

「
そ
の
眼
ざ
し
」
　
（
菜
穂
子
）
　
「
菜
穂
子
に
似
た
眼
つ
き
」
　
（
別

　
人
）

「
そ
ん
な
眼
つ
き
」

「
癖
の
あ
る
眼
つ
き
」
　
（
以
上
菜
穂
子
）

【
Ｂ
】
　
圭
介
の
「
眼
ざ
し
」

「
思
ひ
き
つ
て
探
る
や
う
な
目
」

「
空
を
見
つ
め
て
ゐ
る
だ
け
の
自
分
自
身
の
眼
つ
き
」
　
「
空
け
き
つ

　
た
眼
」

「
そ
れ
を
知
ら
ず
識
ら
ず
に
真
似
を
し
て
ゐ
た
や
う
な
自
分
自
身
の

　
い
ま
し
が
た
の
眼
つ
き
」

「
ま
る
で
食
ひ
入
る
や
う
な
眼
つ
き
」

「
何
か
痛
い
や
う
な
眼
つ
き
」
　
「
食
ひ
入
る
や
う
な
眼
つ
き
」

二
十
四
　
「
小
さ
な
眼
」

　
こ
れ
ら
の
描
写
を
見
て
み
る
と
、
圭
介
が
菜
穂
子
の
眼
ざ
し
に
終
始
脅
か
さ
れ

て
い
る
事
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
の
菜
穂
子
と
の
話
し
合
い
を
機
に
圭
介
の
眼
つ
き

が
菜
穂
子
の
「
空
け
た
や
う
な
眼
ざ
し
」
に
同
化
し
か
か
っ
て
い
る
事
、
そ
し
て

そ
れ
以
後
「
食
い
入
る
よ
う
な
眼
つ
き
」
で
菜
穂
子
の
こ
と
を
求
め
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
平
凡
な
男
で
あ
っ
た
圭
介
が
菜
穂
子
の
眼
ざ

し
に
よ
っ
て
刺
激
を
受
け
、
菜
穂
子
の
側
に
す
り
よ
っ
て
い
く
姿
が
う
か
が
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
以
下
、
詳
し
く
見
て
い
く
。

　
あ
る
朝
、
菜
穂
子
は
喀
血
し
、
そ
の
こ
と
を
圭
介
に
告
げ
る
。
顔
色
を
変
え
た

彼
を
彼
女
は
「
ぢ
つ
と
見
つ
め
返
」
す
が
、
彼
は
「
さ
う
云
ふ
菜
穂
子
の
眼
ざ
し

か
ら
顔
を
外
」
ら
す
。
六
章
に
描
か
れ
て
い
る
こ
の
図
式
は
、
以
下
、
何
度
も
繰

り
返
さ
れ
、
ニ
入
の
関
係
－
菜
穂
子
の
生
を
受
け
止
め
得
な
い
圭
介
―
”
を
象

徴
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
十
章
で
は
、
彼
は
遠
縁
の
者
の
話
か
ら
母
親
が
菜
穂
子
の
入
院
を
言
い
ふ
ら
し

て
い
た
こ
と
を
知
り
、
母
親
へ
の
信
頼
を
失
う
。
彼
は
急
に
見
舞
い
に
行
く
と
い

い
だ
し
、
菜
穂
子
が
重
体
で
死
に
か
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
に
駆

ら
れ
、
菜
穂
子
に
会
い
に
行
く
。
菜
穂
子
へ
の
愛
情
で
は
な
く
、
母
親
へ
の
不
信

が
そ
の
行
動
の
基
点
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ま
た
、
俗
人
・
凡
人
と
し
て

描
か
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
彼
が
「
い
き
な
り
堀
辰
雄
の
眼
を
持
っ
て
」
し
ま
っ
て

い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
唐
突
な
感
が
強
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
堀
が
こ
の
場
面

を
描
こ
う
と
し
た
意
図
の
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
菜
穂
子
と
の
再
会
の
場
面
（
十
一
章
）
で
は
、
圭
介
は
途
中
で
あ
っ
た
患
者
の

よ
う
な
「
鳥
の
よ
う
に
大
き
く
見
開
い
た
眼
」
で
見
ら
れ
る
の
で
は
、
と
恐
れ
て

い
た
が
、
菜
穂
子
の
「
大
き
な
眼
」
の
赫
や
き
を
見
て
安
堵
す
る
。
そ
し
て
、
い

つ
も
の
癖
で
「
眼
を
外
ら
せ
な
が
ら
」
安
否
を
気
遣
う
圭
介
に
、
菜
穂
子
は
黙
っ

て
頷
く
。
以
下
は
そ
れ
に
続
く
場
面
で
あ
る
。

　
　
　
圭
介
は
さ
つ
き
思
は
ず
目
に
入
れ
た
あ
の
喀
血
患
者
の
死
に
か
か
っ
た
鳥

　
　
の
や
う
な
無
気
味
な
目
つ
き
を
浮
べ
な
が
ら
、
菜
穂
子
の
方
へ
思
ひ
切
っ
て

　
　
探
る
や
う
な
目
を
向
け
た
。
／
し
か
し
彼
は
そ
の
と
き
菜
穂
子
の
何
か
彼
を

　
　
憐
れ
む
や
う
な
目
つ
き
と
目
を
合
は
せ
る
と
、
思
は
ず
顔
を
そ
む
け
、
ど
う

　
　
し
て
此
の
女
は
い
つ
も
こ
ん
な
目
つ
き
で
し
か
俺
を
見
ら
れ
な
い
ん
だ
ら
う

　
　
と
冴
り
な
が
ら
、
雨
の
ふ
き
つ
け
て
ゐ
る
窓
の
方
へ
近
づ
い
て
行
っ
た
。
（
十

　
　
ご

　
彼
は
、
や
は
り
菜
穂
子
の
眼
ざ
し
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
帰
り
際
、

彼
は
菜
穂
子
に
「
後
生
だ
か
ら
、
お
前
、
そ
ん
な
目
つ
き
で
お
れ
を
見
る
こ
と
だ

け
は
止
め
て
貰
へ
な
い
か
な
。
」
と
「
相
変
ら
ず
彼
女
か
ら
眼
を
外
ら
せ
な
が
ら
軽

く
抗
議
」
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
目
を
外
ら
し
て
い
る
限
り
先
の
図
式
の
範

囲
を
出
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
か
ら
の

帰
り
、
圭
介
は
、
そ
の
菜
穂
子
の
眼
ざ
し
を
う
る
さ
が
ら
ず
、
圭
介
自
身
の
眼
ざ

し
も
菜
穂
子
に
同
化
し
か
か
っ
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
場
面
で
は
、
圭
介
も
眼
ざ

