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「
転
用
」
の
物
語

　
　
　
1
ヘ
ン
リ
ー
・

ジ
ェ

イ
ム
ズ
の

『
少
年
と
他
の
人
々
』
論
－

　
『
少
年
と
他
の
人
々
』
£
吻
§
き
b
ミ
§
、
o
§
雨
葛
）
は
、

亡
き
兄
ウ
ィ
リ
ァ
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
（
峯
昌
庁
昌
旨
昌
鶉
）
の
追

想
録
あ
る
い
は
家
族
史
を
意
図
し
て
書
き
始
め
ら
れ
た
も
の
の
、

執
筆
過
程
で
自
伝
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
複
雑
な
成
立
事
情

　
　
＾
1
）

の
た
め
に
、
家
族
史
と
も
自
伝
と
も
言
い
切
れ
な
い
暖
昧
な
性
質

を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
研
究
に
お
い

て
近
年
に
至
る
ま
で
十
分
な
扱
い
を
受
け
て
こ
な
か
っ
た
の
も
、

「
自
伝
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
研
究
の
後
発
性
も
さ
る
こ
と
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ら
、
こ
の
暖
昧
性
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
本
作
品
を
自
伝
と

し
て
読
も
う
と
す
る
場
合
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
と
は
関
係
が
希
薄

に
思
わ
れ
る
一
族
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
部
分
を
ど
う
扱
え
ぱ
よ
い
の

か
と
い
う
問
題
が
絶
え
ず
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
茗
）

ま
よ
い
、
脱
線
す
る
ス
タ
イ
ル
」
と
評
さ
れ
た
こ
の
作
晶
で
は
、

町
　
田

み

ど

ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
も
無
視
さ
れ
た
上
、
何
が
本
題
だ
っ
た
の
か
わ
か

ら
な
く
な
る
ほ
ど
逸
脱
に
逸
脱
を
重
ね
て
無
数
の
エ
ビ
ソ
ー
ド
が

語
ら
れ
て
い
く
。
本
稿
で
は
回
想
さ
れ
る
が
ま
ま
に
揮
然
と
語
ら

れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
群
を
貫
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
見
出
し
、
さ
ら
に

こ
の
自
伝
行
為
を
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
人
生
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
関

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

連
づ
け
て
論
じ
て
み
た
い
。

分
枝
す
る
文
章

　
「
ど
の
章
も
、
日
付
だ
け
で
な
く
、
語
り
の
内
容
に
お
い
て
も

異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
て
…
…
み
な
語
る

意
識
の
精
神
の
偶
然
に
よ
っ
て
結
ぴ
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
章
だ
け
で
は
な
く
、
段
落
も
文
も
そ
の
材
料
を
不
規
則
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

方
法
で
集
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
」
と
い
う
、
・
、
リ
セ
ン
ト
．
べ
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（39）　「転用」の物語

ル
（
≦
≡
o
彗
↓
思
5
の
コ
メ
ン
ト
は
『
少
年
と
他
の
人
々
」

を
読
ん
だ
大
方
の
読
者
の
印
象
を
代
弁
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の

ベ
ル
の
指
摘
は
文
レ
ベ
ル
で
経
験
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
章
単

位
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
る
と
言
い
換
え
た
方
が
よ
り
適
切
で
あ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ぱ
読
者
は
、
既
に
第
一
章
の
文
レ
ベ
ル
に
お
い

て
そ
の
よ
う
な
印
象
を
抱
く
・
か
ら
で
あ
る
。
実
に
十
数
行
に
及
ぷ

以
下
の
一
文
に
ベ
ル
の
指
摘
し
た
こ
と
が
す
べ
て
包
含
さ
れ
て
い

る
。　

　
我
々
の
子
供
時
代
の
世
界
は
と
も
か
く
素
朴
な
新
鮮
な
息
吹

　
　
を
発
す
る
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
私
は
そ
の
純
粋
な
息
吹
を
、

　
　
我
々
が
幼
児
期
に
過
、
こ
し
た
オ
ル
バ
ニ
ー
の
長
い
夏
の
午
後

　
　
の
大
気
そ
の
も
の
と
し
て
思
い
出
す
の
だ
ー
そ
こ
で
過
，
こ

　
　
し
た
時
間
は
、
た
っ
ぷ
り
し
た
余
暇
の
味
わ
い
が
し
た
。
ま

　
．
だ
本
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ベ
ッ
ド
を
い
や
ベ
ビ
ー

ベ
ッ
ド
を
離
れ
始
め
る
年
齢
で
は
あ
っ
た
。
田
舎
町
の
一
部

の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
広
大
な
裏
庭
で
取
っ
て
食
べ
た
桃
の

味
わ
い
が
し
た
。
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
の
叔
父
や

叔
母
や
従
兄
弟
の
味
わ
い
が
し
た
。
ま
た
不
思
議
な
、
伝
説

的
な
召
使
い
た
ち
の
味
わ
い
が
し
た
。
彼
女
た
ち
は
み
な
古

風
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
で
、
彼
女
た
ち
の
お
馴
染
み
の
台
詞

や
「
人
生
批
評
」
は
代
々
伝
え
ら
れ
て
い
く
の
だ
が
、
は
っ

き
り
と
し
な
い
親
族
関
係
や
遠
い
土
地
の
話
も
同
様
で
1

い
つ
も
煙
に
ま
か
れ
た
よ
う
な
感
じ
を
受
け
た
が
－
そ
れ

は
花
開
い
て
、
ま
る
で
小
さ
な
固
い
す
も
も
の
実
に
な
る
か

の
よ
う
に
、
逸
話
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
と
り
わ
け

大
き
な
木
陰
豊
か
な
響
応
す
る
家
の
味
が
し
た
。
そ
こ
で
は
、

穏
や
か
に
溜
息
を
つ
く
未
亡
人
と
な
っ
た
祖
母
、
旧
名
キ
ャ

サ
リ
ン
・
バ
ー
バ
ー
が
い
て
、
彼
女
の
態
度
は
、
複
雑
に
入

り
組
み
増
大
す
る
人
間
関
係
を
諦
念
と
と
も
に
受
け
入
れ
て

い
た
よ
う
で
、
も
て
な
し
を
、
た
し
か
に
、
際
限
な
い
も
の

で
は
あ
っ
た
が
、
ど
う
や
ら
喜
び
も
な
く
、
施
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

．
．
冒
〔
；
o
峯
o
『
巨
o
H
◎
…
o
巨
－
α
ブ
◎
o
凸
①
x
す
巴
＆
算
與
目
く

冨
3
｝
色
昌
旦
①
R
⑭
争
目
霧
ω
一
與
目
o
－
8
言
サ
津
ω
o
昌
⑦

耳
雷
員
呉
昌
二
邑
彗
；
①
≧
σ
彗
ぎ
畠
；
①
く
Φ
q
巴
『

○
申
一
〇
目
①
目
彗
ヨ
ヨ
害
良
8
；
o
o
＝
ω
1
0
8
豊
－
o
；
冨
ω
饒
コ
o
q

o
｛
四
昌
亘
①
匡
ω
昌
9
ω
三
一
σ
o
o
＝
窃
9
く
g
σ
o
①
q
ま
邑
コ
o
q
ざ

σ
①
g
昌
露
9
o
『
o
ユ
⊆
窒
ω
一
試
g
ぎ
①
q
o
↓
g
8
窒
亭
一
〇

〇
q
彗
o
①
目
o
g
o
す
窃
ぎ
団
－
亭
①
H
巴
σ
8
斥
ξ
彗
α
冨
胃
津
o
ミ

暮
呉
ξ
鶉
g
≡
巴
昌
◎
g
o
画
『
一
〇
h
φ
o
o
⊆
葦
q
↓
o
ξ
目
二
麸
－
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ユ
コ
o
q
o
｛
昌
彗
｝
－
色
N
＆
⊆
；
一
①
9
警
巨
9
8
易
巨
ω
一
〇
｝

g
蟹
目
o
q
①
一
晶
竃
3
ミ
α
o
昌
①
ω
葦
ω
一
ヲ
＜
g
①
s
冨
気
一
昌
一

嘗
島
邑
s
＝
く
ヨ
ω
戸
彗
o
ミ
ぎ
竃
ず
昌
＝
－
彗
冨
昌
胃
訂

○
目
o
．
．
含
三
〇
7
目
o
h
≡
o
．
．
奏
①
亮
す
凹
目
｛
①
o
匡
o
≦
p
易

考
①
＝
轟
O
｝
隻
目
旺
昌
＝
く
冨
ヨ
昌
S
ま
O
冨
～
目
O
－
0
8
一
芝
；
－

色
o
冨
ー
ヨ
く
g
弐
8
ゴ
o
冨
　
竺
冬
印
苫
－
芽
算
　
o
o
ξ
g
＆

ぎ
8
0
罵
a
0
8
易
巨
a
吻
昌
彗
ゴ
彗
｛
亘
巨
昌
ω
一
冨
9
ぎ
O
q

き
o
く
①
與
＝
o
－
印
巨
o
q
冒
仁
g
－
争
ぎ
＆
ω
彗
o
自
q
ぎ
畠
①

3
婁
巨
争
印
8
；
㌣
ω
尉
巨
コ
o
q
三
ま
冬
＆
o
q
『
彗
o
昌
o
乎
員

O
｝
巨
一
〇
ユ
コ
①
｝
與
『
一
〕
①
『
σ
｝
σ
」
『
一
P
峯
す
o
ω
①
①
ヰ
毒
冒
匝
①
峯
印
ω

印
冨
ω
釘
目
＆
8
冨
9
昌
烏
ω
ω
o
｝
8
昌
o
＝
8
ゴ
o
冨
與
箏
旦
曽
－

○
篶
ご
◎
冨
一
昌
召
g
ω
＆
凹
目
コ
o
ω
口
訂
；
く
ω
8
昌
ぎ
o
q
｛
與
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
冊
）

