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な
く
、
蜂
、
蟻
、
虱
、
蛇
、
蛸
、
羊
、
牛
、
犬
、
鼠

―
西
海
岸
で
は
、

窓
に
「
当
店
で
は
ネ
ズ
ミ
と
ジ
ャ
ッ
プ
の
両
方
を
毒
殺
し
ま
す
」
と
い
う

広
告
を
出
す
店
が
あ
っ
た

―
に
例
え
ら
れ
て
い
た（

2
）。

　

戦
争
情
報
局
（
Ｏ
Ｗ
Ｉ
）
が
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
に
日
本
研
究
を

委
嘱
し
た
の
は
終
戦
の
一
年
前
で
あ
る
。
そ
の
二
年
後
の
一
九
四
六
年
に

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
『
菊
と
刀
』
を
上
梓
す
る
。
戦
前
「
未
開
社
会
」
に
つ

い
て
の
比
較
研
究（

3
）で
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
世
界
大
戦
中
に
人
種
主
義

を
批
判
す
る
本（

4
）や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
著
し
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
だ
が
、
こ

の
本
の
中
で
は
「
最
も
異
質
な
敵
」（5
）で
あ
っ
た
日
本
人
の
「
文
化
」
を

描
い
て
い
る
。
出
版
以
来
様
々
な
反
論
を
呼
ん
で
き
た
が（

6
）、「
余
り
に

「
未
開
人
や
黒
人
や
日
本
人
は
け
だ
も
の
じ
み
て
い
る
、
猿
そ
っ
く
り
だ
、

な
ど
と
い
う
の
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
耳
に
す
る
言
い
草
だ（

1
）」
と
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
で
惨
禍
を
忍
ん
だ
テ
オ
ド
ー
ル
・
Ｗ
・
ア
ド
ル
ノ
は
記
し
て
い
る
。

一
九
四
五
年
に
書
か
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
に
関
す
る
文
章
に
み
ら
れ
る
一

文
だ
が
、
こ
こ
で
の
「
未
開
人
や
黒
人
や
日
本
人
」
と
い
う
羅
列
は
、
た

だ
思
い
つ
い
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
未
開
人
」
は
文
明
の

差
異
、「
黒
人
」
は
人
種
の
差
異
を
示
唆
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
最
後
の

「
日
本
人
」
は
文
明
や
人
種
の
差
異
を
含
み
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
敵
味
方

と
い
う
差
異
も
内
包
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
太
平
洋
戦
争
中
の
ア
メ
リ
カ
の

戦
争
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
は
日
本
人
は
様
々
な
動
物
、
つ
ま
り
、
猿
だ
け
で

論
説動

物
を
訳
す
、
文
化
を
書
く

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
に
お
け
る
隠
喩
と
引
用
の
関
係
に
つ
い
て

ロ
ビ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ヒ
ャ
ー
ト
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M
y assignm

ent w
as diffi

cult. A
m

erica and Japan w
ere at 

w
ar and it is easy in w

artim
e to condem

n w
holesale, but 

far harder to try to see how
 your enem

y looks at life 

through his ow
n eyes. Y

et it had to be done. T
he question 

w
as how

 the Japanese w
ould behave, not how

 w
e w

ould 

behave if w
e w

ere in their place.﹇
…
﹈ I had to look at the 

w
ay they conducted the w

ar itself and see it not for the 

m
om

ent as a m
ilitary problem

 but as a cultural problem
.

（
9
）

私
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
困
難
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
と
日
本
は
交
戦

中
で
あ
っ
た
。
戦
争
中
は
徹
頭
徹
尾
こ
き
お
ろ
す
こ
と
は
た
や
す
い
が
、

敵
が
人
生
を
自
身
の
眼
を
通
し
て
ど
ん
な
ふ
う
に
見
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
見
る
こ
と
は
、
は
る
か
に
む
ず
か
し
い
仕
事
で
あ
る
。
し
か

し
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
日
本
人
が
ど

ん
な
行
動
を
す
る
か
で
あ
っ
て
、
も
し
彼
ら
と
同
じ
立
場
に
置
か
れ
た

な
ら
ば
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
行
動
を
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か

っ
た
。〔
…
…
〕
私
は
彼
ら
が
戦
争
そ
の
も
の
を
遂
行
す
る
や
り
方
を

眺
め
、
そ
れ
を
し
ば
ら
く
の
間
、
軍
事
的
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
文

化
問
題
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

第
一
章
の
冒
頭
に
あ
る
こ
の
箇
所
で
は
、look

とsee

と
い
う
言
葉

も
上
手
く
書
き
す
ぎ
た
」（7
）と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
文
体
は
一
貫
し
て

高
い
評
価
を
得
て
い
る（

8
）。

　

こ
こ
で
は
『
菊
と
刀
』
に
お
け
る
一
つ
の
支
配
的
な
比
喩
を
検
討
し
て

い
く
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
修
辞
的
な
戦
略
を
剔
出
す
る
目
的
は
、
ベ
ネ
デ

ィ
ク
ト
と
い
う
「
作
家
」
の
技
法
の
み
に
問
題
を
収
斂
さ
せ
る
こ
と
に
あ

る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
文
化
の
解
釈
が
そ
の
「
材
料
」
と
な
る
言
葉

の
翻
訳
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
民
族
誌
の
手
法
や
人
類
学

の
理
論
と
実
践
自
体
に
内
在
さ
せ
て
し
ま
う
問
題
を
明
る
み
に
出
す
こ
と

に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
引
用
と
し
て
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
「
日
本
文
化
の

型
」
に
精
巧
に
編
み
込
ま
れ
て
い
な
が
ら
も
は
み
出
し
て
し
ま
う
一
つ
の

イ
メ
ー
ジ
、
一
匹
の
犬
、
に
焦
点
を
あ
て
、「
文
化
」
を
説
く
こ
の
文
章

が
指
し
示
す
意
味
の
剰
余
を
抉
り
出
す
。

一『
菊
と
刀
』
は
、
歴
史
書
の
要
約
と
、
中
心
的
に
扱
わ
れ
る
恩
、
義
理
、

人
情
、
忠
な
ど
の
日
本
人
特
有
と
言
わ
れ
る
文
化
の
「
パ
タ
ー
ン
」
に
つ

い
て
の
解
釈
が
展
開
さ
れ
る
章
か
ら
な
る
が
、
そ
の
第
一
章
で
は
、
戦
争

と
い
う
時
代
背
景
の
中
で
、
研
究
が
ど
の
よ
う
な
条
件
と
方
法
で
遂
行
さ

れ
え
た
か
が
述
べ
ら
れ
る
。
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指
す
言
葉
が
思
考
・
意
識
内
容
一
般
の
転
義
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は

特
に
英
語
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
『
菊
と
刀
』
の
第
一
章
の

テ
ク
ス
ト
で
反
復
さ
れ
る
視
覚
を
指
す
動
詞
は
単
に
「
思
考
」
や
「
研

究
」
な
ど
と
い
っ
た
一
般
的
な
意
味
で
使
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
文
化
人

類
学
と
い
う
学
問
の
方
法
論
そ
の
も
の
に
関
わ
る
も
の
で
も
あ
る
。

I had to forego the m
ost im

portant technique of the cultural 

anthropologist: a field trip. I could not go to Japan and live 

in their hom
es and w

atch the strains and stresses of daily 

life, see w
ith m

y ow
n eyes w

hich w
ere crucial and w

hich 

w
ere not. I could not w

atch them
 in the com

plicated busi-

ness of arriving at a decision. I could not see their children 

being brought up.