６



し
で
内
面
の
変
化
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
い
ま
で
七
に
窓
外
を
見
よ
う
と
し
な
が
ら
何
も
見
え
な
い
の
で
空
を
見
つ

　
　
め
て
ゐ
る
だ
け
の
自
分
自
身
の
眼
つ
き
が
、
き
の
ぷ
山
へ
著
く
な
り
或
半
開

　
　
の
扉
の
か
げ
か
ら
ふ
と
目
を
合
は
せ
て
し
ま
っ
た
瀕
死
の
患
者
の
無
気
味
な

　
　
眼
つ
き
に
感
ぜ
ら
れ
た
り
、
或
は
い
つ
も
自
分
が
そ
れ
か
ら
顔
を
そ
ら
せ
ず

　
　
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
菜
穂
子
の
空
け
た
や
う
な
眼
ざ
し
に
似
て
い
く
や
う
な
気

　
　
が
し
た
り
、
或
は
そ
の
三
つ
の
眼
が
し
が
変
に
交
錯
し
合
つ
た
り
し
た
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二

　
こ
れ
は
「
心
が
疲
れ
て
ゐ
る
」
圭
介
の
疲
労
が
主
な
原
因
と
さ
れ
て
い
る
が
、

菜
穂
子
と
の
再
会
が
与
え
た
異
常
な
興
奮
、
「
生
と
死
の
絨
毯
」
と
表
現
さ
れ
る
サ

ナ
ト
リ
ウ
ム
の
雰
囲
気
も
大
き
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
彼
が
覚

醒
し
た
後
に
も
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
も
う
あ
の
瀕
死
の
鳥
の
や
う
な
病
人
の
異
様
な
眼
つ
き
も
、
そ
れ
を
知
ら

　
　
ず
識
ら
ず
に
真
似
し
て
ゐ
た
や
う
な
自
分
自
身
の
い
ま
し
が
た
の
眼
つ
き
も

　
　
け
ろ
り
と
忘
れ
去
り
、
唯
、
菜
穂
子
の
痛
々
し
い
眼
ざ
し
だ
け
が
彼
の
前
に

　
　
依
然
と
し
て
鮮
か
に
残
つ
て
ゐ
る
き
り
だ
つ
た
。
…
…
（
十
二
）

　
彼
は
東
京
に
帰
っ
て
き
て
も
、
大
勢
の
人
の
中
で
自
分
だ
け
が
「
山
か
ら
自
分

と
Ｉ
し
よ
に
附
い
て
来
た
何
か
異
常
な
も
の
で
心
を
充
た
さ
れ
て
ゐ
る
の
だ
」
と

悲
痛
な
気
持
ち
に
な
り
、
大
森
の
家
に
帰
っ
て
い
く
気
が
せ
ず
に
銀
座
を
ぶ
ら
つ

く
。
以
下
は
、
そ
の
時
の
圭
介
の
描
写
で
あ
る
。

　
　
　
彼
は
そ
の
間
も
絶
え
ず
自
分
に
つ
き
ま
と
う
て
来
る
菜
穂
子
の
眼
ざ
し
を

　
　
少
し
も
う
る
さ
が
ら
ず
に
ゐ
た
。
し
か
し
、
と
き
ど
き
彼
の
脳
裡
を
掠
め
る
、

　
　
生
と
死
と
の
絨
毯
は
そ
の
度
毎
に
少
し
づ
つ
ぼ
や
け
て
来
は
じ
め
た
。
彼
は

　
　
だ
ん
だ
ん
自
分
の
存
在
が
自
分
と
後
と
な
り
先
に
な
り
し
て
歩
い
て
ゐ
る
外

　
　
の
人
達
の
と
余
り
変
わ
ら
な
く
な
っ
て
来
た
や
う
な
気
が
し
だ
し
た
。
（
中

　
　
略
）
彼
は
何
物
か
に
自
分
が
引
き
摺
ら
れ
て
行
く
の
を
も
う
ど
う
に
も
し
や

　
　
う
が
な
い
や
う
な
心
持
ち
で
、
遂
に
大
森
の
家
に
向
つ
て
、
は
じ
め
て
自
分

　
　
の
帰
ら
う
と
し
て
ゐ
る
の
が
母
の
許
だ
と
云
ふ
事
を
妙
に
意
識
し
な
が
ら
、

　
　
十
二
時
近
く
帰
っ
て
行
っ
た
。
（
十
二
）

　
圭
介
は
、
明
同
様
に
菜
穂
子
の
眼
ざ
し
か
ら
強
く
刺
激
さ
れ
な
が
ら
、
菜
穂
子

の
い
る
「
生
と
死
の
絨
毯
」
の
世
界
か
ら
、
「
母
」
の
い
る
日
常
生
活
空
間
に
「
引

き
摺
ら
れ
て
行
く
」
よ
う
に
帰
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
明
か
菜
穂
子
の
眼
ざ
し
に
刺

激
さ
れ
つ
づ
け
、
再
会
の
後
あ
く
ま
で
夢
を
貫
い
て
旅
を
続
け
、
死
を
迎
え
よ
う

と
す
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

　
彼
は
十
四
章
で
は
「
ま
る
で
食
ひ
入
る
や
う
な
眼
つ
き
」
「
何
か
痛
い
や
う
な
眼

つ
き
」
「
食
ひ
入
る
や
う
な
眼
つ
き
」
で
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
方
へ
行
く
電
車
を
見
つ

め
、
電
車
の
中
で
は
菜
穂
子
の
眼
ざ
し
を
感
じ
て
、
彼
女
の
眼
つ
き
に
似
た
女
が

い
た
の
か
と
探
し
出
す
。
こ
れ
は
菜
穂
子
を
求
め
る
彼
の
切
実
な
気
持
ち
の
あ
ら

わ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
ま
た
、
終
電
と
と
も
に
「
一
日
ぢ
ゆ
う
何
か

彼
を
息
づ
ま
ら
せ
て
ゐ
た
も
の
」
が
引
き
離
さ
れ
る
の
を
感
じ
る
だ
け
で
行
動
に

は
つ
な
が
ら
ず
、
日
常
の
生
活
空
間
か
ら
一
歩
も
出
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
も
、

二
十
三
章
の
段
階
で
は
、
「
菜
穂
子
の
こ
と
で
何
か
は
げ
し
く
悔
い
る
や
う
な
事
も

無
く
な
り
」
「
面
倒
の
な
い
生
活
に
一
種
の
不
精
か
ら
来
る
安
ら
か
さ
を
感
じ
」
て

い
る
と
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
場
面
で
は
菜
穂
子
と
の
心
の
交
流
を
引
き