』
o
芭
霧
ω
鶉
言
幸
窒
8
ユ
竺
目
ζ
σ
o
＝
目
巳
①
鼻
．
．

幼
い
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
過
ご
し
た
長
い
夏
の
午
後
を
凝
縮
し
た
こ
の

文
章
は
、
ま
さ
し
く
「
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
」
い

て
「
そ
の
材
料
を
不
規
則
な
方
法
で
集
め
て
い
る
」
よ
う
な
印
象

を
与
え
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
舌
に
蘇
る
桃
の
味
わ
い
を
表
す
分
詞

．
．
冨
ω
岸
畠
．
．
に
導
か
れ
、
主
文
か
ら
無
数
に
分
枝
し
て
い
く
文
章
。

一
つ
の
記
憶
を
核
と
し
て
次
々
に
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
オ
ル
バ

二
ー
の
屋
敷
の
風
景
、
そ
し
て
そ
の
風
景
の
中
に
浮
か
ぴ
上
が
っ

て
く
る
親
類
縁
者
や
召
使
い
の
姿
、
さ
ら
に
共
起
し
て
思
い
出
さ

れ
る
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
語
っ
て
い
た
逸
話
の
数
々
、
そ
れ
を
聞

い
た
と
き
の
幼
い
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
感
情
－
味
覚
・
視
覚
・
聴
覚

そ
し
て
感
情
の
体
験
が
潭
然
と
し
た
ま
ま
再
現
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
全
て
の
要
素
が
、
訂
ω
葦
o
q
．
．
と
い
う
分

詞
／
枝
に
よ
う
て
、
繋
が
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
経
験

が
、
蘇
っ
た
桃
の
味
と
共
に
思
い
出
さ
れ
桃
の
味
と
は
切
り
放
せ

ぬ
一
つ
の
夏
の
午
後
の
場
面
で
あ
る
こ
と
に
読
者
は
気
づ
か
さ
れ

る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
裏
庭
の
桃
を
食
べ
た
と
い
う
極
め
て
個
人
的

な
経
験
を
語
る
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
夏
の
午
後
に
集
い
同
じ

よ
う
に
桃
を
食
べ
な
が
ら
会
話
を
交
わ
す
親
類
縁
者
た
ち
の
姿
、

そ
し
て
彼
ら
を
歓
待
し
つ
つ
も
自
ら
は
会
話
に
加
わ
ら
ず
複
雑
な

意
識
を
も
っ
て
屋
敷
の
中
に
い
る
祖
母
の
姿
を
描
き
、
ジ
ェ
イ
ム

ズ
一
族
の
歴
史
の
一
ぺ
ー
ジ
を
も
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
一
族
の
歴
史
の
一
場
面
は
あ
く
咳
で
も
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自

身
の
歴
史
の
一
部
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
見
逃
し
て
し
そ
う
な

「
ま
だ
本
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
；
旨
は
、
以
降
の

文
章
に
対
し
て
、
読
書
体
験
以
前
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
想
像
力
を
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

ん
だ
感
性
教
育
と
し
て
の
文
脈
を
示
唆
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
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（41）　「転用」の物語

に
よ
っ
て
、
第
三
番
目
の
．
．
訂
竺
轟
、
に
導
か
れ
る
親
類
縁
者
の

部
分
で
の
記
憶
の
焦
点
は
、
人
物
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
が
耳
に
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
話
そ
の
も
の
に
あ
る
こ
と
に
我
々

は
気
づ
く
。
「
ま
だ
本
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
」
ジ
ェ
イ
ム
ズ

は
、
大
人
た
ち
の
話
す
逸
話
に
い
っ
そ
う
真
剣
に
耳
を
傾
け
た
に

違
い
な
く
、
、
訂
葦
晶
，
．
圭
言
う
言
葉
は
、
桃
を
味
わ
う
と
同
時

に
語
ら
れ
る
逸
話
を
も
味
わ
い
吸
収
し
た
こ
と
を
表
す
。
第
四
の

、
訂
葦
畠
．
．
に
導
か
れ
た
終
結
部
で
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
経
験
は

意
識
に
よ
る
吸
収
に
ま
で
及
ぴ
、
「
饗
応
す
る
家
」
の
内
部
に
あ

る
複
雑
な
意
識
と
い
う
現
実
の
人
間
関
係
の
ド
ラ
マ
を
も
味
わ
っ

た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
一
見
断
片
的
な
記
憶
の
集
合
に
見
え
る
こ
の

一
文
は
分
枝
し
な
が
ら
も
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
体
内
に
摂
取
さ
れ
血
肉

を
つ
く
う
た
分
か
ち
難
い
経
験
と
し
て
一
つ
の
本
枝
に
つ
な
が
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
構
造
は
文
レ

ベ
ル
か
ら
章
レ
ベ
ル
ヘ
と
拡
大
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
点

で
、
表
題
㌧
ω
§
s
ミ
b
§
§
亀
9
き
葛
は
作
晶
の
内
容
の
み
な

ら
ず
構
造
を
も
表
象
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
意
図
し
た
以
上
に
適
切

な
表
題
と
な
づ
て
い
る
圭
言
え
る
だ
ろ
う
。
強
烈
に
自
己
存
在
を

主
張
し
、
読
者
の
関
心
を
一
点
に
引
き
つ
け
る
、
＞
ω
昌
竺

ぎ
｝
．
．
、
続
く
．
．
彗
庄
O
｝
彗
ω
、
は
少
年
が
結
ぷ
関
係
の
無
数
の
広

が
り
を
予
期
さ
せ
る
。
同
時
に
、
少
年
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
経
験
と
そ

れ
を
一
つ
の
核
と
し
て
無
数
に
分
枝
し
て
語
ら
れ
て
い
く
エ
ピ
ソ

i
ド
群
と
い
う
構
造
を
も
表
象
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二
　
分
枝
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

　
前
項
で
み
た
分
枝
現
象
は
、
文
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
章
レ

ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
る
。
文
レ
ベ
ル
の
場
合
に
は
全
体
を
傭
撤
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
本
枝
と
の
つ
な
が
り
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
章
レ
ベ
ル
の
場
合
は
、
分
枝
の
度

合
い
も
い
っ
そ
う
増
し
て
、
流
れ
の
確
認
は
不
可
能
に
近
く
な
り
、

そ
れ
が
『
少
年
と
他
の
人
々
』
の
受
容
を
困
難
に
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
教
育
の
話
題
か
ら
逸
脱
し
て
広
が
っ
て
い
く
第
三
章
か
ら

第
十
二
章
ま
で
を
そ
の
顕
著
な
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
さ
ま
よ
い

逸
脱
す
る
と
見
え
て
実
は
一
つ
の
枝
に
連
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ

る
こ
と
を
検
証
す
る
。

　
第
二
章
に
お
い
て
、
教
育
に
つ
い
て
回
想
し
て
い
た
ジ
ェ
イ
ム

ズ
は
、
時
間
的
に
は
か
な
り
先
の
こ
と
に
な
る
一
八
五
四
年
に
通

っ
た
夏
期
学
校
を
思
い
出
し
、
第
一
二
章
で
は
、
そ
の
夏
期
学
校
の

あ
っ
た
避
暑
地
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
イ
ト
ン
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
。
し
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か
し
、
話
題
と
な
る
の
は
、
夏
期
学
校
で
の
思
い
出
そ
の
も
の
で

は
な
く
、
そ
の
夏
を
共
に
過
、
こ
し
た
ル
イ
・
ド
・
コ
ペ
（
－
o
巨
ω

忌
O
o
君
9
）
少
年
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
続
く
第
四
章
で

は
こ
の
避
暑
地
の
社
交
界
の
一
員
L
夫
人
を
初
め
て
見
か
け
た
ジ

ェ
イ
ム
ズ
一
族
の
集
ま
り
の
回
想
を
き
づ
か
け
と
し
て
、
当
時
の

ア
メ
リ
カ
の
社
会
・
文
化
状
況
へ
と
話
が
広
が
う
て
い
く
。
第
五

章
以
降
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
少
年
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
経
験
が

語
ら
れ
、
再
び
教
育
に
つ
い
て
の
話
題
に
戻
る
の
は
第
十
三
章
に

お
い
て
で
あ
る
。
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
は
無
視
さ
れ
、
場
所
で
あ
れ
、

人
物
で
あ
れ
、
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
ほ
ん
の
一
部
が
次
に
語
ら
れ

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
糸
口
と
な
る
と
い
っ
た
具
合
で
、
エ
ピ
ソ
ー
ド

間
の
つ
な
が
り
は
、
こ
く
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

実
は
こ
の
一
連
の
逸
脱
は
一
八
五
四
年
の
夏
、
す
な
わ
ち
ジ
ェ
イ

ム
ズ
た
ち
が
ア
メ
リ
カ
で
過
、
こ
し
た
最
後
の
夏
を
核
と
し
た
ひ
と

つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
構
築
さ
れ
、
こ
こ
で
も
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は

こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
読
ま
れ
る
ぺ
き
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
指
標

を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
逸
脱
の
契
機
と
な
っ
た
ル
イ
と
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　
そ
の
夏
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
イ
ト
ン
に
は
、
前
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア

メ
リ
カ
に
渡
っ
て
き
た
ル
イ
が
滞
在
し
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
人

の
父
と
ア
メ
リ
カ
人
の
母
を
持
つ
こ
の
少
年
は
「
理
論
上
は
ア
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

リ
カ
人
で
、
ア
メ
リ
カ
に
住
ん
で
い
る
が
、
本
性
の
上
で
は
フ
ラ

ン
ス
人
」
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
「
『
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
』
の
風
俗
の
鮮

烈
な
予
表
」
を
与
え
、
彼
の
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
と
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る

「
忠
誠
心
」
を
「
不
均
等
に
分
け
た
」
（
曽
）
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
語

る
。
し
か
し
、
ル
イ
の
役
割
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼

は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
「
当
時
そ
の
片
鱗
す
ら
人
に
示
す
こ
と
が
で
き