（
11
）

私
は
文
化
人
類
学
者
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
手
法
で
あ
る
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
諦
め
る
し
か
な
か
っ
た
。
日
本
に
行
っ
て
日
本
人
の
家

庭
で
暮
ら
し
、
日
常
生
活
に
お
け
る
も
ろ
も
ろ
の
負
担
を
観
察
し
、
何

が
肝
心
で
何
が
肝
心
で
な
い
か
を
自
分
の
目
で
見
て
取
る
こ
と
も
で
き

な
か
っ
た
。
日
本
人
が
一
つ
の
決
断
に
い
た
る
込
み
入
っ
た
過
程
を
観

察
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
子
供
た
ち
が
育
て
ら
れ
る
様

子
を
見
届
け
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

が
繰
り
返
さ
れ
る
。
両
方
と
も
「
見
る
」
と
翻
訳
さ
れ
る
が
、
英
語
の
語

法
と
意
味
内
容
上
で
は
明
確
な
相
違
が
存
在
す
る
。look

は
動
作
主
格

で
、
描
写
さ
れ
る
動
作
の
主
体
が
そ
の
行
為
を
意
図
的
に
遂
行
す
る
、
生

命
の
あ
る
も
の
だ
と
想
定
さ
れ
る
。see

は
状
態
動
詞
で
、
普
通
は
進
行

形
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。look

は
か
な
ら
ずtow

ard, for, at

と
い

う
動
き
の
方
向
を
表
す
前
置
詞
を
と
も
な
う
が
、see

に
は
そ
れ
ら
の
前

置
詞
が
付
く
こ
と
は
な
く
、
逆
にinto, onto, through, over, behind

と
い
う
動
き
の
終
着
点
・
到
着
点
を
表
す
前
置
詞
が
付
く
こ
と
が
あ
る
。

要
す
る
に
、look

は
、
あ
る
も
の
を
見
よ
う
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
特
に
視
線
を
向
け
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
一
方
、see

は
あ

る
も
の
が
自
然
に
目
に
入
る
こ
と
で
あ
り
、「
見
え
る
」
と
い
う
意
味
を

持
つ
。
何
か
を
眺
め
な
が
ら
（look

）、
そ
の
何
か
が
見
え
な
い
（not 

see

）
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る（

10
）。

　

前
記
の
箇
所
で
は
、「
私
」
も
「
敵
」
もlook

の
主
語
に
な
っ
て
い
る

が
、see

の
主
語
は
「
私
」
だ
け
で
あ
る
。
研
究
対
象
で
あ
る
人
々
が
人

生
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
（look at

）
か
と
い
う
こ
と
を
見
る
（see

）

こ
と
、
ま
た
、
そ
の
研
究
対
象
の
「
流
儀
」
を
見
て
（look

）
そ
れ
を
文

化
的
問
題
「
と
し
て
」
見
る
（see as

）
こ
と
こ
そ
が
、
研
究
者
の
研
究

課
題
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、look

を
「
注
意
を
払
う
」、「
関
心

を
向
け
る
」、「
検
討
す
る
」
な
ど
の
言
葉
で
、see

を
「
理
解
」「
認
識
」

「
察
知
」
と
い
う
言
葉
で
置
き
換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
視
覚
の
機
能
を
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は
主
に
視
覚
に
基
づ
く
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
文
献
の
解
読
を
絵
の
鑑
賞
と

比
較
す
る
こ
と
も
慣
用
の
隠
喩
の
域
を
出
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

こ
の
第
一
章
の
最
後
、『
菊
と
刀
』
と
い
う
著
作
が
開
拓
し
よ
う
と
す
る

新
し
い
研
究
領
域
が
述
べ
ら
れ
る
時
に
、
そ
れ
は
視
覚
に
関
わ
る
一
層
複

雑
な
隠
喩
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

W
riters in every nation have tried to give an account of 

them
selves. But it is not easy. T

he lenses through w
hich 

any nation looks at life are not the ones another nation uses. 

It is hard to be conscious of the eyes through w
hich one 

looks. A
ny country takes them

 for granted, and the tricks 

of focusing and of perspective w
hich give to any people its 

national view
 of life seem

 to that people the god-given 

arrangem
ent of the landscape. In any m

atter of spectacles, 

w
e do not expect the m

an w
ho w

ears them
 to know

 the 

form
ula for the lenses, and neither can w

e expect nations to 

analyze their ow
n outlook upon the w

orld. W
hen w

e w
ant 

to know
 about spectacles, w

e train an oculist and expect 

him
 to be able to w

rite out the form
ula for any lenses w

e 

bring him
. Som

e day no doubt w
e shall recognize that it is 

the job of the social scientist to do this for the nations of 

　

こ
の
文
で
は
、w

atch

とsee

と
い
う
二
つ
の
動
詞
が
繰
り
返
し
使
わ

れ
て
い
る
。w

atch

はlook

と
同
様
に
意
思
を
持
っ
て
見
る
、
特
に
注

意
し
て
見
る
と
い
う
意
味
を
持
ち
、
動
い
て
い
る
も
の
、
時
間
と
共
に
繰

り
広
げ
ら
れ
る
事
柄
を
見
る
と
い
う
意
味
も
持
っ
て
い
る
。
こ
の
語
彙
で

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
、
研
究
対
象
と
な
る
社
会
に
長
期
に
わ
た
っ
て
滞
在
し
、

生
活
を
と
も
に
し
な
が
ら
対
象
社
会
を
直
接
観
察
し
記
述
す
る
と
い
う
、

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
最
初
に
提
唱
し
た
参
与
観
察
と
い
う
方
法
を
描
写
し

て
い
る
。
日
本
と
米
国
が
交
戦
中
で
あ
っ
た
た
め
に
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は

自
身
が
こ
こ
で
文
化
人
類
学
の
基
盤
と
な
る
「
技
法
」
と
し
て
認
め
て
い

る
そ
の
方
法
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、「
一
人
の
文
化
人
類
学

者
と
し
て
、
私
は
自
分
が
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
研
究
技
術
と
原
則
に
自

信
を
持
っ
て
い
た
」（12
）と
述
べ
、
人
類
学
的
研
究
そ
の
も
の
を
諦
め
る
必

要
は
な
い
と
説
い
て
い
る
。
参
与
観
察
の
欠
落
を
補
う
研
究
技
術
と
し
て
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
映
画
鑑
賞
、
文
献
の
解
読
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
そ

の
際
、
映
画
を
「
日
本
で
す
で
に
そ
の
映
画
を
見
て
い
た
日
本
人
た
ち
と

共
に
、
私
の
見
方
で
は
な
く
、
彼
ら
の
見
方
で
」（13
）検
討
し
た
と
い
う
。

一
方
文
献
を
読
む
と
き
に
は
、「「
こ
の
絵
の
間
違
い
」
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
」（14
）と
自
問
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
解
読
法
を
新
聞
の
「
間
違
い

探
し
絵
」
を
見
る
こ
と
に
例
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
参
与
観
察
の
文
脈
で