と
め
た
い
と
考
え
な
が
ら
も
、
同
時
に
母
の
顔
を
思
い
だ
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
点
を
綜
合
し
て
考
え
る
と
、
彼
は
、
母
に
代
表
さ
れ
る
日
常
的

な
も
の
・
習
慣
的
な
世
界
に
強
く
牽
引
さ
れ
て
い
る
人
間
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

堀
の
い
う
俗
人
で
あ
っ
て
、
明
と
対
照
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
菜
穂
子

は
、
圭
介
と
の
別
れ
に
際
し
て
、
彼
女
の
決
意
が
受
け
止
め
ら
れ
ず
「
以
前
の
習

慣
ど
ほ
り
」
の
夫
婦
に
な
っ
て
い
る
自
分
達
を
省
み
て
、
「
は
ん
だ
う
に
人
間
の
習

慣
に
は
何
か
隔
着
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
」
と
の
感
懐
を
抱
く
が
、
ま
さ
し
く
、
そ

の
よ
う
な
世
界
の
住
人
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
圭
介
と
菜
穂
子
と
の
間
に
「
真
の
夫
婦
愛
の
誕
生
」
を
見
る
こ
と

は
で
き
ま
い
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
場
面
か
ら
は
、
圭
介
が
菜
穂
子
の
側
に
歩

み
寄
る
可
能
性
も
読
み
取
れ
る
。

　
　
　
菜
穂
子
は
さ
う
思
ひ
な
が
ら
、
し
か
し
も
う
ど
う
で
も
好
い
や
う
に
、
夫

７



　
　
の
方
へ
、
何
か
見
据
ゑ
て
ゐ
る
や
う
な
癖
に
何
も
見
て
は
ゐ
な
い
ら
し
い
。

　
　
例
の
空
虚
な
眼
ざ
し
を
向
け
出
し
た
。
／
圭
介
は
こ
ん
ど
は
何
か
抜
き
さ
し

　
　
な
ら
な
い
気
持
ち
で
、
そ
れ
を
ぢ
つ
と
自
分
の
小
さ
な
眼
で
受
け
と
め
て
ゐ

　
　
た
。
（
二
十
三
）

　
菜
穂
子
の
「
大
き
い
眼
」
に
対
し
て
圭
介
が
「
小
さ
い
眼
」
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
無
作
為
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
大
き
さ
は
菜
穂
子
や
明
の
よ
う
に
夢
を
求
め

え
な
い
俗
物
性
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
圭
介
は
こ
こ
で

は
じ
め
て
、
そ
れ
ま
で
目
を
外
ら
さ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
菜
穂
子
の
視
線
を
受

け
止
め
て
い
る
。
別
な
場
所
で
は
空
け
た
よ
う
に
な
り
か
け
る
圭
介
の
描
写
も
あ

り
、
菜
穂
子
の
生
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
る
き
ざ
し
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
堀
が

圭
介
を
通
し
て
書
き
た
か
っ
た
も
の
は
、
こ
の
「
俗
物
」
圭
介
の
「
覚
醒
」
、
「
母
」

に
代
表
さ
れ
る
日
常
的
空
間
か
ら
の
救
済
で
は
な
か
っ
た
か
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
が

変
革
し
て
い
く
に
は
ま
だ
時
間
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
。

　
な
お
、
こ
の
よ
う
な
圭
介
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
次
作
「
笹
野
」
の

　
「
男
」
に
は
、
も
っ
と
確
か
な
形
で
の
生
の
継
承
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
笹
野
」
の

男
は
女
の
愛
の
烈
し
さ
を
受
け
止
め
ら
れ
ず
、
連
れ
添
っ
た
妻
と
別
居
す
る
。
そ

の
後
訪
ね
て
行
こ
う
と
す
る
が
、
圭
介
と
同
じ
く
「
急
に
何
物
か
に
阻
ま
れ
る
や

う
な
心
持
ち
」
で
自
分
の
生
活
空
間
へ
と
引
き
返
す
。
ま
た
、
い
て
も
た
っ
て
も

い
ら
れ
な
く
な
っ
て
訪
ね
て
行
く
が
、
女
が
い
な
い
こ
と
を
知
る
と
「
快
い
物
思

ひ
」
を
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
設
定
と
圭
介
の
設
定
と
の
類
似
と
、
男
が
国
主

と
な
っ
た
後
に
女
を
持
ら
せ
、
し
か
も
女
が
昔
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
が
つ
い

て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
点
と
を
綜
合
し
て
考
え
る
と
、
俗
物
と
い
う
点
に
お
い

て
男
は
圭
介
の
後
身
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
そ
の
男
は
作
品

の
最
後
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
感
懐
を
見
せ
る
。

　
　
　
　
「
し
つ
か
り
し
て
ゐ
て
く
れ
」
男
は
女
の
背
を
撫
で
な
が
ら
、
漸
つ
と
い

　
　
ま
自
分
に
返
さ
れ
た
こ
の
女
、
－
こ
の
女
ほ
ど
自
分
に
近
し
い
、
こ
れ
は

　
　
ど
貴
重
な
も
の
は
ゐ
な
い
の
だ
と
い
ふ
こ
と
が
は
つ
き
り
と
身
に
し
み
て
分

　
　
か
っ
た
。
（
中
略
）
こ
の
女
こ
そ
こ
の
世
で
自
分
の
め
ぐ
り
あ
ふ
こ
と
の
出
来

　
　
た
唯
一
の
為
合
せ
で
あ
る
こ
と
を
は
じ
め
て
悟
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
女
は
こ
の
後
、
一
度
だ
け
眼
を
大
き
く
見
開
い
て
男
の
顔
を
い
ぶ
か
し
そ
う
に

見
つ
め
て
死
ん
で
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
間
に
愛
情
が
再
燃
し
た
と
は
考

え
に
く
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
女
の
愛
情
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
い

る
男
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
間
違
い
が
あ
る
ま
い
。
女
の
生
は

男
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
曜
野
」
は
「
菜
穂
子
」
と

別
の
作
品
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
こ
の
作
品
を
論
じ
る
の
は
お
か
し
い
が
、
圭
介
と

男
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
圭
介
の
菜
穂
子
の
生
を
継
承
す
る
可
能
性
を
理
解
し

や
す
く
な
る
か
と
思
わ
れ
る
の
で
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。

四
　
菜
穂
子
の
「
眼
ざ
し
」
に
つ
い
て

　
次
は
こ
の
作
品
の
ヒ
ロ
イ
ン
菜
穂
子
の
眼
ざ
し
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
作
品
に

現
れ
る
菜
穂
子
に
か
か
わ
る
眼
ざ
し
の
描
写
の
主
な
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。七十