な
か
づ
た
」
文
筆
の
才
が
あ
る
と
考
え
、
「
小
説
の
共
同
執
筆
」

に
誘
い
、
「
将
来
の
展
望
を
開
い
て
く
れ
た
」
（
曽
）
の
で
あ
る
。

ル
イ
■
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
具
現
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
執
筆
の
才
能
を

見
抜
い
て
創
作
行
為
に
誘
っ
た
と
い
う
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
キ
ャ
リ
ア
と
の
結
び
つ
き
を
象
徴
す
る
極
め
て
重

要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
こ
れ
以
後
綴
ら
れ
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
群
の
読
み
に
お
い
て
果
た
す
機
能
を
考
え
れ
ぱ
い
っ

そ
う
そ
の
重
要
性
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ル
イ
と
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
は
、
二
つ
の
機
能
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
ア
メ
リ
カ
を

舞
台
に
し
て
語
ら
れ
る
エ
ビ
ソ
ー
ド
群
を
読
む
際
に
依
拠
す
ぺ
き

視
点
と
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
キ
ャ
リ
ア
と
い
う
視
点
と
「
ヨ
ー
ロ

ッ
バ
」
と
い
う
暗
黙
の
ク
ラ
イ
テ
リ
ア
を
読
者
に
与
え
る
こ
と
で
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あ
る
。
も
う
一
つ
は
現
在
の
ジ
呈
イ
ム
ズ
を
読
者
に
想
起
さ
せ
、

ア
イ
ロ
ニ
ー
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
理
論
上
は
ア
メ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

力
人
で
、
ア
メ
リ
カ
に
住
ん
で
い
る
が
、
本
性
の
上
で
は
フ
ラ
ン

ス
人
」
と
描
写
さ
れ
た
ル
イ
は
、
生
ま
れ
は
ア
メ
リ
カ
人
だ
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
住
み
理
論
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ソ
パ
人
と
い
っ
て
も
お

か
し
く
な
い
、
自
伝
を
執
筆
し
て
い
る
現
在
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
読

者
に
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
に
よ
づ
て
、
読
者
は
、
ど
れ
ほ
ど
少
年

時
代
の
ア
メ
リ
カ
を
郷
愁
的
に
描
こ
う
と
、
最
終
的
に
自
分
の
生

き
る
場
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
選
択
し
た
作
家
が
抱
い
て
い
る
の

は
単
純
な
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
で
は
な
く
、
両
義
的
な
感
情
で
あ
る
こ

と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ル
イ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
着
目
し
て
読
む
こ
と
で
、
散
逸
し

た
印
象
を
与
え
て
い
た
第
四
章
以
降
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
群
は
ひ
と
つ

の
ま
と
ま
っ
た
形
を
取
り
始
め
て
い
く
。
第
四
章
・
五
章
で
は
、

ダ
ン
ス
に
興
じ
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
族
の
若
い
叔
父
や
叔
母
の
姿
を

回
想
し
、
家
族
史
の
記
録
者
と
し
て
の
務
め
を
果
た
す
一
方
、
ア

メ
リ
カ
の
若
者
を
取
り
ま
く
「
こ
れ
程
形
が
整
っ
て
い
な
く
て
、

成
熟
し
て
い
な
い
」
（
ω
O
）
社
会
的
環
境
を
描
き
出
し
、
キ
ャ
リ

ア
の
場
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
の
不
可
能
性
を
灰
め
か
す
。
「
陰
影

が
な
く
、
空
疎
な
大
気
に
満
た
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
社
会
に
は
、
ス

ケ
ッ
チ
を
す
る
人
に
と
っ
て
寺
院
を
選
択
す
る
余
地
が
な
い
の
と

同
様
に
キ
ャ
リ
ア
の
選
択
の
余
地
も
な
い
」
（
ω
O
）
。
祖
父
ウ
ィ
リ

ァ
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
膨
大
な
遣
産
を
相
続
し
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一

族
に
残
さ
れ
た
選
択
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
赴
く
か
、
さ
も
な
け
れ

ぱ
こ
の
「
異
常
な
ま
で
に
何
も
備
え
ら
れ
て
い
な
い
」
ア
メ
リ
カ

で
「
内
面
生
活
」
（
窪
）
を
送
る
他
は
な
か
ウ
た
と
一
族
の
歴
史
　
．

を
語
り
な
が
ら
、
自
分
の
ヨ
ー
ロ
ソ
パ
と
の
結
び
つ
き
の
運
命
的

必
然
性
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。
第
六
章
か
ら
第
十
二
章
で
は
、

同
じ
一
八
五
四
年
の
夏
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
回
想
す
る
第
七
章
を
中

心
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
た
ち
の
生
活
が
語

ら
れ
る
。
第
七
章
は
第
三
章
と
対
を
な
し
て
お
り
、
こ
こ
で
再
度

ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
運
命
的
結
び
つ
き
が
強
調
さ
れ

る
。
第
七
章
に
お
け
る
中
心
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
共
同
執
筆
の
計
画

を
し
た
そ
の
夏
に
、
奇
し
く
も
「
初
め
て
の
『
大
人
の
』
小
説
」

（
．
．
昌
｝
～
ω
↓
．
o
q
8
老
亨
ξ
一
；
き
一
．
．
）
と
出
会
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
夏
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
「
『
大
人
の
』
小
説
」
と
し

て
与
え
ら
れ
た
マ
リ
ア
・
ス
ザ
ン
ナ
・
カ
ミ
ン
ズ
（
…
彗
訂

ω
畠
彗
竃
O
自
昌
目
ぎ
ω
）
の
『
街
灯
点
灯
夫
』
（
ド
書
卜
S
§
亨

－
暗
ミ
ミ
）
を
読
ん
で
い
た
が
、
彼
に
は
ど
う
し
て
も
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

「
『
大
人
の
』
小
説
」
と
は
思
わ
れ
ず
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
本
屋
か
　
3
4
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ら
ニ
ュ
ー
プ
ラ
イ
ト
ン
ヘ
戻
る
船
中
で
読
ん
だ
『
イ
ニ
シ
ャ
ル
」

（
↓
ぎ
ぎ
§
ミ
吻
）
こ
そ
ま
さ
し
く
そ
う
呼
ぶ
に
値
す
る
と
得
心

す
る
。
ジ
ェ
マ
イ
マ
・
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
ー
一
ト
ー
ト
フ
ィ
ア
ス

男
爵
夫
人
　
（
言
ヨ
弐
o
ζ
昌
冨
o
ヨ
g
き
霊
『
o
篶
ω
ω
＜
昌

↓
彗
一
昌
o
彗
ω
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
の
小
説
は
、
ド
イ
ツ
滞

在
中
の
イ
ギ
リ
ス
青
年
と
下
宿
先
の
ド
イ
ツ
人
姉
妹
と
の
間
に
起

こ
る
恋
愛
を
扱
い
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
小
説
家
と
し
て
の
成
功
の
基

盤
と
な
っ
た
「
国
際
テ
ー
マ
」
の
晴
矢
と
も
い
う
べ
き
作
品
で
あ

（
8
〕

っ
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
、
自
国
の
作
家
に
よ
る
自
国
を
舞
台
に
し

た
『
街
灯
点
灯
夫
』
を
成
熟
し
た
も
の
と
認
め
ず
「
初
め
て
の

『
大
人
の
』
小
説
」
と
い
う
栄
誉
を
『
イ
ニ
シ
ャ
ル
』
に
与
え
た

事
実
は
ル
イ
に
よ
づ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
「
忠

誠
心
」
を
「
不
均
等
に
」
分
け
ら
れ
た
と
い
う
一
節
と
照
応
し
て

い
る
と
同
時
に
、
第
四
章
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
社
会
の
未
成
熟
さ

の
指
摘
を
エ
コ
ー
し
て
い
る
。
そ
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
こ
の
『
イ

ニ
シ
ャ
ル
』
を
手
に
入
れ
た
イ
ギ
リ
ス
風
の
本
屋
を
回
想
し
な
が

ら
、
自
分
が
如
何
に
イ
ギ
リ
ス
に
「
奥
深
い
と
こ
ろ
か
ら
感
染
」

し
「
毒
さ
れ
て
い
た
」
（
亀
）
か
を
語
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
結

び
つ
き
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
八
章
以
降
は
、
や
が
て
作
家
と
い
う
キ
ャ
リ
ア
に
つ
く
ジ
ェ

イ
ム
ズ
の
「
想
像
力
が
い
か
に
育
ま
れ
た
か
と
い
う
歴
史
」
の

「
再
構
築
」
（
竃
）
と
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
見
た
芝
居
や
、
時

代
を
席
巻
し
て
い
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
読
書
体
験
及
ぴ
ジ
ェ
イ
ム
ズ

が
現
実
に
お
い
て
目
撃
し
た
－
デ
ィ
ケ
ン
ズ
ぱ
り
の
ー
遺
産

を
め
ぐ
る
親
族
間
の
人
間
ド
ラ
マ
が
語
ら
れ
、
話
は
分
枝
に
分
枝

を
重
ね
、
本
枝
が
見
え
な
く
な
る
程
に
広
が
っ
て
い
く
。
し
か
し
、

第
十
二
章
末
、
第
二
回
万
国
博
覧
会
用
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
建
て

ら
れ
た
水
晶
宮
訪
問
の
際
「
全
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
『
持
ち
込
ま

れ
た
」
」
も
の
で
周
り
を
囲
ま
れ
、
「
自
分
が
何
故
か
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ

に
い
る
」
（
畠
）
と
い
う
印
象
を
受
け
た
と
語
る
こ
と
で
、
話
題

を
少
年
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
ヨ
ー
ロ
ソ
パ
意
識
に
戻
す
。
少
年
ジ
ェ
イ

ム
ズ
が
ア
メ
リ
カ
に
い
な
が
ら
も
絶
え
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
意
識
し

て
い
た
こ
と
が
再
度
暗
示
さ
れ
、
婁
二
章
か
ら
第
十
二
章
に
わ
た

る
長
い
逸
脱
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
キ
ャ
リ
ア
の
場
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
と
の
運
命
的
結
び
つ
き
と
い
う
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て