「
見
る
」
行
為
を
指
す
言
葉
が
頻
出
す
る
こ
と
は
不
可
避
に
近
く
、
映
画
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焦
点
（focus

）、
遠
近
法
（perspective

）、
視
野
（view

）、
見
通
し

（outlook

）
と
い
う
、
光
学
な
い
し
視
覚
に
関
わ
る
言
葉
に
よ
っ
て
人
類

学
者
の
担
う
べ
き
仕
事
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
落
で
喚
起
さ
れ
る

視
覚
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
全
体
か
ら
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
基
本
的
な

ス
タ
ン
ス
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
眼
鏡
の
メ
タ
フ
ァ

ー
は
、
様
々
な
文
化
の
間
に
本
質
的
な
優
劣
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
『
文
化
の
型
』
で
も
説
い
て
い
る
「
文
化
の
相
対

性
の
認
識
」
を
示
し
て
い
る
。
意
思
を
持
っ
て
何
か
を
見
る
時
に
は
見
る

器
官
そ
の
も
の
は
意
識
さ
れ
な
い
と
い
う
点
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
る
文

化
が
そ
れ
ぞ
れ
に
内
在
さ
せ
て
い
る
自
文
化
中
心
主
義
の
傾
向
を
示
唆
し

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
箇
所
で
の
視
覚
の
隠
喩
が
よ

り
一
層
重
要
な
意
味
を
帯
び
る
の
は
、
人
類
学
の
方
法
そ
の
も
の
と
関
連

す
る
時
で
あ
る
。「
検
査
技
師
」
と
「
レ
ン
ズ
の
処
方
」
と
い
う
比
喩
で
、

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
人
類
学
者
に
あ
る
特
権
的
な
地
位
を
与
え
て
い
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
国
民
や
そ
の
国
の
文
筆
家
が
自
分
に
つ
い
て
叙
述
し
て
い
る
こ

と
の
中
に
は
、
あ
る
歪
み
が
含
ま
れ
て
い
る
。
世
界
や
自
分
を
「
レ
ン

ズ
」
を
通
し
て
見
る
の
で
、
そ
こ
に
映
る
像
は
レ
ン
ズ
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
。
さ
ら
に
、
人
類
学
者
も
「
眼
鏡
」
を
か
け
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

異
国
民
の
レ
ン
ズ
の
処
方
箋
を
書
く
時
に
、
人
類
学
者
は
自
ら
の
レ
ン
ズ

か
ら
生
じ
う
る
「
処
方
」
の
歪
み
を
ど
の
よ
う
に
回
避
す
る
の
か
と
い
う

疑
問
が
生
じ
る
。
こ
の
隠
喩
か
ら
は
そ
の
答
え
は
読
み
取
れ
な
い
。
た
だ

the contem
porary w

orld.

（
15
）

ど
の
国
の
文
筆
家
も
、
彼
ら
自
身
の
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
努
め
て
き

た
。
し
か
し
そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
あ
る
国
民
が
生
活
を
眺

め
る
レ
ン
ズ
は
、
他
の
国
民
が
用
い
る
レ
ン
ズ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
が
も
の
を
見
る
時
に
必
ず
経
由
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
の
目
と

い
う
も
の
を
意
識
す
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
ど
の
国
も
そ
れ
を

所
与
の
も
の
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
あ
る
国
民
に
共
通
の
人
生
観

に
与
え
る
焦
点
の
合
わ
せ
方
、
遠
近
の
取
り
方
の
癖
は
、
国
民
達
に
は

神
か
ら
与
え
ら
れ
た
ま
ま
の
風
景
の
配
置
と
見
な
さ
れ
る
。
ど
の
よ
う

な
眼
鏡
の
場
合
も
、
眼
鏡
を
か
け
て
い
る
当
人
が
レ
ン
ズ
の
処
方
を
知

っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
最
初
か
ら
だ
れ
も
期
待
し
な
い
し
、
国

民
が
自
ら
の
眺
望
を
分
析
す
る
こ
と
に
期
待
す
る
こ
と
も
な
い
。
も
し

眼
鏡
の
こ
と
に
つ
い
て
知
り
た
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
眼
科
の
検
査
技

師
を
養
成
し
、
検
査
技
師
の
所
へ
持
っ
て
い
き
さ
え
す
れ
ば
ど
ん
な
レ

ン
ズ
の
処
方
も
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
く
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
期
待
す

る
。
き
っ
と
そ
の
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
科
学
者
こ
そ
、
現
代
世

界
の
諸
国
民
に
つ
い
て
、
こ
の
検
査
技
師
と
同
じ
仕
事
を
行
う
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
は
、
目
（eye

）、
レ
ン
ズ
（lens

）、
メ
ガ
ネ
（spectacles

）、
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故
に
対
す
る
反
応
、「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
言
葉
の
字
義
的
な
含
意
、

夏
目
漱
石
の
『
坊
ち
ゃ
ん
』
の
場
面
、
精
神
分
析
雑
誌
か
ら
と
っ
た
失
恋

相
談
な
ど
の
事
例
が
次
々
と
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、「
恩
」
と
い
う
「
文

化
の
型
」
が
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
の
中
で
、
第
五
章
の
冒
頭
に

挙
げ
ら
れ
る
そ
の
最
初
の
事
例
は
、
日
本
の
教
科
書
か
ら
引
用
さ
れ
た

「
ハ
チ
」
と
い
う
犬
の
話
で
あ
る
。

　

H
achi is a cute dog. A

s soon as he w
as born he w

as 

taken aw
ay by a stranger and w

as loved like a child of the 

house. For that reason, even his w
eak body becam

e healthy 

and w
hen his m

aster w
ent to his w

ork every m
orning, he 

w
ould accom

pany him
 

（m
aster

） to the street car station 

and in the evening around the tim
e w

hen he 

（m
aster

） 

cam
e hom

e, he w
ent again up to the station to m

eet him
.

　

In due tim
e, the m

aster passed aw
ay. H

achi, w
hether he 

knew
 of this or not, kept looking for his m

aster every day. 

Going to the usual station he w
ould look to see if his m

aster 

w
as in the crow

d of people w
ho cam

e out w
henever the 

street car arrived.

　

In this w
ay days and m

onths passed by. O
ne year passed, 

tw
o years passed, three years passed, even w

hen ten years 

し
、「
レ
ン
ズ
」
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
、
異
国
の
人
々
の
レ
ン
ズ
を
検

査
し
、
そ
し
て
ま
た
、
訓
練
を
受
け
て
い
る
専
門
家
で
あ
る
と
い
う
点
で
、

人
類
学
者
は
自
分
自
身
を
説
明
す
る
文
筆
家
た
ち
と
異
な
り
、
文
化
を

「
相
対
的
に
」
見
る
能
力
を
具
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
る
。

look

とsee

と
い
う
語
彙
と
同
じ
よ
う
に
、
レ
ン
ズ
と
眼
科
の
検
査
技

師
と
い
う
喩
え
に
も
、
視
覚
の
分
断
と
そ
の
不
平
等
な
分
配
が
含
意
さ
れ

て
い
る
。
軍
事
的
な
問
題
を
文
化
的
な
問
題
「
と
し
て
」
見
る
と
い
う
ベ

ネ
デ
ィ
ク
ト
は
、
敵
と
友
の
間
の
文
化
的
な
差
異
を
認
識
す
る
と
い
う

『
菊
と
刀
』
の
問
題
設
定
、
そ
の
具
体
的
な
研
究
手
法
と
手
順
、
そ
し
て

「
人
類
学
」
と
い
う
学
問
の
方
法
そ
の
も
の
も
、
あ
る
二
重
の
視
覚
の
隠

喩
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
視
覚
の
隠
喩
を
表
す
言
葉
は
、「
日