二
十
五

十
七

［
Ａ
］
　
菜
穂
子
が
見
る
（
考
え
る
）
「
眼
ざ
し
」

「
血
走
っ
た
目
つ
き
」
　
（
許
嫁
危
篤
の
青
年
）

「
少
し
険
を
帯
び
た
眼
ざ
し
ら
し
い
も
の
」
　
（
想
像
上
の
姑
）

コ
枚
の
本
の
葉
を
不
思
議
さ
う
に
見
守
っ
て
ゐ
る
自
分
の
目
っ

　
き
」
　
「
こ
ん
な
私
の
目
つ
き
」
　
（
以
上
菜
穂
子
）

「
何
か
決
意
し
た
と
こ
ろ
の
あ
る
や
う
な
生
き
生
き
し
た
眼
ざ
し
」

　
（
技
師
）

「
笑
を
含
ん
だ
目
」
（
看
護
婦
）
　
「
大
き
な
眼
」
　
「
眼
を
大
き
く
見

　
ひ
ら
い
て
」
　
「
同
意
を
求
め
る
や
う
な
眼
っ
き
」
　
「
本
当
に
困
惑

　
し
た
や
う
な
眼
っ
き
」
　
「
大
き
い
眼
」
　
（
以
上
明
）

二
十
三
　
「
小
さ
な
眼
」
　
（
圭
介
）

８



七　二一十
二

十
七

十
九

二
十
三

「
Ｂ
」
　
菜
穂
子
の
「
眼
ざ
し
」

「
空
虚
な
眼
ざ
し
」
　
「
宙
に
浮
い
た
眼
ざ
し
」

「
空
を
見
入
っ
て
ゐ
た
や
う
な
あ
の
時
の
眼
ざ
し
」
　
「
あ
ん
な
空
虚

　
な
眼
ざ
し
」

「
我
知
ら
ず
貧
る
や
う
な
目
つ
き
」
　
「
無
気
味
な
ほ
ど
大
き
な
眼
」

「
少
し
宦
れ
た
せ
い
か
一
層
大
き
く
な
っ
た
や
う
な
眼
」
　
「
急
に
暗

　
く
陰
っ
た
眼
」

「
何
か
彼
を
憐
れ
む
や
う
な
目
つ
き
」
　
「
こ
ん
な
目
つ
き
」
　
「
揮
楡

　
す
る
や
う
な
眼
ざ
し
」

［
空
け
た
や
う
な
眼
ざ
し
］
　
「
痛
々
し
い
眼
ざ
し
」

「
絶
え
ず
自
分
に
っ
き
ま
と
う
て
来
る
菜
穂
子
の
眼
ざ
し
」
　
「
そ
の

　
眼
ざ
し
」

「
何
か
咎
め
る
や
う
な
き
び
し
い
眼
っ
き
」
　
「
そ
ん
な
彼
女
の
目
っ

　
き
」

「
い
か
に
も
冷
や
か
な
目
つ
き
」
　
「
元
の
冷
や
か
な
目
つ
き
」
　
「
怒

　
っ
た
や
う
な
目
つ
き
」

「
見
据
ゑ
る
や
う
な
眼
ざ
し
」
　
「
そ
ん
な
眼
っ
き
」

「
何
か
見
据
え
る
や
う
な
眼
っ
き
」
　
「
大
き
い
眼
」
　
「
癖
の
あ
る
眼

　
つ
き
」

「
何
か
見
据
ゑ
て
ゐ
る
や
う
な
癖
に
何
も
見
て
は
ゐ
な
い
ら
し
い
、

例
の
空
虚
な
眼
ざ
し
」

　
一
見
し
て
、
空
を
見
つ
め
る
眼
ざ
し
の
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
明
や

圭
介
か
ら
何
度
も
確
認
さ
れ
、
ま
た
、
以
前
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
と
の
回
想
も
さ

れ
て
い
る
の
で
、
諸
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
菜
穂
子
の
造
型
の
重
要
な
部
分

を
構
築
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
眼
ざ
し
が
他
に
様
々
な
表
現
を

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
ま
ず
空
を
見
つ
め
る
眼
ざ
し
以

外
の
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
箇
所
か
ら
、
彼
女
の
心
の
動
き
に
つ
い
て
考
え
て
み

　
彼
女
の
眼
ざ
し
が
、
別
な
表
現
で
描
か
れ
て
い
る
所
は
、
許
嫁
の
為
に
泣
く
青

年
、
死
を
覚
悟
で
下
山
す
る
青
年
技
師
、
明
、
圭
介
と
関
わ
る
部
分
で
あ
る
。

　
菜
穂
子
が
初
め
に
空
虚
以
外
の
眼
ざ
し
で
見
つ
め
る
の
は
、
許
嫁
が
危
篤
か
ら

持
ち
直
し
た
こ
と
を
喜
ん
で
病
人
に
も
わ
か
る
ほ
ど
嬉
し
泣
き
に
泣
き
じ
ゃ
く
る

青
年
で
あ
る
。
彼
女
は
最
初
は
事
情
を
知
ら
ず
、
許
嫁
が
死
ん
だ
も
の
と
思
っ
て

　
「
見
る
に
忍
び
な
い
や
う
に
、
い
そ
い
で
」
通
り
過
ぎ
る
が
、
事
情
を
知
っ
た
後

で
は
、
「
我
知
ら
ず
貪
る
や
う
な
眼
つ
き
」
で
青
年
の
肩
に
見
入
り
、
そ
の
傍
を
「
大

股
に
ゆ
つ
く
り
」
通
り
過
ぎ
る
。
そ
の
日
か
ら
「
妙
に
心
の
重
苦
し
い
や
う
な
日
々
」

を
送
っ
た
彼
女
は
、
娘
が
死
に
、
青
年
が
姿
を
消
し
た
時
に
そ
の
「
重
苦
し
い
も

の
か
ら
の
釈
放
」
を
感
じ
る
（
七
章
）
。

　
ま
た
ヽ
医
師
の
忠
告
も
聞
か
ず
に
ヽ
自
分
の
研
究
を
完
成
す
る
た
め
に
下
山
し
　
一

よ
う
と
し
て
い
る
若
い
農
林
技
師
に
対
し
て
は
、
「
何
か
切
迫
し
た
生
気
が
眉
宇
に
　
一

漂
つ
て
ゐ
」
る
所
に
好
意
を
感
じ
る
（
ハ
章
）
。
こ
の
技
師
は
後
に
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム

に
戻
っ
て
く
る
が
、
そ
の
折
に
は
、
「
そ
の
と
き
の
何
か
決
意
し
た
と
こ
ろ
の
あ
る

や
う
な
そ
の
青
年
の
生
き
生
さ
し
た
眼
が
し
」
に
強
く
心
を
動
か
さ
れ
た
こ
と
を

思
い
出
し
、
彼
に
「
他
人
事
で
な
い
や
う
な
気
」
を
感
じ
て
い
る
（
十
五
章
）
。

　
菜
穂
子
は
明
ら
か
に
青
年
や
技
師
に
見
ら
れ
る
誠
実
で
真
摯
な
生
の
姿
勢
に
強

い
関
心
を
示
し
て
い
る
（
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
や
っ
て
き
た
義
母
に
感
じ
る
虚
偽
も
、

そ
の
裏
返
し
で
あ
ろ
う
）
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
れ
を
重
荷
と
も
感
じ
て
い
る
。
こ

の
事
は
、
明
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
よ
り
鮮
明
な
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。

　
三
章
に
お
い
て
菜
穂
子
は
母
三
村
夫
人
の
死
に
よ
っ
て
「
自
分
を
祥
つ
て
ま
で
」

よ
そ
よ
そ
し
い
生
活
に
「
堪
へ
て
ゐ
る
理
由
が
少
し
も
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
や

う
に
」
感
じ
る
。
そ
し
て
、
「
結
婚
前
の
既
に
失
は
れ
た
自
分
自
身
に
対
す
る
一
種

の
郷
愁
の
や
う
な
も
の
」
を
募
ら
せ
な
が
ら
も
菜
穂
子
は
な
お
そ
れ
に
堪
え
て
い

こ
う
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
明
と
の
遍
超
は
、
そ
の
菜
穂
子
に
夫
と
外
出
し
た



り
す
る
の
を
不
快
に
感
じ
さ
せ
る
。
菜
穂
子
に
「
自
分
を
祥
つ
て
い
る
と
云
ふ
意

識
」
を
は
っ
き
り
意
識
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
自
分
を
洋
つ
て
い
る
と
云
よ
意
識
」
に
つ
い
て
は
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で

の
明
と
の
再
会
の
場
面
（
十
七
章
）
に
お
い
て
菜
穂
子
は
再
び
意
識
さ
せ
ら
れ
て

い
る
。
菜
穂
子
は
「
大
き
な
眼
」
で
は
っ
き
り
と
意
志
を
伝
え
る
明
に
終
始
冷
た

い
限
ざ
し
で
接
す
る
か
、
も
し
く
は
眼
を
つ
ぶ
る
と
い
う
形
で
描
写
さ
れ
、
明
と

距
離
を
置
こ
う
と
す
る
姿
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
明
が
別
れ
を
告
げ
る
時

に
は
「
何
物
か
か
ら
釈
き
放
さ
れ
る
や
う
な
感
情
」
を
味
わ
い
、
「
自
分
自
身
に
祥

つ
て
ゐ
た
感
情
」
を
自
覚
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
内
実
は
、
菜
穂
子

自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
自
分
の
生
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
自
分
の

夢
の
限
界
を
突
き
止
め
て
こ
よ
う
と
し
て
い
る
や
う
な
真
摯
さ
」
を
相
手
は
も
ち

ろ
ん
、
自
分
白
身
に
さ
え
は
っ
き
り
肯
定
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
隔
著
で
あ
る
。

彼
女
は
こ
こ
に
お
い
て
、
真
摯
な
生
に
ひ
か
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
重
荷
に
感
じ
、

素
直
に
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
自
分
の
隔
著
に
気
付
い
て
い
る
。

　
菜
穂
子
は
、
以
後
、
自
ら
の
孤
独
を
切
実
な
問
題
と
し
て
考
え
、
夫
の
手
紙
の

中
に
何
か
を
求
め
何
度
も
読
み
直
す
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
東
京
行
を
決
行
す
る
。

そ
れ
が
彼
女
を
そ
の
惨
め
な
孤
独
か
ら
救
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
今
度

は
彼
女
の
空
虚
な
「
眼
ざ
し
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
　
　
し
か
し
一
方
、
彼
女
は
よ
み
返
れ
ば
よ
み
返
る
ほ
ど
、
漸
く
か
う
し
て
取

　
　
り
戻
し
出
し
た
自
分
自
身
が
、
あ
れ
ほ
ど
そ
れ
に
対
し
て
彼
女
の
郷
愁
を
催

　
　
し
て
ゐ
た
以
前
の
自
分
と
は
何
処
か
違
っ
た
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
の
を
認
め

　
　
な
い
訳
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
彼
女
は
も
う
昔
の
若
い
娘
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
も
う
∵
人
で
は
な
か
っ
た
。
不
本
意
に
も
、
既
に
人
の
妻
で
あ
っ
た
。
そ
の

　
　
重
苦
し
い
日
常
の
動
作
は
、
こ
ん
な
孤
独
な
暮
し
の
中
で
も
彼
女
の
す
る
事

　
　
な
す
事
に
は
も
は
や
そ
の
意
味
を
失
ひ
な
が
ら
も
、
い
ま
だ
に
執
拗
に
空
を

　
　
描
き
つ
づ
け
て
ゐ
た
。
彼
女
は
今
で
も
相
変
ら
ず
、
誰
か
が
自
分
と
一
し
よ

　
　
に
ゐ
る
か
の
や
う
に
、
何
ん
と
云
よ
事
も
な
し
に
眉
を
ひ
そ
め
た
り
、
笑
を

　
　
つ
く
つ
た
り
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
か
ら
彼
女
の
眼
ざ
し
は
と
き
ど
き
ひ
と
り
で

　
　
に
、
何
か
気
に
入
ら
な
い
も
の
を
見
と
が
め
で
も
す
る
か
の
や
う
に
、
長
い

　
　
こ
と
空
を
見
つ
め
た
き
り
で
ゐ
た
り
し
た
。
（
七
）

　
菜
穂
子
は
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
入
る
と
孤
独
の
中
の
蘇
生
の
喜
び
を
感
じ
る
。

し
か
し
、
同
時
に
そ
の
様
な
生
活
に
対
す
る
疑
念
を
も
抱
い
て
い
る
（
こ
の
構
造

は
以
後
作
品
中
で
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
次
第
に
そ
の
疑
念
が
大
き

く
な
っ
て
い
る
。
真
摯
な
生
を
生
き
る
欲
求
と
、
そ
れ
を
隠
蔽
せ
ん
と
す
る
彼
女

の
心
の
葛
藤
は
こ
の
よ
う
な
所
に
も
現
れ
て
い
る
）
。
右
に
あ
げ
た
の
は
菜
穂
子
が

サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
入
っ
て
ま
も
な
く
の
感
懐
で
あ
る
が
、
「
何
処
か
違
っ
た
も
の
」