締
め
く
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
「
欠
如
」

の
モ
チ
ー
フ

　
こ
れ
ま
で
、
伝
記
作
家
や
批
評
家
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う

に
、
『
少
年
と
他
の
人
々
』
に
お
い
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
読
者
に
提
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示
す
る
自
己
イ
メ
ー
ジ
は
一
貫
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
g
）

ク
レ
ア
の
言
う
よ
う
に
、
「
自
己
卑
下
」
が
「
兄
へ
の
献
辞
」
の

一
部
で
あ
る
と
し
て
も
、
作
晶
の
最
後
ま
で
「
自
分
は
何
か
に
欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
汕
）

け
て
い
る
、
あ
る
い
は
欠
陥
が
あ
る
と
描
き
続
け
て
い
る
」
と
い

う
キ
ャ
ロ
ル
・
ホ
リ
ー
（
O
彗
〇
一
匡
O
－
ζ
）
の
指
摘
通
り
、
ジ
ェ

イ
ム
ズ
は
自
分
に
は
「
鋭
さ
が
全
体
的
に
欠
如
」
（
－
お
）
し
、

「
珍
し
い
ほ
ど
の
不
器
用
さ
」
の
た
め
「
へ
ま
を
し
、
失
敗
」

（
H
＝
）
し
、
「
全
体
的
に
『
足
り
な
い
』
と
考
え
ら
れ
て
い
た
」

（
冒
⑩
）
と
語
る
。
し
か
し
、
「
欠
如
」
（
．
．
忌
饒
9
雪
ξ
、
，
）
を
指
摘

す
る
批
評
家
が
見
落
と
し
て
い
る
の
は
、
「
欠
如
」
は
ジ
ェ
イ
ム

ズ
自
身
に
つ
い
て
の
み
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
個
人
の
歴
史
、
一
族
の
歴
史
と
い
う
個
々

の
枝
よ
り
目
を
離
し
、
全
体
を
僻
鰍
す
る
な
ら
ぱ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ

を
取
り
ま
く
全
て
の
も
の
に
「
欠
如
」
と
い
う
一
つ
の
共
通
要
素

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
だ
。
前
項
で
見
た
よ
う
に
少
年
ジ
ェ

イ
ム
ズ
の
育
っ
た
ミ
リ
ュ
ー
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
に
は
「
形
」
が

な
く
、
「
成
熟
」
も
な
く
、
「
異
常
な
ま
で
に
何
も
備
え
ら
れ
て
い

な
」
か
っ
た
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
族
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
受
け
た
教

育
や
生
活
に
つ
い
て
も
同
様
に
「
欠
如
」
・
が
見
出
さ
れ
る
。
一
族

は
「
当
時
の
ア
メ
リ
カ
的
才
能
」
で
あ
る
「
獲
得
の
能
力
」

（
；
㊤
）
に
欠
け
、
「
市
場
の
本
能
が
欠
落
」
（
＝
o
）
し
て
い
た
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
家
の
教
育
に
は
全
く
「
メ
ソ
ソ
ド
」
が
欠
け
て
い
て

「
真
剣
に
計
画
さ
れ
た
教
育
」
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
「
全
体
的
な
欠
如
」
（
－
曽
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
更
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
「
欠
如
」
に
は
、
殆
ど

の
場
合
何
ら
か
の
形
で
本
来
あ
る
べ
き
も
の
の
「
埋
め
合
わ
せ
」

（
匡
㊤
）
を
す
る
も
の
と
し
て
「
代
替
物
」
（
．
．
昌
σ
ω
葦
巨
①
．
．

［
－
旨
］
）
が
見
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
繰
り

返
さ
れ
る
「
欠
如
」
の
モ
チ
ー
フ
を
『
少
年
と
他
の
人
々
』
の
顕

著
な
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
欠
如
」
に
は
埋
め

合
わ
せ
を
す
る
「
代
替
物
」
が
付
随
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
族
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
才
覚
の
「
欠
如
」
に

対
し
て
は
、
そ
の
「
差
引
勘
定
の
不
均
衡
を
正
す
」
（
旨
O
）
た
め

に
「
内
面
生
活
」
が
あ
り
、
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
ヨ
ー
ロ
ソ
パ
で

の
「
諸
国
語
修
得
の
果
敢
な
探
求
」
に
は
、
そ
の
「
代
替
物
」
と

し
て
、
「
濃
密
な
媒
体
に
浸
さ
れ
」
（
＝
－
）
て
街
を
歩
き
回
る
と

い
う
、
少
な
く
と
も
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
は
「
豊
か
で
充
実
し

た
」
（
ミ
O
）
経
験
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
の
さ

ま
ざ
ま
な
「
欠
如
」
に
も
、
「
代
替
物
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
の
よ
う
な
「
直
接
的
な
実
践
能
力
」
（
．
．
昌
篶
9
彗
ρ

351



一橋論叢 第119巻第3号 平成10年（1998年）3月号　（46）

遭
昌
＆
↓
彗
一
q
、
［
ミ
一
］
）
が
な
い
と
し
て
も
、
「
想
像
力
と
感

受
性
」
が
、
「
行
動
」
の
代
わ
り
に
は
「
瞑
想
」
（
．
．
O
昌
訂
昌
亘
甲

ま
コ
、
［
ミ
］
）
が
、
場
面
を
絵
筆
で
表
す
才
能
の
代
わ
り
に
は

「
ペ
ン
」
で
あ
ら
わ
す
才
能
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
少

年
と
他
の
人
々
』
に
お
け
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
主
眼
の
一
つ
は
、

「
た
く
さ
ん
の
も
の
な
し
で
生
き
て
い
く
運
命
に
あ
っ
た
」
（
ミ
）

ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
、
そ
の
「
欠
如
」
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
「
代
替

物
」
を
見
出
し
収
支
を
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
。

　
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
「
代
替
物
」
を
見
出
し
、
如
何
に
そ

れ
を
「
埋
め
合
わ
せ
」
以
上
の
価
値
あ
る
も
の
に
変
え
た
か
を
語

ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
「
代
替
物
」
は
、
そ
の

ま
ま
で
本
来
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
「
埋
め
合
わ
せ
」
と
し
て

十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
直
接
的
な
関
係
を
持
て

な
か
っ
た
教
師
や
級
友
た
ち
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
「
単
な

る
現
実
の
関
係
、
も
っ
と
平
凡
な
直
接
的
な
接
触
」
を
し
た
場
合

よ
り
も
「
鮮
明
さ
」
を
帯
び
「
も
っ
と
よ
い
も
の
」
（
＝
N
）
と
な

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
頭
の
中
で
彼
ら
を
さ
ま
ざ
ま
な
架
空
の

存
在
に
仕
立
て
あ
げ
る
と
い
う
「
想
像
力
」
の
働
き
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
滞
在
に
お
い
て
、
不
運
に
も
病
い
に
見

舞
わ
れ
、
直
接
的
享
受
の
欠
如
と
い
う
不
利
な
状
況
に
置
か
れ
た

ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
わ
ず
か
に
手
に
入
れ
た
も
の
を
豊
か
な
も
の
へ
と

変
え
た
の
は
そ
こ
に
「
呑
み
込
む
」
（
．
．
訂
ζ
易
ま
、
［
冨
O
。
］
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

．
い
う
行
為
が
あ
う
た
か
ら
で
あ
る
。
渡
欧
以
前
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の

「
直
接
的
参
加
」
（
－
竃
）
の
欠
如
を
埋
め
合
わ
せ
て
い
た
の
は

「
ぽ
か
ん
と
見
と
れ
る
」
（
．
．
①
目
憎
ま
O
目
．
．
［
昌
）
と
い
う
行
為
で
あ

っ
た
が
、
病
床
に
就
い
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
は
そ
れ
す
ら
叶
わ
な
く

な
る
。
そ
こ
で
、
彼
は
「
呑
み
込
む
」
と
い
う
手
段
に
訴
え
る
の

だ
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
ロ
ン
ド
ン
到
着
直
後
マ
ラ
リ
ア
熱
に
冒
さ

れ
ホ
テ
ル
の
一
室
で
過
、
こ
し
た
ひ
と
と
き
を
、
病
と
は
不
可
分
の

ヨ
ー
ロ
ッ
バ
滞
在
の
象
徴
的
場
面
と
し
て
再
現
す
る
。
そ
の
中
で

少
年
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
ベ
ソ
ド
に
横
た
わ
り
、
窓
の
外
か
ら
聞
こ
え

て
く
る
「
あ
ま
た
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
遠
く
の
ざ
わ
め
き
」
に

耳
を
傾
け
「
意
識
し
て
呑
み
込
」
み
、
「
貴
重
な
す
ば
ら
し
い
技
」

（
、
．
召
9
一
〇
易
饒
冨
彗
一
．
．
）
が
「
開
示
」
（
一
蟹
）
さ
れ
た
よ
う
で

あ
っ
た
と
回
想
さ
れ
る
。
非
内
発
的
な
忘
我
状
態
を
示
唆
す
る

「
ぽ
か
ん
と
見
と
れ
る
」
に
対
し
、
「
呑
み
込
む
」
は
、
主
体
性
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

意
志
的
選
択
を
含
蓄
と
し
て
も
っ
た
能
動
的
行
為
で
あ
る
。
ジ
ェ

イ
ム
ズ
は
こ
の
「
呑
み
込
む
」
行
為
に
よ
っ
て
病
に
よ
っ
て
余
儀

な
く
さ
れ
た
間
接
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
受
容
を
充
実
し
た
も
の
に
変
え
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た
の
で
あ
る
。
外
界
と
接
触
で
き
な
い
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
た
め
に
さ

ま
ざ
ま
な
報
告
を
す
る
ウ
ィ
ル
キ
ー
の
コ
貝
献
」
も
、
そ
れ
自
体

が
価
値
あ
る
「
代
替
物
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
意
識
と

だ
け
向
か
い
合
っ
て
い
る
よ
う
な
時
間
」
に
「
呑
み
込
む
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

う
「
技
」
を
用
い
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
「
豊
か
に
な
ら
し
め
た
」