本
文
化
」
に
関
す
る
具
体
的
な
記
述
の
中
に
も
再
び
浮
上
す
る
こ
と
に
な

る
。

二
　

伝
説
、
映
画
、
捕
虜
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
新
聞
記
事
、
ラ
ジ
オ
放
送
、

議
会
演
説
、
小
説
な
ど
、
種
々
の
材
料
を
基
に
し
な
が
ら
、『
菊
と
刀
』

は
そ
こ
か
ら
引
き
抜
い
た
実
例
の
列
挙
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
日
本
文
化
の
「
パ
タ
ー
ン
」
に
関
す
る
議
論
が
最
初
に
繰
り
広
げ

ら
れ
て
い
る
第
五
章
で
は
、
兵
士
へ
の
タ
バ
コ
の
配
給
、
群
集
の
交
通
事
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妥
当
性
を
持
つ
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

「
恩
を
忘
れ
る
な
」
と
い
う
短
い
物
語
は
「
ハ
チ
」
と
い
う
犬
の
イ
メ
ー

ジ
を
喚
起
す
る
。
物
語
の
内
容
は
、
犬
が
、
付
き
従
っ
て
き
た
主
人
が
他

界
し
た
後
も
主
人
の
帰
り
を
待
ち
続
け
る
と
い
う
一
文
で
要
約
で
き
る
よ

う
な
も
の
だ
が
、「
待
つ
」
と
い
う
言
葉
は
本
文
に
は
ど
こ
に
も
な
い
。

引
用
文
で
は
、
ハ
チ
は
「
見
つ
け
よ
う
と
し
続
け
て
い
た
」（kept look-

ing for

）、「
見
か
け
る
こ
と
を
目
指
す
」（look to see

）
と
い
う
、
本

来
視
覚
の
機
能
を
指
す
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ハ
チ
は
路
面
電
車
か

ら
降
り
て
く
る
乗
客
の
人
ご
み
に
注
意
を
向
け
、
そ
の
中
か
ら
主
人
の
姿

を
見
分
け
よ
う
と
す
る
が
、
主
人
を
見
か
け
る
（see

）
こ
と
は
な
い
。

十
年
が
経
っ
て
も
主
人
の
姿
は
現
れ
な
い
が
、「
見
つ
け
よ
う
と
し
続
け

て
い
る
」（still looking

）
犬
の
姿
は
駅
前
で
「
見
る
こ
と
が
で
き
る
」

（can be seen

）。
こ
のlook/see

と
い
う
言
葉
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が

「
研
究
課
題
」
を
説
明
す
る
と
き
に
も
使
用
し
た
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し

こ
こ
で
のlook/see

は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
「
研
究
課
題
」
に
関
わ
る
だ

け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
内
包
し
て
い
る
序
列
や
、
そ
の
序
列
に
定

め
ら
れ
て
い
る
関
係
自
体
を
反
復
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
第
一
章
で
は
人

類
学
者
の
仕
事
の
内
容
は
「（
敵
が
）
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
（look

）

か
、
を
見
る
（see

）」
と
い
う
風
に
描
写
さ
れ
、
そ
れ
は
検
眼
士
と
レ
ン

ズ
の
隠
喩
に
も
表
れ
て
い
た
が
、
こ
の
序
列
関
係
は
「
敵
」
の
資
料
と
し

て
提
示
さ
れ
て
い
る
文
章
自
体
に
も
も
う
一
度
現
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
見

had passed the aged H
achiʼs figure can be seen every day 

in front of the station still looking for his m
aster.

（
16
）

　

引
用
文
中
に
は
「
恩
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
が
、
引
用
に
先
行
す
る
部

分
で
こ
れ
が
「
恩
を
忘
れ
る
な
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
物
語
で
あ
り
、

「
恩
」
と
い
う
概
念
が
英
語
に
翻
訳
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
無
理
に
翻

訳
す
る
と
原
語
か
ら
ず
れ
、
意
味
が
歪
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
引
用
の
後
に
続
く
文
章
で
は
、「
恩
」
が
献
身

（devotion

）
を
意
味
し
、
こ
の
話
の
教
訓
が
忠
誠
心
、「
別
の
い
い
か
た

だ
と
愛
（love

）」（17
）で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

に
よ
る
と
、
ハ
チ
と
そ
の
主
人
の
関
係
は
、
息
子
と
母
親
の
関
係
に
も
、

臣
民
と
天
皇
と
の
関
係
に
も
対
応
し
、
そ
れ
ら
の
二
つ
を
繫
ぐ
関
係
が

「
恩
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
。
次
の
段
落
の
解
説
で
は
、
分
配

さ
れ
た
一
本
の
煙
草
、
ひ
と
す
す
り
の
酒
が
兵
士
の
負
っ
て
い
る
「
恩
」

を
増
や
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、「
カ
ミ
カ
ゼ
自
殺
機
搭
乗
員
」
が
い
ず

れ
も
天
皇
に
対
す
る
恩
に
報
い
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
綴
ら
れ

て
い
く
。
こ
の
議
論
で
は
、
子
供
を
育
て
る
家
族
、
ハ
チ
の
物
語
が
読
ま

れ
る
学
校
、
天
皇
を
大
元
帥
と
す
る
軍
隊
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
構
造

を
持
つ
諸
制
度
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
犬
の

登
場
す
る
物
語
の
ど
こ
に
「
恩
」
が
あ
る
の
か
は
、
説
明
さ
れ
な
い
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
論
述
は
明
確
で
、
そ
れ
な
り
の
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ハ
チ　

ハ
、
カ
ハ
イ
　ヽ

犬
デ
ス
。
生
マ
レ
テ　

間
モ
ナ
ク　

ヨ
ソ　

ノ　

人
ニ　

ヒ
キ
取
ラ
レ
、
ソ
ノ
家
ノ　

子　

ノ　

ヤ
ウ　

ニ
シ
テ　

カ
ハ
イ
ガ
ラ
レ
マ
シ
タ
。
ソ
ノ　

タ
メ　

ニ
、
ヨ
ワ
カ
ッ
タ　

カ
ラ
ダ

モ
、
大
ソ
ウ　

ヂ
ャ
ウ
ブ　

ニ　

ナ
リ
マ
シ
タ
。
サ
ウ
シ
テ
、
カ
ヒ
ヌ

シ　

ガ　

毎
朝　

ツ
ト
メ　

ニ
出
ル
時　

ハ
、
デ
ン
シ
ャ　

ノ　

エ
キ　

マ
デ　

オ
ク
ッ
テ　

行
キ
、
夕
カ
タ　

カ
ヘ
ル　

コ
ロ　

ニ
ハ
、
マ
タ　

エ
キ　

マ
デ　

ム
カ
ヘ　

ニ　

出
マ
シ
タ
。

　