と
い
う
言
葉
か
ら
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
の
生
活
へ
の
彼
女
の
疑
念
が
幾
分
感
じ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
ま
た
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
何
か
気
に
入
ら
な
い
も
の
を
見

と
が
め
で
も
す
る
か
の
や
う
に
」
空
を
見
つ
め
て
い
る
彼
女
の
眼
ざ
し
で
あ
る
。

彼
女
は
一
人
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
日
常
の
慣
習
か
ら
は
自
由
な
は
ず
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
は
心
に
も
な
い
表
情
を
作
る
な
ど
日
常
の
慣
習
か

ら
容
易
に
抜
け
出
せ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
虚
偽
・
慣
習
に
彼
女
は

　
「
何
か
気
に
入
ら
な
い
も
の
を
見
と
が
め
で
も
す
る
か
の
や
う
に
」
眼
ざ
し
を
向

け
る
の
で
あ
る
。
菜
穂
子
は
、
九
章
で
も
、
姑
に
虚
偽
的
な
も
の
を
感
じ
、
「
何
か

気
に
入
ら
な
い
も
の
の
や
う
に
」
「
空
け
た
や
う
に
」
姑
を
見
据
え
て
い
る
。
二
十

三
章
で
は
「
人
間
の
習
慣
に
は
何
か
隔
著
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
」
と
思
い
な
が
ら
、

圭
介
に
「
空
虚
な
眼
ざ
し
」
を
向
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、

　
「
空
け
た
や
う
な
眼
ざ
し
」
に
は
そ
う
し
た
現
実
の
虚
偽
や
慣
習
に
抗
す
る
彼
女

の
心
情
の
投
影
と
い
う
一
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
菜
穂
子
は
彼
女
を
取
り

巻
く
現
実
の
虚
偽
や
慣
習
に
妥
協
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
が
彼
女
に
空
虚

な
目
を
投
げ
さ
せ
る
理
由
の
一
つ
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
菜
穂
子
は
、
青
年
や
農
林
技
師
へ
の
眼
ざ
し
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
真
摯
な
生
を

希
求
し
て
い
る
（
そ
れ
は
「
結
婚
前
の
既
に
失
は
れ
た
自
分
に
対
す
る
一
種
の
郷

愁
」
と
い
う
言
葉
で
も
語
ら
れ
て
お
り
、
明
同
様
に
、
そ
の
真
摯
な
生
の
原
形
が

　
「
夢
か
ら
覚
め
よ
う
と
」
し
た
少
女
時
代
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
）
。
し
か
し
、
明

10



に
対
す
る
冷
た
い
眼
ざ
し
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
を
自
ら

に
禁
じ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
「
伴
つ
て
ゐ
る
と
い
う
意
識
」
「
重
苦
し
い
も
の
」

と
な
っ
て
彼
女
を
内
側
か
ら
告
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
女
は
じ
っ
と
そ
れ

に
堪
え
て
い
る
。
し
か
も
、
現
実
の
虚
偽
や
慣
習
に
向
け
ら
れ
る
空
虚
な
眼
ざ
し

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
菜
穂
子
は
現
実
に
妥
協
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
彼
女
の

眼
ざ
し
は
そ
の
よ
う
な
心
の
有
り
様
を
う
ま
く
象
徴
し
て
い
る
。
眼
ざ
し
に
現
れ

た
こ
の
よ
う
な
心
の
閉
塞
状
況
か
ら
抜
け
出
す
に
は
、
三
人
の
真
摯
な
生
、
特
に

明
の
生
に
強
く
触
発
さ
れ
る
事
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
二
人
の
青
年
や
明
の
真
摯
な
生
に
感
銘
を
受
け
た
菜
穂
子
は
、
夫
圭
介
に
そ
の

生
の
伴
侶
と
し
て
の
役
割
を
求
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
常
に
裏
切
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
「
ま
あ
、
あ
な
た
で
し
た
の
？
」
菜
穂
子
は
漸
つ
と
ふ
り
返
る
と
、
少
し

　
　
寓
れ
た
せ
ゐ
か
、
一
層
大
き
く
な
つ
た
や
う
な
眼
で
彼
を
見
上
げ
た
。
そ
の

　
　
眼
は
一
瞬
異
様
に
赫
や
い
た
。
／
圭
介
は
そ
れ
を
見
る
と
、
何
か
ほ
つ
と
し
、

　
　
思
は
ず
胸
が
Ｉ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
／
「
一
度
来
よ
う
と
は
思
つ
て
ゐ
た
ん
だ

　
　
が
ね
。
な
か
な
か
忙
し
く
て
来
ら
れ
な
か
っ
た
。
」
／
夫
が
さ
う
云
ひ
訣
が
ま

　
　
し
い
事
を
云
ふ
の
を
聞
く
と
、
菜
穂
子
の
眼
か
ら
は
、
今
ま
で
あ
つ
た
異
様

　
　
な
赫
き
が
す
う
と
消
え
た
。
彼
女
は
急
に
暗
く
陰
っ
た
眼
を
夫
か
ら
離
す
と
、

　
　
二
重
に
な
っ
た
硝
子
窓
の
方
へ
そ
れ
を
向
け
た
。
（
十
一
）

　
　
　
彼
女
は
そ
れ
が
返
事
の
代
り
で
あ
る
や
う
に
、
只
大
き
い
眼
を
し
て
夫
の

　
　
方
を
ぢ
い
つ
と
見
守
っ
た
。
何
も
云
は
な
く
と
も
、
そ
の
眼
の
中
を
覗
い
て

　
　
何
も
か
も
分
か
つ
て
貰
ひ
た
さ
う
だ
っ
た
。
／
（
中
略
）
菜
穂
子
は
自
分
が

　
　
何
か
思
ひ
違
ひ
を
し
て
ゐ
た
事
に
気
が
つ
き
で
も
し
た
や
う
に
、
深
い
溜
息

　
　
を
つ
い
た
。
（
二
十
三
）

　
こ
こ
で
も
、
眼
ざ
し
の
描
写
が
、
そ
の
心
理
を
う
ま
く
大
し
て
い
る
。
双
方
で

菜
穂
子
の
服
が
、
「
大
き
い
眼
」
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
病
人
特
有
の
も

の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
明
の
「
大
き
い
眼
」
に
つ
い
て
の
説
明
を
援
用
す

れ
ば
、
圭
介
に
か
け
る
菜
穂
子
の
期
待
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