（
5
ω
）
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
「
呑
み
込
む
」
こ
と
、
す
な
わ
ち

自
己
の
内
部
に
貧
欲
に
吸
収
し
、
想
像
力
で
増
幅
す
る
こ
と
に
よ

う
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
乏
し
い
「
代
替
物
」
か
ら
「
利
益
を
得
た
」

（
．
．
り
『
o
饒
宥
o
．
、
［
冨
㊤
］
）
の
で
あ
る
。

　
ジ
呈
イ
ム
ズ
は
与
え
ら
れ
た
教
育
が
「
欠
如
」
で
あ
う
た
こ
と

を
振
り
返
り
な
が
ら
、
そ
の
「
欠
如
」
に
際
し
、
自
分
の
内
部
で

「
内
な
る
つ
む
じ
曲
が
り
」
（
．
．
ぎ
奏
彗
O
温
；
①
邑
ξ
．
．
［
－
曽
］
）

の
作
用
が
働
い
た
と
語
る
。
「
内
な
る
つ
む
じ
曲
が
り
」
の
作
用

と
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
説
明
に
よ
れ
ば
「
無
駄
で
、
も
と
も
と
意

図
さ
れ
た
の
で
は
な
い
も
の
を
自
分
の
役
に
立
つ
も
の
に
か
え
る

と
い
う
働
き
方
」
（
．
、
8
目
く
雪
饒
晶
豪
易
窃
；
三
〇
q
ω
く
国
巨
彗
o

；
ヨ
言
己
＆
．
．
）
を
し
、
「
本
来
役
立
つ
べ
く
用
意
さ
れ
て
い
た

正
反
対
の
も
の
を
顔
色
な
か
ら
し
め
」
「
同
時
に
し
ば
し
ぱ
こ
ち

ら
の
方
を
無
と
化
し
て
し
ま
う
」
（
H
曽
）
作
用
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
「
内
な
る
つ
む
じ
曲
が
り
」
に
よ
っ
て
、
本
来
の
目
的
に
適

っ
た
も
の
よ
り
も
、
そ
れ
が
「
欠
如
」
し
た
た
め
に
与
え
ら
れ
た

「
代
替
物
」
の
方
が
役
立
つ
も
の
に
変
え
ら
れ
、
逆
に
本
来
の
目

的
に
適
っ
た
も
の
の
方
が
役
に
立
た
な
い
も
の
に
変
え
ら
れ
と
い

う
「
転
用
」
（
．
．
8
…
O
邑
昌
、
）
の
作
用
で
あ
る
。
我
々
が
見
て

き
た
よ
う
に
、
こ
の
「
転
用
」
は
、
お
粗
末
な
教
育
に
関
し
て
の

み
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
少
年
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ

る
「
欠
如
」
の
局
面
で
行
わ
れ
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
欠

如
」
に
対
し
て
見
出
さ
れ
た
「
代
替
物
」
は
二
時
的
に
…
…
お

粗
末
に
見
え
」
（
ミ
H
）
て
も
、
「
ぼ
か
ん
と
見
と
れ
」
た
り
、
「
呑

み
込
」
ん
だ
り
、
す
な
わ
ち
意
識
や
想
像
力
を
働
か
せ
る
と
い
う

「
や
り
く
り
や
創
意
工
夫
」
（
．
．
8
昌
O
邑
窃
彗
〇
一
晶
①
昌
津
一
鶉
、

［
ミ
こ
）
を
経
て
豊
か
な
「
利
益
」
に
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
複
雑
に
分
枝
し
、
絡
み
合
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
網
の
目
状

の
枝
に
透
け
て
見
え
て
く
る
本
枝
と
は
こ
の
「
転
用
の
過
程
」

（
－
曽
）
の
物
語
な
の
で
あ
る
。

四
　
「
無
駄
」

の
意
識

　
『
少
年
と
他
の
人
々
』
は
自
分
が
如
何
に
「
欠
如
」
を
「
転
用
」

に
よ
っ
て
克
服
し
た
か
、
如
何
に
不
利
な
状
況
を
「
や
り
く
り
」

し
「
利
益
」
を
上
げ
た
か
を
語
る
「
成
功
物
語
」
．
と
な
う
て
い
る
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わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
窮
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
「
欠
如
」
と
「
代
替
物
」
を
語
る
と
き
、
絶
え

ず
「
無
駄
」
（
．
．
婁
鶉
箒
．
．
）
を
問
題
と
し
て
意
識
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
見
出
し
た
「
代
替
物
」
は
、
「
転
用
」

に
よ
っ
て
や
が
て
「
利
益
」
を
生
む
の
で
あ
う
て
も
、
そ
の
場
で

直
接
的
に
利
益
が
得
ら
れ
る
も
の
と
比
較
す
れ
ば
、
時
間
が
か
か

る
分
だ
け
「
無
駄
」
が
多
い
、
す
な
わ
ち
「
代
替
物
」
に
は
「
無

駄
」
が
つ
き
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
ジ
ェ
イ
ム
ズ

は
負
け
惜
し
み
の
屍
理
屈
と
杢
言
う
べ
き
「
無
駄
」
擁
護
論
を
展

開
す
る
。
「
直
接
的
な
実
践
能
力
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
そ
の

と
き
そ
の
場
の
こ
れ
み
よ
が
し
の
利
益
」
（
旨
O
）
よ
り
も
、
「
無

駄
」
を
補
う
た
め
に
生
じ
る
「
や
り
く
り
や
創
意
工
夫
」
を
経
て

得
ら
れ
た
も
の
の
方
が
そ
の
分
だ
け
い
っ
そ
う
価
値
が
あ
る
と
い

う
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
自
説
の
妥
当
性
へ
の
懐
疑
の
念

は
払
拭
で
き
な
い
。
第
十
六
章
で
展
開
さ
れ
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
た
ち

の
教
育
に
お
け
る
「
無
駄
」
を
め
ぐ
る
執
勘
な
ま
で
の
問
答
に
は
、

深
い
自
己
懐
疑
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
教

育
に
お
け
る
「
欠
如
」
の
「
転
用
」
を
語
っ
た
後
、
父
ヘ
ン
リ

ー
・
シ
ニ
ア
の
教
育
理
念
を
弁
護
し
て
長
広
舌
を
ふ
る
う
。
そ
れ

だ
け
で
は
飽
き
た
ら
ず
、
教
育
上
の
「
メ
ソ
ッ
ド
」
の
必
要
性
を

主
張
す
る
仮
想
の
論
客
と
の
問
答
ま
で
始
め
る
が
、
そ
こ
で
焦
点

と
な
っ
て
い
る
の
は
「
無
駄
」
の
有
無
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

「
メ
ソ
ッ
ド
」
擁
護
派
の
論
客
は
、
「
計
画
を
立
て
て
試
み
た
教

育
」
の
「
す
ぐ
れ
た
や
り
く
り
」
（
、
｝
①
名
一
彗
o
＆
①
8
昌
∋
く
．
．
）
、

「
ず
っ
と
そ
れ
よ
り
劣
っ
た
代
替
物
に
含
ま
れ
る
無
駄
」
（
、
．
亭
①

ミ
塞
箒
巨
く
◎
－
く
＆
巨
；
①
ω
o
－
ま
①
ユ
昌
竃
冨
弍
巨
試
一
．
［
冨
凹
）

を
指
摘
し
、
「
メ
ソ
ツ
ド
」
な
き
と
こ
ろ
で
は
、
人
は
「
そ
の
場

し
の
ぎ
」
や
「
創
意
工
夫
」
に
頼
り
、
「
，
こ
ま
か
し
上
手
」
（
冨
蜆
）

に
な
る
他
な
い
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
無
駄
」
の
克
服
と
は
コ
こ
ま

か
し
」
で
は
な
い
か
、
と
主
張
し
て
「
無
駄
」
を
擁
護
す
る
ジ
ェ

イ
ム
ズ
は
や
り
こ
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
が
想
定

し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
肝
心
の
自
分
の
答
え
の
ほ
う
は
、
不
明
瞭

で
要
領
を
得
ず
、
相
手
の
間
い
の
方
が
は
る
か
に
説
得
力
が
あ
る

と
い
う
こ
の
奇
妙
な
問
答
は
、
「
転
用
」
の
理
論
は
自
已
欺
臓
に

す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懐
疑
心
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
読

む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
「
無
駄
」
の
意
識
は
ど
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
も
の
だ
ろ
う

か
？
　
「
無
駄
」
と
は
、
労
多
く
し
て
報
わ
れ
な
い
と
き
に
こ
そ

感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
己
が
獲
得
し
た
も
の
に
対
し
満
足
し

て
い
る
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
た
意
識
が
生
じ
る
は
ず
は
な
い
。
ジ
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エ
イ
ム
ズ
自
身
が
自
分
の
「
転
用
」
の
結
果
得
た
「
利
益
」
の
価

値
そ
の
も
の
に
懐
疑
を
抱
い
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

な
ぜ
な
ら
、
彼
の
得
た
成
果
は
全
て
他
者
か
ら
は
見
え
ず
評
価
さ

れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
能
力
は
、
兄
の

ウ
ィ
リ
ア
ム
の
さ
ま
ざ
ま
な
才
能
と
は
異
な
り
、
「
人
様
に
お
見

せ
で
き
る
」
（
、
①
X
巨
巨
ゴ
O
目
巴
．
．
［
㊤
］
）
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

学
校
で
頭
脳
優
秀
さ
を
発
揮
し
、
上
手
に
絵
を
描
い
て
み
せ
る
と

い
っ
た
形
で
は
自
分
の
能
力
を
外
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
、
精
神
の
「
内
部
で
は
活
発
で
、
生
産
的
で
、