ヤ
ガ
テ
、
カ
ヒ
ヌ
シ　

ガ　

ナ
ク
ナ
リ
マ
シ
タ
。

　

ハ
チ　

ハ
、
ソ
レ　

ヲ　

知
ラ
ナ
イ　

ノ　

カ
、
毎
日　

カ
ヒ
ヌ
シ　

ヲ　

サ
ガ
シ
マ
シ
タ
。
イ
ツ
モ　

ノ　

エ
キ　

ニ　

行
ッ
テ　

ハ
、
デ

ン
シ
ャ　

ノ　

ツ
ク　

タ
ビ　

ニ
、
出
テ　

来
ル　

大
ゼ
イ　

ノ　

人

ノ　

中　

ニ
、
カ
ヒ
ヌ
シ　

ハ　

ヰ
ナ
イ　

カ　

ト　

サ
ガ
シ
マ
シ
タ
。

カ
ウ
シ
テ
、
月
日　

ガ　

タ
チ
マ
シ
タ
。

　

一
年　

タ
チ
、
二
年　

タ
チ
、
三
年　

タ
チ
、
十
年　

モ　

タ
ッ
テ　

モ
、
シ
カ
シ
、
マ
ダ　

カ
ヒ
ヌ
シ
ヲ　

サ
ガ
シ
テ　

ヰ
ル　

年　

ヲ　

ト
ッ
タ　

ハ
チ　

ノ　

ス
ガ
タ　

ガ
、
毎
日
、
ソ
ノ　

エ
キ　

ノ
前
ニ　

見
ラ
レ
マ
シ
タ
。（19
）

　

こ
の
原
文
を
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
引
用
し
て
い
る
英
文
と
比
較
す
る
と
、

僅
か
だ
が
、
確
か
な
あ
る
ズ
レ
を
察
知
で
き
る
。
ま
ず
、
原
文
の
「
カ
ヒ

ヌ
シ
」
は
英
語
で
はm

aster

と
い
う
。m

aster

あ
る
い
は
主
人
は
、
指

る
」（look

）
者
が
登
場
し
、
し
か
も
そ
の
見
る
者
は
「
見
ら
れ
る
」

（see

）
の
で
あ
る
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
冒
頭
部
の
テ
ク
ス
ト
と
の
言
葉
の

レ
ベ
ル
で
の
対
応
に
よ
っ
て
、
ハ
チ
の
物
語
は
あ
る
種
の
「
透
明
さ
」
を

獲
得
し
て
い
る
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
隠
喩
を
借
り
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
の

引
用
を
読
む
読
者
は
「
敵
の
眼
を
通
し
て
見
る
」
時
に
介
在
す
る
、
見
る

た
め
の
「
レ
ン
ズ
」
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「
敵
」
の
資
料
で
あ
る
ハ
チ
の
物
語
の
中
で
は
、
ハ
チ
と
い
う
犬
の
行
動

は
意
思
を
持
っ
て
何
か
を
見
よ
う
と
対
象
に
「
視
線
を
向
け
る
（look

）」

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
、
そ
の
「
行
動
」
は
人
々
の
目
に

「
見
え
る
（see

）」
事
柄
と
し
て
描
か
れ
る
。
見
る
者
の
見
方
を
見
る
と

い
う
構
造
を
持
つ
人
類
学
者
の
方
法
は
、
こ
の
「
恩
を
忘
れ
る
な
」
と
題

さ
れ
る
物
語
に
よ
っ
て
反
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

主
人
と
ハ
チ
の
関
係
は
、
親
と
子
、
天
皇
と
臣
民
の
関
係
と
類
似
し
て

い
る
た
め
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
議
論
の
裏
づ
け
に
な
る
、
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
彼
女
が
最
初
に
提
示
し
た
研
究
の
手
法
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と

の
証
明
に
も
な
る
。
だ
が
、
ハ
チ
の
物
語
は
物
理
的
証
拠
で
は
な
い
。
こ

の
引
用
文
は
、
一
度
、
何
者
か
に
よ
っ
て（

18
）日
本
語
か
ら
英
語
に
翻
訳
さ

れ
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。
出
典
は
、
一
九
三
四
年
に
発
行
さ
れ
た
尋
常
小

学
校
の
修
身
書
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
は
少
な
い
漢
字
と
、
旧
仮
名
遣
い
で

表
記
さ
れ
て
い
る
。
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い
る
か
ど
う
か
見
分
け
る
方
途
が
な
い
と
い
う
意
味
と
と
も
に
、
知
ら
な

い
か
ら
こ
そ
探
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
推
測
を
表
明
し
て
い
る
よ
う

に
読
め
る
。「
ソ
レ　

ヲ　

知
ラ
ナ
イ　

ノ　

カ
」
と
、
現
在
形
で
述
べ

ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
は
言
い
伝
え
ら
れ
た
ハ
チ
の
行
動
に
つ
い
て
で
は
な

く
、
現
前
し
て
い
る
ハ
チ
の
「
目
の
前
に
現
れ
」
て
い
る
行
動
に
対
す
る

推
測
な
の
で
、
探
し
て
い
る
ハ
チ
を
実
際
に
見
て
そ
の
推
測
を
行
っ
て
い

る
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
訳
文
のw

hether 
he 

knew
 of this or not

と
い
う
表
現
に
お
い
て
は
反
対
に
、
ハ
チ
の
存
知

不
存
知
が
論
外
に
さ
れ
て
い
る
。w

hether I do it or not

と
い
う
慣

用
文
と
同
じ
よ
う
に
、「
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
か
知
ら
な
い
か
」
と
い
う

文
は
、
後
に
続
く
事
柄
や
出
来
事
の
前
提
に
な
ら
な
い
こ
と
を
指
す
こ
と

で
、
逆
に
そ
の
事
柄
の
必
然
性
を
表
す
。「
い
ず
れ
の
場
合
で
も
」、「
知

っ
て
い
る
か
知
ら
な
い
か
を
問
わ
ず
」、
ハ
チ
は
そ
の
行
動
を
と
る
と
い

う
意
味
に
な
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
探
し
て
い
る
ハ
チ
を
実
際
に
見
て
推

測
す
る
者
の
存
在
は
前
提
さ
れ
て
い
な
い
。

　

英
文
の
ハ
チ
が
何
を
知
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
一
意
専
心
に
主
人
を
見
つ

け
よ
う
と
す
る
（look

）。
と
こ
ろ
が
、
日
本
語
で
は
、
ハ
チ
は
飼
主
を

「
サ
ガ
シ
マ
シ
タ
」。「
さ
が
す
」
と
い
う
語
は
も
と
か
ら
視
覚
に
限
定
さ

れ
ず
触
覚
の
感
覚
も
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
や
物
を
見
つ
け

よ
う
と
し
て
あ
ち
こ
ち
見
回
し
た
り
、
手
で
か
き
回
し
た
り
、
動
き
回
っ

た
り
す
る
と
い
う
、
身
体
全
体
の
動
き
を
含
む
行
為
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。

揮
権
ま
た
は
支
配
権
を
持
つ
主
体
を
指
し
、
不
平
等
な
力
関
係
、
従
属
関

係
を
含
意
す
る
が
、
同
時
に
相
互
的
な
社
会
関
係
と
し
て
下
位
の
も
の
に

対
す
る
責
任
、
世
話
と
い
う
含
み
も
持
つ
。
臣
民
、
家
来
な
ど
下
位
の
者

（subject

）
は
、
主
人
（m

aster

）
の
支
配
下
に
い
て
彼
に
服
従
し
て
い

る
の
だ
が
、
そ
れ
は
あ
る
種
の
選
択
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら

下
位
の
者
も
あ
る
程
度
の
主
体
性
を
保
持
し
て
い
る
と
い
え
る
。
一
方
、

「
カ
ヒ
ヌ
シ
」
の
ヌ
シ
は
、
主
人
の
含
意
を
持
つ
と
思
え
る
が
、m

aster

と
異
な
っ
て
、「
飼
主
」
は
家
畜
ま
た
は
愛
玩
動
物
を
飼
い
育
て
る
人
を

指
し
、
人
間
と
動
物
の
区
分
を
内
包
し
、
必
ず
し
も
感
情
的
な
繫
が
り
や

社
会
的
な
関
係
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
屠
殺
の
対
象
で
あ
り
、
肉

と
し
て
食
べ
ら
れ
る
家
畜
も
「
飼
う
」
と
表
現
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
言
葉

は
、
人
間
と
動
物
の
区
別
を
示
唆
す
る
と
同
時
に
、
飼
う
対
象
が
主
体
よ

り
も
客
体
の
位
置
に
置
か
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
客
体
化
は
支
配

権
と
い
う
よ
り
は
、
所
有
権
に
基
づ
い
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
単
語
の
語

義
だ
け
か
ら
考
え
れ
ば
、ow

ner

と
い
う
言
葉
を
当
て
る
べ
き
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、m

aster

と
い
う
訳
語
の
選
択
は
、
訳
文
の
ハ
チ
を
、
客
体
か

ら
主
体
、
動
物
か
ら
人
間
の
位
置
へ
と
変
位
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。

　

さ
ら
に
、「
カ
ヒ
ヌ
シ
」
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
原
文
は

「
ハ
チ　

ハ
、
ソ
レ　

ヲ　

知
ラ
ナ
イ　

ノ　

カ
」
と
推
測
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
「
毎
日　

カ
ヒ
ヌ
シ　

ヲ　

サ
ガ
シ
マ
シ
タ
」
と
い
う
ハ
チ
の
行

動
を
前
提
に
し
た
上
で
の
憶
測
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
、
ハ
チ
が
知
っ
て
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「
そ
れ
を
知
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
憶
測
が
訳
文
か
ら
消
え
、
そ
の
憶
測

を
発
す
る
者
も
そ
の
姿
を
消
す
の
だ
。
ハ
チ
の
行
動
の
条
件
に
関
す
る
推

測
を
述
べ
る
者
の
存
在
、
そ
し
て
、
駅
の
前
に
ハ
チ
を
見
た
と
思
わ
れ
る

者
の
存
在
は
ぼ
や
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
者
が
ハ
チ
を
ど
の
よ
う
に

見
た
か
と
い
う
問
い
、
つ
ま
り
、「
日
本
人
」
が
ハ
チ
を
「
ど
の
よ
う
に

見
た
か
」
と
い
う
問
い
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
意
味
す
る
。
逆
に
、

「
飼
主
」
を
「
マ
ス
タ
ー
・
主
人
」
に
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訳
文
の

ハ
チ
は
人
間
的
な
要
素
を
増
す
。
そ
れ
は
、
主
人
を
「
見
か
け
る
こ
と
を

目
指
す
」
姿
を
与
え
ら
れ
、
条
件
を
問
わ
ず
に
行
動
す
る
人
間
の
姿
に
近

付
い
た
ハ
チ
を
、
日
本
人
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
読
む
こ
と
を
容
易
に
す

る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
主
人
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
ハ
チ
を
、
主
人
を
見

る
日
本
人
「
と
し
て
」
見
る
（see as

）
と
い
う
解
釈
、
ハ
チ
と
主
人
の

関
係
が
、「
日
本
人
」
と
天
皇
の
関
係
と
重
な
る
と
い
う
解
釈
が
、
翻
訳

に
よ
っ
て
、
言
葉
の
中
に
、
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
る
。

三
　

英
訳
か
ら
そ
の
姿
を
消
し
た
、
ハ
チ
を
見
た
者
は
何
を
見
た
の
か
。
そ

れ
は
ひ
と
ま
ず
ご
く
普
通
の
犬
で
あ
ろ
う
。
ハ
チ
の
物
語
は
、
元
々
実
話

に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
動
物
が
人
間
の
よ
う
に
喋
っ
た
り

振
る
舞
っ
た
り
す
る
動
物
寓
話
で
は
な
い
。
十
年
で
「
年　

ヲ　

ト
ッ

つ
ま
り
、「
大
ゼ
イ　

ノ　

人
ノ　

中　

ニ
、
カ
ヒ
ヌ
シ　

ハ　

ヰ
ナ
イ　

カ　

ト　

サ
ガ
シ
マ
シ
タ
」
と
い
う
文
を
読
む
と
、
駅
の
前
に
座
り
、

人
々
を
眺
め
て
い
る
犬
で
は
な
く
、
人
ご
み
の
中
に
入
り
、
足
の
間
を
巡

り
な
が
ら
、
匂
い
を
嗅
い
で
い
る
犬
が
想
像
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
も
原
文
に
お
け
る
「
ハ
チ
」
と
は
矛
盾
し
な
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
よ
う

に
思
え
る
。

「
ハ
チ　

ノ　

ス
ガ
タ　

ガ
、
毎
日
、
ソ
ノ　

エ
キ　

ノ
前
ニ　

見
ラ
レ

マ
シ
タ
」
と
い
う
よ
う
に
原
文
は
終
わ
る
が
、
そ
の
最
後
の
「
見
ラ
レ
マ

シ
タ
」
は
、
訳
文
で
はcan be seen

と
い
う
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
過

去
形
の
「
見
ら
れ
ま
し
た
」
も
、
も
う
す
で
に
完
了
し
た
状
態
を
指
す
た

め
、
間
接
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
ハ
チ
を
見
た
者
、
そ
の
目
撃
者
の
存

在
を
示
唆
し
て
い
る
。
ハ
チ
は
「
誰
か
」
に
見
ら
れ
た
、
の
で
あ
る
。
一

方
、
英
語
のcan be seen

で
は
、「
可
視
性
」
が
強
調
さ
れ
、
見
る
主

体
が
固
定
・
指
定
さ
れ
な
い
。
ハ
チ
の
姿
は
今
で
も
「
見
え
る
」
も
の
と

し
て
現
在
形
に
移
さ
れ
、
読
者
に
と
っ
て
も
「
可
視
」
な
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
引
用
文
の
ハ
チ
の
話
に
お
け
るlook

とsee

の
言
葉

遣
い
と
そ
れ
に
表
さ
れ
る
序
列
的
な
関
係
は
第
一
章
に
お
い
て
提
示
さ
れ

た
研
究
課
題
と
一
致
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
翻
訳
に
よ
っ
て
で

あ
る
。
探
し
て
い
た
ハ
チ
は
見
か
け
る
こ
と
を
目
指
し
た
ハ
チ
に
な
り
、

見
ら
れ
た
ハ
チ
は
見
る
こ
と
の
で
き
る
ハ
チ
に
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
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は
か
わ
い
が
ら
れ
、「
ソ
ノ　