ま
た
、
そ
う
考
え
な
く
と
も
、
前
者
に
見
ら
れ
る
目
の
赫
や
き
と
言
い
訳
を
聞
く

だ
け
で
す
ぐ
に
か
げ
る
眼
ざ
し
や
、
後
者
に
見
ら
れ
る
「
何
も
か
も
わ
か
つ
て
貰

ひ
た
」
そ
う
な
眼
は
圭
介
に
た
い
す
る
期
待
と
失
望
の
大
き
さ
を
う
ま
く
表
現
し

て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
以
上
、
菜
穂
子
の
眼
ざ
し
の
分
析
を
通
し
て
、
「
空
け
た
や
う
な
眼
が
し
」
で
象

徴
さ
れ
る
菜
穂
子
の
よ
り
微
細
な
心
の
動
き
が
そ
の
眼
ざ
し
の
描
き
わ
け
か
ら
う

か
が
え
る
こ
と
、
菜
穂
子
が
現
状
か
ら
の
唯
一
の
救
い
と
考
え
た
の
が
、
夫
圭
介

と
の
語
ら
い
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
常
に
裏
切
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
な
ど
を

見
て
き
た
。
で
は
、
こ
の
作
品
の
末
尾
に
お
い
て
、
菜
穂
子
は
孤
立
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
も
は
や
詳
し
く
述
べ
る
余
裕
は
な
い
が
、
彼
女
の
行
動
が
「
新
し
い

人
生
の
道
を
そ
れ
と
な
く
指
し
示
し
て
ゐ
て
呉
れ
る
や
う
に
思
は
れ
て
来
た
」
（
二

十
四
章
）
と
い
う
彼
女
の
感
懐
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
ノ
ー
ト
に
か
か

れ
た
よ
う
な
「
夫
婦
愛
の
誕
生
」
と
い
う
も
の
で
は
な
く
と
も
、
そ
こ
に
彼
女
が

虚
偽
的
な
日
常
か
ら
脱
出
す
る
方
向
性
を
つ
か
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

五
　
生
の
継
承
に
つ
い
て

　
こ
こ
ま
で
、
明
、
圭
介
、
菜
穂
子
の
眼
ざ
し
を
手
掛
か
り
と
し
て
作
品
を
分
析

し
て
き
た
。
二
で
は
他
者
の
眼
が
し
の
間
、
即
ち
日
常
生
活
に
埋
没
し
て
い
た
明

か
、
菜
穂
子
の
眼
ざ
し
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
夢
に
目
覚
め
、
次
第
に
そ
の
希
求
を

強
め
て
い
く
姿
を
追
っ
て
き
た
。
ま
た
、
三
で
は
、
菜
穂
子
の
眼
ざ
し
を
受
け
止

め
得
な
か
っ
た
平
凡
な
男
圭
介
が
、
菜
穂
子
の
眼
ざ
し
を
受
け
止
め
、
そ
れ
と
同

化
し
か
け
な
が
ら
も
、
日
常
世
界
へ
と
回
帰
し
て
行
く
過
程
と
そ
の
覚
醒
の
可
能

性
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
そ
し
て
、
四
で
は
種
々
の
眼
ざ
し
に
よ
っ
て
表
現
し
分

け
ら
れ
て
い
る
様
々
な
思
い
に
引
き
裂
か
れ
な
が
ら
も
、
真
摯
な
眼
ざ
し
に
刺
激

さ
れ
、
菜
穂
子
が
自
ら
の
現
状
を
打
開
す
る
べ
く
日
常
に
働
き
か
け
て
い
く
様
を

簡
単
に
見
て
き
た
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
作
品
に
は
、
日
常
の
習
慣
に
絶
え
ず
牽
引
さ
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れ
つ
つ
も
、
真
摯
に
生
き
ん
と
す
る
他
者
と
の
関
り
に
よ
っ
て
自
ら
の
内
な
る
真

摯
な
生
へ
の
希
求
を
覚
醒
さ
れ
る
三
人
の
内
面
が
孤
独
な
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
登
場
人
物
が
そ
の

内
面
に
お
い
て
深
く
切
り
結
ぶ
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
眼
ざ
し
は
互
い

に
交
錯
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
互
い
の
眼
ざ
し
に
よ
っ
て
日
常
的
な
も
の
か

ら
の
脱
出
へ
と
導
か
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
明
と
菜
穂
子
の
生
は
他
者
に
よ

っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
死
を
前
に
し
か
明
か
雪
煙
が
上
が
る

の
を
見
る
場
面
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
感
懐
で
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
「
お
れ
の
一
生
は
あ
の
冷
い
炎
の
や
う
な
も
の
だ
。
－
お
れ
の
過
ぎ
て

　
　
来
た
跡
に
は
、
一
す
ぢ
何
か
が
残
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
。
そ
れ
も
他
の
風
が
来

　
　
る
と
跡
方
も
無
く
消
さ
れ
て
し
ま
ふ
や
う
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
。

　
　
そ
の
跡
に
は
又
き
つ
と
お
れ
に
似
た
者
が
お
れ
の
に
似
た
跡
を
残
し
て
行
く

　
　
に
ち
が
ひ
な
い
。
或
運
命
が
さ
う
や
つ
て
一
つ
の
も
の
か
ら
他
の
も
の
へ
と

　
　
絶
え
ず
受
け
継
が
れ
る
の
だ
。
」
（
二
十
一
）

　
こ
の
雪
煙
の
形
象
と
類
似
の
形
象
は
、
後
に
「
楡
の
家
」
と
し
て
「
菜
穂
子
」

に
組
み
込
ま
れ
る
「
物
語
の
女
」
へ
の
書
き
込
み
や
、
堀
辰
雄
の
最
後
の
作
品
「
雪

の
上
の
足
跡
」
（
『
新
潮
』
、
昭
和
二
十
一
年
三
月
号
）
な
ど
に
も
見
え
、
こ
の
時
期

に
彼
が
生
が
継
承
さ
れ
る
と
い
う
運
命
観
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な

い
。
彼
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
運
命
観
を
待
っ
た
の
か
、
な
ぜ
こ
こ
に
こ
の
よ
う
な

形
象
を
描
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
時
代
を
ふ
ま
え
た
上
で
な
お
Ｉ
考
を
要
す
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
こ
こ
ま
で
に
見
て
き
た
「
眼
ざ
し
」
の
考
察

を
頭
に
置
く
時
、
、
こ
の
感
懐
は
「
明
は
ま
さ
し
く
孤
独
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
は
如

何
な
る
慰
め
も
な
い
永
遠
の
孤
独
で
あ
り
、
一
す
じ
の
黎
明
の
光
も
洩
れ
ぬ
夜
の

果
て
で
あ
る
」
と
い
う
絶
対
的
な
孤
独
を
描
い
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
こ

に
は
こ
の
作
品
の
眼
ざ
し
の
描
写
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
真
摯
な
生
か
確
か
に

継
承
さ
れ
る
事
に
対
す
る
堀
の
期
待
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ

そ
が
、
こ
の
作
品
の
、
主
題
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
の
後
に
書
か
れ
た
「
礦
野
」
を

考
え
に
入
れ
る
時
、
後
期
堀
文
学
の
目
指
し
た
方
向
性
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

rご

汪

Ｗ

　
本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
筑
摩
書
戻
版
全
集
第
二
巻
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
漢
字
は

す
べ
て
新
字
体
に
直
し
て
使
用
し
た
。

　
本
論
文
は
一
九
九
三
年
九
月
二
十
六
日
に
大
分
県
労
働
福
祉
会
館
で
行
わ
れ
た

西
日
本
国
語
国
文
学
会
で
の
発
表
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
多
く
の
方
々

か
ら
有
益
な
指
摘
を
い
た
だ
い
た
事
を
紙
上
を
か
り
て
お
礼
い
た
し
た
い
。

巾
　
「
狐
の
手
套
」
（
昭
和
八
年
五
月
『
セ
ル
バ
ン
』
発
表
）
の
一
節
。

　
　
他
に
、
「
堀
辰
雄
の
小
説
的
想
像
力
の
起
点
は
、
屡
々
あ
る
風
景
で
あ
」
っ
て
、
た

　
　
と
え
ば
「
菜
穂
子
」
の
氷
室
の
場
面
は
ま
ず
氷
室
の
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
、
そ
こ

　
　
か
ら
早
苗
が
、
そ
し
て
そ
の
相
手
と
し
て
明
が
想
起
さ
れ
て
い
っ
た
と
の
中
村
真

　
　
一
郎
の
論
文
（
「
堀
辰
雄
」
、
『
国
文
学
』
昭
和
五
十
二
年
七
月
号
）
な
ど
も
あ
り
、

　
　
堀
の
作
品
に
お
い
て
、
語
句
に
注
目
し
て
の
分
析
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

個
　
横
光
利
一
、
江
川
書
房
刊
『
聖
家
族
』
序
、
昭
和
七
年
二
月

閣
　
昭
和
十
六
年
三
月
・
『
中
央
公
論
』
第
五
十
六
巻
第
三
号
に
発
表
。
こ
の
作
品
に
四

　
　
つ
の
形
が
あ
る
こ
と
は
福
永
武
彦
が
「
『
菜
穂
子
』
創
作
ノ
オ
ト
考
」
（
昭
和
五
十

　
　
三
年
、
八
月
麦
書
房
刊
『
「
菜
穂
子
」
創
作
ノ
オ
ト
及
び
覚
書
』
所
収
）
で
指
摘
し

　
　
た
。
今
回
は
第
二
の
形
「
二
部
作
・
菜
穂
子
」
の
う
ち
、
「
菜
穂
子
」
の
部
分
だ
け

　
　
に
考
察
を
試
み
た
。

㈲
　
論
の
便
宜
上
、
各
節
の
初
め
に
「
眼
ざ
し
」
「
目
」
「
目
つ
き
」
及
び
そ
れ
に
準
ず

　
　
る
表
現
の
有
る
箇
所
を
挙
げ
た
が
、
眼
が
一
般
的
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
場
合

　
　
　
（
「
目
を
そ
ら
す
」
等
）
は
除
い
た
。
「
見
つ
め
る
」
「
見
や
る
」
等
類
似
の
表
現
も

　
　
多
い
が
、
今
回
は
対
象
か
ら
除
く
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
当
然
そ
の
眼
ざ
し
が
誰

　
　
に
よ
っ
て
見
ら
れ
（
語
ら
れ
）
て
い
る
か
、
と
い
う
点
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
の

　
　
だ
が
、
今
回
の
考
察
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
考
慮
し
て
い
な
い
。
問
題
が
残
る
所

　
　
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
用
例
の
上
に
記
し
た
数
字
は
そ
の
表
現
が
出
て
く
る
章
、
（
　
）
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内
に
記
し
た
人
名
等
は
そ
の
眼
ざ
し
で
見
て
い
る
対
象
で
あ
る
。

㈲
　
竹
内
済
巳
「
堀
辰
雄
『
菜
穂
子
』
論
―
－
存
在
要
式
の
極
北
－
・
」
（
請
文
論
叢
、

　
　
昭
和
五
十
一
年
五
月
）
で
は
「
菜
穂
子
の
孤
独
自
体
、
虚
無
自
体
と
な
っ
た
存
在

　
　
の
様
態
を
極
点
で
結
晶
さ
せ
る
た
め
の
こ
と
ば
が
、
『
空
』
の
眼
ざ
し
な
の
で
あ

　
　
る
。
」
と
し
、
菜
穂
子
が
人
間
存
在
の
極
北
を
象
徴
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

㈲
　
引
用
は
順
に
以
下
の
通
り
で
あ
る

　
　
加
藤
周
一
、
角
川
文
庫
版
『
菜
穂
子
』
作
品
解
説

　
　
三
島
由
紀
夫
、
『
現
代
文
学
は
古
典
た
り
う
る
か
』
、
昭
和
三
十
二
年
九
月
、
新
潮

　
　
社
刊

　
　
遠
藤
周
作
、
「
テ
レ
ー
ズ
と
菜
穂
子
と
」
、
昭
和
五
十
九
年
八
月
、
『
新
潮
』

　
　
こ
の
他
に
も
同
種
の
批
判
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

閉
　
田
申
請
光
「
『
菜
穂
子
』
の
完
成
」
（
『
堀
辰
雄
‐
－
―
魂
の
旅
』
昭
和
五
十
三
年
九
月
、

　
　
文
京
書
房
）
同
書
の
以
下
の
指
摘
も
合
わ
せ
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
趣
旨
は
明
快

　
　
で
あ
ろ
う
。

　
　
「
彼
を
本
当
に
俗
人
と
し
て
描
く
の
で
あ
れ
ば
、
病
院
経
営
や
入
院
費
用
、
体
裁

　
　
と
い
う
方
面
に
関
心
を
よ
せ
、
会
社
の
仕
事
が
頭
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
に
す
れ
ば

　
　
い
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
菜
穂
子
に
つ
い
て
考
え
、
『
生
と
死
の
絨
毯
』
と

　
　
い
う
生
の
本
質
を
見
て
い
る
。
」

圓
　
遠
藤
周
作
「
実
存
の
悲
劇
（
都
築
明
の
旅
）
」
（
「
堀
辰
雄
論
覚
え
書
」
、
『
高
原
』
昭

　
　
和
二
十
三
年
七
月
）
　
た
だ
し
『
堀
辰
雄
』
（
昭
和
三
十
年
十
一
月
一
古
堂
刊
）
に

　
　
よ
っ
た
。
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