創
意
に
満
ち
て
」
（
．
．
ぎ
奏
彗
昌
｝
8
葦
9
筥
o
き
o
旨
く
①
彗
o
手

o
q
昌
ぎ
易
．
．
［
ミ
o
］
）
い
て
も
、
そ
れ
を
形
に
は
で
き
ず
、
「
表
面

上
は
怠
け
て
い
る
よ
う
に
み
え
」
、
「
人
に
見
せ
ら
れ
る
よ
う
な
も

の
は
全
く
何
も
持
ち
帰
ら
な
い
」
（
、
σ
ユ
畠
ま
O
目
ぎ
目
①
コ
O
；
－

一
畠
ヲ
；
巴
g
g
巽
巨
巨
↓
一
〇
冨
一
、
［
曽
ω
］
）
と
し
か
解
さ
れ
な

い
。
第
；
阜
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
少
年
時
代
の
有
能
な
兄
と
自
分
と

の
能
力
差
を
回
想
し
、
次
の
よ
う
に
感
慨
に
ふ
け
る
。

実
際
に
適
用
で
き
る
能
力
と
言
え
ぱ
、
想
像
力
と
感
受
性
し

か
な
い
よ
う
な
人
間
を
自
然
と
運
命
と
が
扱
う
と
き
の
い
い

加
減
な
や
り
方
、
奇
妙
な
無
駄
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
私
は

不
思
議
の
念
に
打
た
れ
る
。
こ
う
い
う
能
力
を
持
う
た
人
間

は
長
い
年
月
の
問
、
当
惑
し
、
考
え
込
ん
で
い
る
問
は
、
世

間
に
「
見
せ
る
」
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
あ
ま
り
に
な
い
の

で
、
わ
た
し
は
こ
ん
な
の
ろ
ま
を
…
…
見
本
品
の
入
っ
た
鞄

の
鍵
を
な
く
し
て
し
ま
い
、
他
の
人
が
商
晶
お
披
露
目
し
て

い
る
問
、
間
抜
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
ほ
か
の
な
い
旅
商
人

に
た
と
え
る
の
で
あ
る
。
（
o
o
）

「
直
接
的
な
実
践
能
力
」
を
持
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
そ
の
才
能
を

発
揮
し
、
「
商
晶
お
披
露
目
」
を
行
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
「
想
像

力
と
感
受
性
し
か
な
い
」
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
こ
の
と
き
そ
の
豊
か

な
精
神
活
動
の
成
果
を
披
露
す
る
術
を
持
た
な
か
っ
た
の
だ
。
ジ

ェ
イ
ム
ズ
が
『
少
年
と
他
の
人
々
』
に
お
い
て
行
っ
た
こ
と
と
は
、

「
や
っ
と
ポ
ケ
ツ
ト
の
奥
に
見
つ
け
だ
し
た
」
（
冨
O
）
表
現
の

「
鍵
」
で
「
見
本
品
の
入
っ
た
鞄
」
を
開
け
、
他
者
に
は
不
可
視

で
あ
っ
た
少
年
時
代
の
自
己
の
内
部
活
動
と
そ
の
成
果
を
自
伝
と

い
う
「
取
り
出
し
て
見
せ
る
こ
と
の
で
き
る
形
」
（
．
．
ぎ
肩
O
旨
O
㍗

9
①
δ
H
昌
、
［
ミ
］
）
で
「
お
披
露
目
」
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
既
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
膨
大
な
作
品
群
を

彼
の
「
商
品
」
と
し
て
世
に
送
り
、
少
年
時
代
に
は
評
価
さ
れ
な
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か
っ
た
豊
か
な
内
面
活
動
の
成
果
を
既
に
証
明
し
た
筈
で
あ
る
。

な
ぜ
本
来
家
族
史
と
な
る
筈
の
も
の
を
自
伝
に
変
え
て
ま
で
、
自

分
の
人
生
の
「
商
品
お
披
露
目
」
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
？

そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
、
『
少
年
と
他
の
人
々
』
直
前
の
ジ
ェ
イ

ム
ズ
の
創
作
活
動
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

五
　
最
後
の

「
転
用
」

　
自
伝
研
究
家
ロ
イ
・
バ
ス
カ
ル
（
刃
ξ
霊
ω
8
一
）
に
よ
れ
ば
、

自
伝
と
は
、
現
在
の
視
点
に
基
づ
い
て
「
人
生
に
あ
る
パ
タ
ー
ン

を
課
し
、
そ
こ
か
ら
首
尾
一
貫
し
た
物
語
を
つ
く
る
こ
と
」
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
胴
）

り
、
そ
の
点
で
「
過
去
と
現
在
の
共
謀
」
で
あ
る
と
い
う
。
ジ
ェ

イ
ム
ズ
の
自
伝
が
「
欠
如
」
か
ら
「
転
用
」
に
よ
っ
て
豊
か
な

「
利
益
」
を
あ
げ
る
物
語
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ

う
な
「
現
在
」
の
「
共
謀
」
が
あ
う
た
の
だ
ろ
う
か
。
ジ
ェ
イ
ム

ズ
の
自
伝
執
筆
に
至
る
ま
で
の
数
年
間
を
簡
単
に
た
ど
づ
て
み
よ

、
つ
o

　
『
黄
金
の
杯
』
（
§
“
9
ミ
§
き
ミ
）
刊
行
の
翌
年
一
九
〇
五

年
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
二
十
年
ぷ
り
に
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
し
各
地
を

旅
行
し
て
回
っ
た
後
、
八
月
に
イ
ギ
リ
ス
に
帰
国
す
る
。
帰
国
後

は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
版
選
集
出
版
の
準
備
に
取
り
組
み
、
選
集
は

一
九
〇
七
年
の
十
二
月
よ
り
刊
行
開
始
さ
れ
る
。
母
国
と
の
再
会
　
湖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

及
び
幼
少
期
を
過
、
こ
し
た
思
い
出
の
場
所
の
再
訪
と
い
い
、
過
去

の
作
品
の
再
読
及
び
序
文
執
筆
と
い
い
、
偶
然
と
は
い
え
、
こ
の

数
年
間
は
、
自
伝
執
筆
の
準
備
を
す
る
べ
く
過
去
の
見
直
し
に
従

事
し
て
い
た
感
を
与
え
る
。
特
に
選
集
出
版
準
備
は
自
伝
執
筆
行

為
に
極
め
て
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
版
出
版
に
際
し
、
全
集
で
は
な
く
選
集
と
す
る
こ
と
を
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

望
ん
だ
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
四
年
に
わ
た
り
、
そ
の
編
集
に
精
力
を

傾
け
る
。
長
年
の
創
作
活
動
の
末
に
小
説
理
論
を
確
立
し
た
巨
匠

に
よ
る
再
読
、
そ
し
て
、
現
在
の
審
美
眼
に
基
づ
く
選
定
、
さ
ら

に
、
加
筆
改
訂
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
選
集
に
収
め
ら
れ
た

過
去
の
作
晶
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
自
分
の
過
去
と
し
て
認
め
た
い

理
想
的
な
経
歴
で
あ
る
と
同
時
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
現
在
を
も
な

し
て
い
る
。
そ
し
て
序
文
と
厳
選
さ
れ
た
作
晶
と
は
、
理
論
と
実

践
と
し
て
相
互
補
完
し
あ
い
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
版
選
集
と
は
ま
さ

に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
小
説
家
存
在
の
結
晶
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

作
品
の
誕
生
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
創
作
プ
ロ
セ
ス
を
語
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

序
文
自
体
が
作
品
の
自
伝
と
い
っ
て
よ
い
も
の
だ
。
と
同
時
に
、

序
文
は
視
点
と
い
う
技
法
や
意
識
の
ド
ラ
マ
と
い
う
テ
ー
マ
な
ど
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
作
品
を
評
価
す
る
た
め
の
新
し
い
観
点
を
読
者
に
披
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渥
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
重
視
の
従
来
の
小
説
観
で
は
評
価
さ
れ
な
か

っ
た
彼
の
作
品
を
無
理
解
か
ら
救
う
試
み
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
『
ポ
イ
ン
ト
ン
の
収
集
品
』
の
序
文
の
中
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が

提
唱
し
た
芸
術
の
機
能
の
実
践
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ

は
、
そ
こ
で
生
（
一
豪
）
と
芸
術
の
機
能
の
関
係
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
生
は
す
べ
て
を
包
含
す
る
混
乱
で
あ
り
、
一
方
芸
術
は
識

別
そ
し
て
選
択
な
の
で
あ
る
。
芸
術
に
は
堅
固
な
潜
在
的
な

「
価
値
」
の
み
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
価
値

を
求
め
て
、
ち
ょ
う
ど
犬
が
埋
も
れ
た
骨
を
嗅
ぎ
つ
け
る
よ

う
に
…
：
鼻
を
利
か
し
な
が
ら
探
り
を
い
れ
る
の
で
あ
る
。

…
人
生
が
ど
の
よ
う
に
絶
え
ず
へ
ま
を
し
で
か
し
、
脇
道

に
脱
線
し
、
砂
漠
に
道
を
見
失
う
か
を
目
撃
す
る
こ
と
は
、

い
つ
だ
っ
て
芸
術
家
に
と
っ
て
興
味
深
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
理
由
は
、
勿
論
人
生
の
方
は
主
題
に
対
し
て
全
然
直
感

が
働
か
ず
、
芸
術
家
に
と
っ
て
…
…
有
り
難
い
無
駄
ぱ
か
り

を
繰
り
返
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
芸
術

の
崇
古
同
な
や
り
く
り
（
．
．
ω
三
〕
＝
目
①
8
o
目
o
昌
く
o
申
胃
一
．
．
）

が
必
要
と
さ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
芸

術
は
た
だ
救
い
上
げ
、
切
り
詰
め
、
蓄
え
、
そ
れ
か
ら
「
銀

行
に
預
け
」
、
こ
れ
ら
粒
々
辛
苦
の
果
実
を
素
晴
ら
し
い
有

用
な
「
作
品
」
に
、
投
資
と
再
投
資
し
な
が
ら
、
生
来
途
方

も
な
い
濫
費
家
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
、
王
侯
君
主
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

よ
う
な
堂
々
と
し
た
巨
利
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
芸
術
と
は
、
す
べ
て
入
り
交
じ