タ
メ　

ニ
」
身
体
が
「
大
ソ
ウ　

ヂ
ャ
ウ

ブ
」
に
な
る
と
い
う
の
で
、
こ
れ
は
純
粋
な
情
緒
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り

は
、
感
情
を
込
め
た
、
あ
る
い
は
主
に
感
情
に
動
機
付
け
ら
れ
た
、
十
分

に
餌
を
与
え
て
や
る
と
い
う
よ
う
な
物
的
な
世
話
を
含
む
具
体
的
な
行
為

を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
餌
を
与
え
る
と
い
う
含
意
を
持
つ
「
カ

フ
」
と
、
従
属
関
係
を
表
す
「
ヌ
シ
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

「
飼
主
」
は
、
こ
の
「
か
わ
い
が
る
」
こ
と
を
経
て
、
登
場
す
る
。
ハ
チ

は
「
カ
ヒ
ヌ
シ
」
を
朝
駅
ま
で
送
り
、
そ
の
帰
宅
を
予
感
し
、
夜
ま
た
駅

に
出
か
け
る
。
ハ
チ
は
命
令
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
毎
日
自
発
的
に

駅
に
向
か
う
。
感
情
や
物
質
的
な
要
求
の
満
足
と
、
自
由
な
行
動
を
含
む

の
で
、
ハ
チ
が
飼
主
と
結
ぶ
関
係
は
、
相
互
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ

は
傍
に
つ
い
て
行
く
と
い
う
よ
う
な
、
身
体
的
な
距
離
の
近
さ
、
親
密
さ

と
し
て
現
れ
る
。
犬
と
し
て
飼
わ
れ
、
飼
主
の
下
位
に
置
か
れ
て
も
、
自

由
で
自
発
的
行
動
を
と
る
限
り
に
お
い
て
、
ハ
チ
は
積
極
的
に
社
会
的
な

行
為
を
行
う
。「
飼
う
」
と
い
う
語
が
含
意
し
て
い
る
、
人
間
と
動
物
の

差
異
は
保
持
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
差
異
が
社
会
性
へ
の
連
続
を
妨
げ
る

こ
と
は
な
い（

20
）。

「
ヤ
ガ
テ
」
飼
主
は
死
ん
で
し
ま
う
が
、
ハ
チ
の
駅
ま
で
迎
え
に
出
る
行

動
は
、
こ
の
死
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ハ
チ
は
、「
ソ
レ　

ヲ　

知
ラ
ナ
イ　

ノ　

カ
」、
相
変
わ
ら
ず
駅
に
行
き
、「
カ
ヒ
ヌ
シ　

ヲ　

サ
ガ
シ
マ
シ
タ
。」「
ソ
レ
」
と
い
う
の
は
、
飼
主
が
「
ナ
ク
ナ
リ
マ
シ

タ
」
と
い
う
の
で
、
人
間
よ
り
寿
命
が
遥
か
に
短
く
、
そ
の
点
で
も
実
際

の
犬
と
変
わ
ら
な
い
。
原
文
で
は
、
こ
の
ハ
チ
と
い
う
「
カ
ハ
イ
　ヽ

犬
」
は
人
に
引
き
取
ら
れ
る
。
引
き
取
る
人
間
は
、
外
か
ら
来
た
「
ヨ
ソ　

ノ　

人
」
で
あ
り
、
ハ
チ
を
そ
の
馴
染
み
の
な
い
他
所
の
と
こ
ろ
に
連
れ

て
行
く
が
、
そ
の
「
家　

ノ　

子　

ノ　

ヤ
ウ
」
に
す
る
。
こ
れ
は
、
人

間
で
は
な
い
が
、
ま
る
で
人
間
の
子
の
よ
う
に
扱
う
と
い
う
意
味
で
、
人

間
と
動
物
と
い
う
区
別
の
認
識
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
行
為
に
お
い
て
そ

の
区
別
を
無
化
す
る
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、「
よ
そ
も
の
」
扱
い
を
し

な
い
限
り
に
お
い
て
、
家
の
も
の
と
区
別
し
な
い
こ
と
だ
と
言
え
る
。
つ

ま
り
、
人
間
と
犬
は
明
瞭
に
区
別
さ
れ
な
が
ら
も
、
引
き
取
る
と
い
う
行

為
に
端
を
発
し
、
生
活
の
場
を
共
に
し
、
共
在
・
共
存
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
社
会
的
な
」
関
係
を
結
ぶ
と
い
う
意
味
が
そ
こ
に
は
含
ま
れ
る
だ

ろ
う
。

「
生
マ
レ
テ　

間　

モ
ナ
ク
」
は
「
ヨ
ワ
カ
ッ
タ　

カ
ラ
ダ
」
の
子
犬
だ

が
、
こ
の
「
カ
ハ
イ
ヽ
」
犬
は
「
カ
ハ
イ
ガ
ラ
レ
マ
シ
タ
」
と
い
う
。
か

わ
い
い
と
は
、
小
さ
く
て
、
弱
々
し
い
点
に
好
感
を
抱
き
、
そ
れ
を
、
不

憫
だ
と
思
い
な
が
ら
も
美
し
い
と
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
自
分
よ
り
弱
い

立
場
に
あ
る
者
に
対
し
て
保
護
の
手
を
伸
ば
し
、
望
ま
し
い
状
態
に
持
っ

て
行
っ
て
や
り
た
い
と
思
う
よ
う
な
愛
情
な
い
し
同
情
を
込
め
た
感
情
を

「
か
わ
い
い
」
と
言
い
表
す
の
で
あ
れ
ば
、「
か
わ
い
が
る
」
は
そ
の
感
情

に
従
っ
て
、
か
わ
い
い
対
象
を
大
事
に
扱
う
行
為
を
指
す
だ
ろ
う
。
ハ
チ
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る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、「
ソ
レ
」
を
知
っ
て
い
る
人
間
と
犬
を
分
け

る
知
は
、
社
会
実
践
の
場
を
分
割
す
る
こ
と
も
な
い
。
情
緒
の
連
続
性
の

中
で
行
わ
れ
る
か
ら
、
ハ
チ
の
行
動
も
社
会
的
な
行
為
と
し
て
の
意
味
を

持
つ
こ
と
に
な
る
。
飼
主
が
「
ナ
ク
ナ
リ
マ
シ
タ
」
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
ハ
チ
の
知
る
内
容
や
程
度
が
不
確
実
で
あ
る
の
に
対
し
、
ハ
チ
が
駅
に

行
く
時
、
飼
主
を
「
サ
ガ
シ
」
て
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

　

欲
し
い
も
の
を
、
あ
る
い
は
失
く
し
て
し
ま
っ
た
も
の
を
「
さ
が
す
」

こ
と
に
は
、
た
だ
何
か
の
到
来
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
よ
り
積
極
的
に
探

し
て
い
る
も
の
の
方
へ
進
も
う
と
す
る
身
体
的
な
動
き
や
、
知
覚
の
働
き

が
包
含
さ
れ
て
い
る
。「
い
ぬ
」
が
探
偵
の
代
名
詞
と
さ
れ
る
ほ
ど
、
探

し
物
と
特
権
的
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
優
れ
た
嗅
覚
ゆ
え

で
あ
る
。
何
か
の
匂
い
を
嗅
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
対
象
に
近
づ
い
て