っ
た
混
乱
状
態
の
中
か
ら
、
そ
こ
に
埋
も
れ
て
い
る
「
価
値
」
を

「
救
い
上
げ
」
、
「
素
晴
ら
し
い
有
用
な
『
作
品
』
」
に
仕
立
て
る

「
崇
高
な
や
り
く
り
」
と
い
う
働
き
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
選
集

出
版
と
は
、
過
去
の
す
べ
て
入
り
交
じ
っ
た
作
品
群
の
中
か
ら
、

世
に
評
価
さ
れ
ず
に
埋
も
れ
て
い
る
作
晶
を
「
無
駄
」
か
ら
救
い

だ
し
、
加
筆
、
改
訂
更
に
序
文
の
付
加
と
い
う
「
再
投
資
」
を
経

て
、
新
た
な
作
晶
と
し
て
世
に
問
う
行
為
と
し
て
、
ま
さ
に
こ
の

「
崇
高
な
や
り
く
り
」
の
実
践
と
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
の
選
集
は
「
巨
利
」
を
生
む
ど
こ
ろ
か
、
エ
デ
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

言
葉
を
借
り
れ
ぱ
「
全
く
の
失
敗
」
で
、
選
集
の
印
税
通
知
を
刊

行
開
始
の
翌
年
十
月
に
受
け
取
っ
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
「
シ
ヨ
ソ

ク
」
を
受
け
た
。
「
作
品
の
一
ぺ
ー
ジ
一
ぺ
－
ジ
の
改
善
に
私
が

惜
し
ま
ず
に
注
ぎ
こ
ん
で
き
た
」
「
貴
重
な
工
夫
と
労
カ
」
（
、
；
①
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言
雷
ω
；
鶉
◎
二
目
o
目
竃
巨
ξ
固
己
一
き
o
胃
．
．
）
の
大
き
さ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

「
か
な
り
の
収
益
が
あ
が
る
よ
う
だ
と
結
論
づ
け
て
い
た
」
だ
け

に
、
精
神
的
打
撃
は
大
き
か
っ
た
。
「
文
学
稼
業
で
、
こ
れ
ほ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

ま
で
に
商
業
的
に
見
返
り
の
な
い
作
業
は
例
を
見
な
か
っ
た
」
と

後
に
語
る
ほ
と
、
こ
の
選
集
は
売
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
戯
曲

『
ガ
イ
・
ド
ン
ビ
ル
』
（
o
§
b
o
§
ミ
s
の
よ
う
な
一
作
品
の

失
敗
と
は
異
な
り
、
ジ
呈
イ
ム
ズ
の
小
説
芸
術
の
集
大
成
で
あ
っ

た
選
集
の
失
敗
は
、
作
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
の
最
終
的
失
敗
を

意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
痛
手
は
大
き
く
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は

そ
の
数
力
月
後
の
一
九
〇
九
年
初
頭
か
ら
体
の
変
調
を
き
た
し
た

上
、
神
経
衰
弱
に
陥
い
り
、
個
人
的
文
書
を
焼
い
て
始
末
す
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
加
）

ど
、
一
時
は
死
を
意
識
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
翌
年
、
自

分
の
体
調
も
回
復
せ
ぬ
ま
ま
、
相
次
い
で
弟
と
兄
の
死
を
迎
え
た

の
で
あ
る
。

　
『
少
年
と
他
の
人
々
』
を
こ
の
よ
う
な
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
人
生
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に
お
い
て
み
た
と
き
、
「
転
用
」
と
「
無
駄
」

の
意
識
の
意
味
は
い
づ
そ
う
明
確
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き

た
「
転
用
」
の
作
用
は
、
先
に
挙
げ
た
芸
術
の
機
能
と
は
ほ
ぼ
同

一
の
働
き
を
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
結
局
芸
術
の
機
能
も

「
転
用
」
も
、
異
な
る
価
値
体
系
の
導
入
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。

本
来
の
目
的
を
構
成
す
る
価
値
体
系
か
ら
す
れ
ぱ
、
無
益
と
見
え

る
も
の
を
、
別
の
価
値
体
系
の
中
に
移
し
変
え
て
見
る
こ
と
で
価

値
を
見
出
す
シ
ス
テ
ム
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
「
転
用
」
／
芸
術
の

機
能
に
よ
う
て
得
ら
れ
た
「
価
値
」
は
、
そ
の
価
値
体
系
の
中
で

の
み
効
力
を
も
つ
変
動
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
異
な
る
価
値
体
系

の
中
に
置
か
れ
れ
ば
、
「
価
値
」
は
失
わ
れ
る
。
例
え
ぱ
、
ジ
ェ

イ
ム
ズ
に
と
っ
て
は
、
「
豊
・
か
で
充
実
し
た
」
ロ
ン
ド
ン
滞
在
で

あ
っ
て
も
、
「
諸
国
語
修
得
」
を
求
め
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
と

っ
て
は
「
貧
し
く
、
無
味
乾
燥
で
嘆
か
わ
し
い
」
（
ミ
O
）
も
の
以

外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
の
だ
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
つ
き
ま
と
わ
れ

た
「
無
駄
」
の
意
識
と
は
、
価
直
体
系
を
ず
ら
せ
ば
た
ち
ま
ち
覆

る
そ
の
転
用
シ
ス
テ
ム
の
脆
さ
の
意
識
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
実
際
、
選
集
の
失
敗
は
彼
の
価
値
体
系
が
読
者
に
拒
否
さ
れ

た
証
左
で
あ
り
、
自
伝
に
見
ら
れ
る
深
い
自
己
懐
疑
も
そ
こ
か
ら

発
し
て
い
る
。
従
っ
て
「
転
用
」
に
よ
っ
て
得
た
も
の
の
価
値
を

絶
対
的
な
も
の
、
少
な
く
と
も
安
定
し
た
も
の
に
し
よ
う
と
す
る

な
ら
ぱ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
個
人
の
価
値
体
系
そ
の
も
の
を
他
者
の
中

に
も
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
鞄
を
開
け
て
商
晶
／
小
説
を
、
お

披
露
目
／
活
字
に
し
た
だ
け
で
は
、
十
分
で
は
な
い
。
そ
の
価
値

は
、
客
／
読
者
に
理
解
さ
れ
て
初
め
て
堅
固
な
も
の
に
な
り
う
る
。
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（53）「転用」の物語

こ
の
点
で
、
序
文
と
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の

小
説
に
お
け
る
価
値
体
系
を
読
者
の
中
に
確
立
し
よ
う
と
す
る
試

み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
選
集
は
、
価
値
の
効
能
書
き
ま

で
付
加
し
た
「
商
品
お
披
露
目
」
で
あ
う
た
に
も
拘
わ
ら
ず
失
敗

に
終
わ
り
、
結
果
の
み
か
ら
判
断
す
る
の
な
ら
ば
、
刊
行
の
た
め

に
費
や
し
た
四
年
間
の
労
力
が
報
わ
れ
ず
「
無
駄
」
に
帰
し
た
ぱ

か
り
で
は
な
く
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
長
年
に
わ
た
る
作
家
と
し
て
の

営
為
は
「
無
駄
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
少
年
と
他

の
人
々
』
は
、
他
の
価
値
体
系
の
中
で
は
「
無
駄
」
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
自
分
の
人
生
を
「
崇
高
な
や
り
く
り
」
に
よ
っ
て
「
転

用
」
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
「
転
用
」
の
人
生
を
語
る
行

為
そ
れ
自
体
が
「
転
用
」
の
行
為
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
最
後
の
「
転
用
」
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
「
利
益
」
を
も
た
ら

し
た
だ
ろ
う
か
？
　
「
そ
の
と
き
そ
の
場
の
こ
れ
み
よ
が
し
の
利

益
」
を
軽
蔑
し
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
だ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
の
「
転

用
」
で
は
す
ば
や
く
「
利
益
」
を
得
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ジ
ェ

イ
ム
ズ
は
『
少
年
と
他
の
人
々
』
完
成
後
程
な
く
し
て
甥
の
ハ
リ

ー
に
宛
て
て
こ
う
書
い
て
い
る
か
ら
だ
1
「
私
の
生
き
る
意
志
、

書
く
意
志
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
私
の
活
カ
が
…
…
沸
き
あ
が
っ

　
　
　
　
（
η
）

て
い
る
の
で
す
」
と
o

（
1
）
　
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
き
ミ
ミ
旨
§
s
㌧
』
ミ
o
s
轟
§
ミ
一

　
＆
．
『
ミ
．
U
冒
o
鶉
（
宕
g
二
耳
－
之
①
ξ
旨
『
窒
｝
ら
ユ
冒
g
o
8
⊂
邑
ー

　
さ
邑
q
？
窪
ω
し
竃
ω
）
の
デ
ュ
ペ
ー
の
序
文
及
ぴ
以
下
に
挙
げ
る

　
書
簡
を
参
照
。
§
雨
旨
§
葛
呉
き
曽
ミ
旨
§
§
＆
・
勺
雪
ξ

　
－
旨
σ
o
鼻
（
－
o
巨
o
『
ζ
害
ζ
昌
彗
二
竃
o
）
し
－
ら
．
～
タ
ω
彗
－
蜆
o
〇
一

　
ω
べ
㎝
・
き
S
ミ
旨
§
“
吻
卜
⑮
ミ
雨
葛
一
〇
α
．
－
耐
o
目
向
旦
色
　
（
O
豊
自
σ
ユ
O
O
日
①
一

　
匡
彗
竃
a
〇
三
く
雪
ω
ξ
串
o
ω
ω
し
竃
卜
）
し
く
も
．
お
†
睾
特
に
最

　
後
に
挙
げ
た
一
九
二
一
年
九
月
二
十
三
日
付
の
甥
の
ハ
リ
ー
宛
の
書

簡
は
重
要
。

（
2
）
　
ジ
呈
イ
ム
ズ
研
究
に
お
け
る
自
伝
の
受
容
に
つ
い
て
は
O
胃
〇
一

　
匡
o
ξ
一
．
、
↓
ぎ
＞
具
o
巨
o
o
q
『
遷
彗
鶉
一
＞
＝
邑
o
～
o
片
宛
塞
巳
目
①
目
9
．
．

　
三
㌧
9
ミ
一
§
｛
§
ざ
き
ミ
蔓
旨
§
雨
眈
吻
§
§
夢
＆
1
一
U
彗
邑

ζ
彗
斥
勺
o
o
q
色
（
0
9
冨
o
巨
昌
■
O
冨
雪
ξ
o
a
軍
窃
9
－
8
ω
）

暑
■
亀
↓
－
ξ
を
参
照
。
自
伝
が
体
系
的
・
分
析
的
研
究
の
対
象
と
し

　
て
認
知
さ
れ
本
格
的
理
論
研
究
が
確
立
し
た
の
は
一
九
六
〇
年
代
以

降
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
、
昌
8
9
o
o
q
『
毫
ξ
．
．
の
．
．
彗
ざ
．
．
の
部

分
に
は
関
心
が
払
わ
れ
ず
、
、
彗
8
．
．
が
付
随
し
て
も
、
巨
o
o
目
墨
－

昌
く
．
．
と
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
、
す
な
わ
ち
自
伝
も
伝
記

同
様
に
客
観
的
な
記
述
が
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
が
主
流
で
あ

　
づ
た
。
自
伝
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。
』
ミ
g
甘
－

§
㌧
ぎ
ミ
b
｝
竃
着
　
§
s
ミ
き
ミ
自
昌
邑
o
ミ
｛
§
ト
＆
．
旨
昌
鶉

○
巨
①
｝
（
勺
ユ
目
o
g
o
P
2
．
－
一
勺
ユ
目
o
g
o
目
O
勺
一
お
o
o
o
）
一
〇
軍
M
0
1
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曽
．
ウ
ィ
リ
ァ
ム
・
C
・
ス
ペ
ン
ジ
マ
ン
著
船
倉
正
憲
訳
『
自
伝
の

　
か
た
ち
－
文
学
ジ
ャ
ン
ル
史
に
お
け
る
出
来
事
』
（
法
政
大
学
出

　
版
局
、
一
九
九
一
年
）
。

（
3
）
≦
≡
8
暮
墨
F
、
＝
彗
～
－
彗
霧
嘗
旦
暮
①
ヨ
9
一
昌
o
－

　
＞
暮
o
巨
o
o
q
冨
昌
チ
．
．
ω
§
§
雨
§
完
§
討
§
冨
（
－
竃
N
）
一
p
杜
睾

（
4
）
　
自
伝
行
為
と
人
生
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
関
連
性
を
考
察
す
る

　
に
あ
た
り
O
彗
O
－
＝
o
＝
メ
ぎ
膏
曽
竃
ξ
き
§
｛
セ
h
↓
ぎ
ぎ
｝
軸
ユ
§
S
S

　
g
き
§
｛
言
ω
ぎ
§
雨
§
包
§
雨
㌧
ミ
o
g
轟
§
も
ミ
s
ミ
き
曽
ミ

旨
§
塞
（
…
ぎ
ポ
昌
一
ミ
一
：
⊂
ま
き
邑
一
｝
o
h
峯
后
8
富
巨
？
霧
9

　
；
畠
）
に
一
部
示
唆
を
受
け
た
。

（
5
）
雰
＝
ら
．
ミ
o
．

（
6
）
豪
…
｝
旨
…
ω
！
ω
§
ミ
き
｝
畠
ミ
O
§
§
（
曇
ω
ニ
コ

　
き
S
ミ
旨
§
雨
竈
㌧
ミ
0
9
0
§
ミ
一
①
O
ら
．
ミ
ー
∪
目
罵
P
電
・
†
與
・

　
以
下
、
作
品
か
ら
の
引
用
は
同
書
に
依
り
、
本
文
中
の
括
弧
内
に
引

　
用
ぺ
ー
ジ
数
を
記
す
こ
と
に
す
る
。
訳
文
は
舟
阪
洋
子
、
市
川
美
香

　
子
、
水
野
尚
之
三
氏
の
共
訳
『
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
伝
－

　
あ
る
少
年
の
思
い
出
－
』
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
四
年
）
を
一
部

　
手
を
加
え
る
形
で
使
用
さ
せ
て
頂
い
た
。
特
に
本
稿
で
聞
題
の
一
部

　
と
な
る
、
g
昌
o
∋
く
、
．
と
い
う
語
の
解
釈
に
つ
い
て
は
筆
者
と
異
な

　
っ
て
い
る
。

（
7
）
　
エ
デ
ル
の
『
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
。
イ
ム
ズ
ー
未
だ
試
さ
れ

　
ぬ
頃
』
（
き
S
Q
旨
§
婁
一
↓
ざ
§
ミ
＆
さ
S
～
』
寒
㍗
畠
§

　
［
勺
す
自
與
o
Φ
吾
巨
印
一
－
－
o
o
，
o
o
ヰ
一
－
㊤
蜆
ω
］
）
に
お
い
て
さ
え
＝
一
一
臼
も

　
言
及
が
な
く
、
ラ
・
ク
レ
ア
の
伝
記
で
は
、
言
及
は
な
さ
れ
て
い
る

　
も
の
の
『
少
年
と
他
の
人
々
』
か
ら
原
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
紹

介
す
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
い
る
。
宛
O
σ
胃
↓
ピ
①
Ω
巴
『
一
さ
§
的

き
s
ミ
旨
§
婁
こ
寒
㍗
畠
§
（
z
姜
く
o
｝
』
o
鼻
昌
彗
一
冨
g
）
一

君
．
旨
㌣
睾
筆
者
の
知
る
限
り
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
そ
の
後

『
少
年
と
他
の
人
々
』
を
扱
っ
た
論
文
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な

　
い
。

（
8
）
　
『
イ
ニ
シ
ャ
ル
』
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
の
「
国
際
小
説
」
と
の

　
関
係
に
つ
い
て
は
O
雪
昌
O
胃
o
q
員
、
↓
ま
ヨ
易
二
葦
o
ヨ
き
o
；
一

　
z
o
く
鼻
．
．
勺
…
ピ
戸
ピ
×
×
昌
（
留
貝
o
昌
g
H
畠
蟹
）
一
〇
p
き
o
o
占
㎝

　
を
参
照
。

（
9
）
－
①
O
巨
『
も
」
旧
－

（
1
0
）
　
＝
o
＝
メ
o
．
ミ
．

（
u
）
少
年
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
滞
在
に
つ
い
て
は
、
拙
論

　
「
少
年
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
」
二
橋
論
叢
」
第
一
一
八
巻
第

　
三
号
（
一
九
九
七
年
）
五
一
－
六
六
頁
を
参
照
の
こ
と
「

へ
螂
）
　
ベ
ル
は
『
少
年
と
他
の
人
々
』
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、

　
、
o
q
遷
o
．
．
に
着
目
し
、
口
を
開
け
る
と
い
う
含
蓄
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

　
そ
れ
は
、
み
つ
め
る
対
象
を
自
己
の
奥
深
く
ま
で
「
呑
み
込
」
み
た

　
い
と
い
う
願
望
の
現
れ
で
あ
る
と
い
う
秀
逸
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

　
思
戸
O
、
ミ
ω
．
も
っ
と
も
ベ
ル
は
、
「
ぽ
か
ん
と
見
と
れ
る
」
と

　
「
呑
み
込
む
」
と
い
う
行
為
の
区
別
を
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ

　
こ
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
両
行
為
は
本
質
的
に
翼
な
る
も
の
だ
。
そ

　
し
て
、
本
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
し
ぱ
し
ば
論

　
議
の
的
と
な
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
ア
ポ
ロ
ン
の
間
」
の
悪
夢
の
解
釈

　
に
は
こ
の
両
行
為
の
相
違
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
筆
者
は

　
考
え
る
。
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（
1
3
）
勾
o
く
霊
害
鼻
b
蔓
§
§
、
ぎ
き
ぎ
』
ミ
o
ミ
o
§
ミ

　
（
－
o
巨
昌
ら
昌
忌
畳
9
お
8
）
一
p
二
1

（
1
4
）
『
少
年
と
他
の
人
々
」
の
中
で
も
、
最
近
訪
ね
た
際
に
は
ど
う

　
な
づ
て
い
た
か
と
い
う
言
及
が
し
ぱ
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
。
o
・
畠
・

　
冨
－
1

（
1
5
）
　
5
昌
向
忌
一
一
き
ミ
ミ
旨
§
8
一
§
⑮
き
吻
、
§
さ
ミ
⊥
§
q

　
（
z
o
妻
く
o
『
－
＞
く
昌
冒
o
雰
し
㊤
s
）
一
p
ω
N
N
l

（
1
6
）
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ホ
ッ
フ
ァ
（
ミ
…
宣
昌
雪
o
雪
団
）
は
ジ
ェ
イ
ム

　
ズ
の
自
伝
を
「
最
後
の
序
文
」
と
呼
ぴ
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
版
選
集
の
序

文
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
、
ど
ち
ら
も
「
形
成
の
原
理
を
つ
ま
び
ら

　
か
に
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら

　
の
序
文
も
そ
れ
の
み
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
．
．
↓
ま

簑
；
一
雫
g
彗
三
＝
彗
ミ
旨
目
霊
、
ω
＞
巨
o
巨
o
o
q
冨
昌
メ
、
、

　
寒
§
§
§
ミ
ミ
雨
§
ミ
（
冨
8
）
一
p
M
夷

（
1
7
）
　
§
雨
　
㌧
べ
　
9
　
“
ぎ
Φ
　
き
皇
と
　
　
（
Z
①
冬
　
　
く
o
『
斥
一
　
〇
ユ
印
ユ
o
眈

　
ω
o
『
；
烏
『
．
ω
ω
昌
9
冨
竃
）
ら
．
冒
o
．
訳
文
は
多
田
敏
男
訳
『
ヘ
ン

　
リ
ー
．
ジ
ェ
イ
ム
．
ス
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
版
」
序
文
集
』
（
関
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（55）「転用」の物語
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