ゆ
き
、
そ
の
対
象
に
鼻
を
近
づ
け
て
短
く
立
て
続
け
に
鼻
か
ら
空
気
を
吸

い
込
む
と
い
う
行
為
で
あ
り
、
対
象
が
身
体
的
に
近
く
に
あ
り
、
そ
こ
か

ら
発
せ
ら
れ
る
物
質
を
自
分
の
身
体
に
取
り
込
む
こ
と
で
あ
る
の
で
、
視

覚
や
聴
覚
な
ど
よ
り
肉
体
的
な
感
覚
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
さ
が
す
」

が
英
訳
で
置
き
換
え
ら
れ
るlook

とsee

と
い
う
語
彙
の
指
す
視
覚
は
、

見
る
対
象
か
ら
距
離
を
保
つ
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
対
象
に
近

づ
こ
う
と
し
、
そ
の
物
質
を
体
内
に
吸
収
す
る
嗅
覚
の
よ
う
な
感
覚
よ
り

も
高
次
な
精
神
的
知
覚
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、「
か
わ
い

が
る
」
の
訳
で
あ
るlove
も
、
深
い
情
動
を
意
味
す
る
が
、
不
在
し
て

タ
」
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
身
体
機
能
の
停
止
で
あ
る
な
ら
ば
、
死
は
人

間
と
身
体
を
持
つ
他
の
動
物
と
を
区
別
し
な
い
が
、「
ナ
ク
ナ
リ
マ
シ
タ
」

と
い
う
の
は
、「
亡
く
な
る
」
対
象
で
あ
る
他
者
に
対
す
る
敬
意
の
念
を

含
ん
だ
言
葉
で
あ
り
、
人
間
が
社
会
的
な
存
在
と
し
て
、
社
会
の
一
員
と

し
て
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
ハ
チ
は
飼
主
の
生
体
が
活
動
を
終
え

る
死
と
い
う
事
実
と
、
社
会
的
存
在
の
消
滅
と
し
て
の
死
、
の
ど
ち
ら
か

を
知
ら
な
い
、
あ
る
い
は
両
方
を
知
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
英
文
に
お

い
て
は
、
ハ
チ
は
、
何
を
知
っ
て
い
る
の
か
は
別
と
し
て
、「
見
つ
け
よ

う
と
す
る
」、
そ
し
て
、
そ
の
見
つ
け
よ
う
と
す
る
ハ
チ
が
「
見
え
る
」、

つ
ま
りlook

はsee

に
連
結
し
、
可
視
化
さ
れ
た
ハ
チ
の
「
見
方
」
は

観
察
の
対
象
と
な
る
。
一
方
、
原
文
の
ハ
チ
は
、
探
す
の
で
あ
っ
て
見
る

の
で
は
な
い
。
だ
が
、
飼
主
が
「
ナ
ク
ナ
リ
マ
シ
タ
」
と
い
う
こ
と
を
知

っ
て
い
る
上
で
ハ
チ
を
見
る
者
は
い
る
。
人
間
で
あ
ろ
う
そ
の
見
る
者
は
、

ハ
チ
が
何
を
知
っ
て
い
る
（
見
て
い
る
）
の
か
が
見
え
な
い
、
知
ら
な
い

（
見
え
な
い
）
ゆ
え
に
推
測
す
る
だ
け
だ
が
、
物
語
の
冒
頭
で
、
そ
の
推

測
と
同
じ
く
現
在
形
で
述
べ
ら
れ
る
「
ハ
チ　

ハ
、　

カ
ハ
イ
　ヽ

犬　

デ
ス
」
に
あ
る
「
か
わ
い
い
犬
」
を
見
て
い
る
よ
う
だ
。
日
本
人
と
し
て

0

0

0

で
は
な
く
、「
カ
ハ
イ
　ヽ

犬
」
を0

見
る
人
は
そ
の
か
わ
い
さ
に
好
感
を

持
ち
、
ハ
チ
に
共
感
す
る
。
こ
こ
に
お
け
る
視
覚
は
、
感
性
に
関
わ
り
、

「
暖
か
い
視
線
」（look/feel

）
と
し
て
の
情
緒
を
伴
う
も
の
だ
ろ
う
。
社

会
的
「
視
野
」
を
共
有
し
な
い
だ
け
で
、
情
緒
の
連
続
性
が
打
ち
切
ら
れ
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身
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
忘
れ
な
い
」
こ
と
は
、
探
す
と
い

う
行
為
に
よ
っ
て
、
毎
日
駅
の
前
で
、
人
々
の
前
で
現
実
の
中
で
実
践
さ

れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
見
る
者
」
に
と
っ
て
「
忘
れ
な
い
」
と
い
う

の
は
、
見
た
も
の
の
像
が
記
憶
か
ら
消
え
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
見
た
も
の

を
「
頭
」
あ
る
い
は
「
心
」
の
中
に

0

0

と
ど
め
る
こ
と
、
そ
の
記
憶
の
中
に

保
持
し
、
時
折
そ
こ
か
ら
呼
び
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
主
人
を
「
見
か
け

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
」
英
文
の
ハ
チ
も
そ
の
飼
主
の
顔
な
い
し
姿
の

像
の
覚
え
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
語
の
ハ
チ
の
「
忘
れ
な
い
」
が
物

理
的
な
現
実
に
お
い
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
英
訳
の

ハ
チ
の
「
忘
れ
な
い
」
こ
と
は
内
面
的
な
も
の
で
あ
る
。
行
為
と
し
て
の

「
忘
れ
な
い
」
は
時
間
と
空
間
の
中
で
展
開
さ
れ
、
像
と
し
て
の
「
忘
れ

な
い
」
は
時
間
と
空
間
を
静
止
・
止
揚
す
る
。
一
方
は
身
体
的
な
運
動
で

あ
れ
ば
、
他
方
は
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
。
一
方
を
行
動
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、

も
う
一
方
は
観
照
と
呼
べ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
字
義
に
沿
っ
て
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
引
用
文
と
そ
の
原

文
の
間
の
差
異
を
読
み
取
る
こ
と
で
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
「
日
本
文
化
」

の
記
述
に
も
光
を
当
て
る
こ
と
と
な
る
。「
最
も
異
質
な
敵
」（21
）を
研
究
対

象
と
据
え
て
い
る
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
、
そ
の
研
究
の
「
課
題
」
を
敵
が

「
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
（look

）
か
を
見
る
（see

）」
と
表
現
す
る
。

そ
の
視
覚
の
機
能
を
指
す
言
葉
は
、
敵
の
民
族
誌
資
料
と
し
て
「
引
用
」

さ
れ
る
ハ
チ
の
話
に
も
反
復
さ
れ
る
。
そ
の
訳
文
に
お
い
て
、
本
来
「
さ

い
る
も
の
や
、
神
の
よ
う
に
物
体
の
な
い
も
の
を
対
象
と
す
る
こ
と
も
可

能
で
、
本
来
特
定
の
行
動
を
表
現
せ
ず
、
肉
体
的
な
意
味
合
い
が
弱
く
、

精
神
的
な
意
味
合
い
が
強
い
。
一
方
、
原
文
の
中
の
、
主
に
嗅
覚
と
い
う

感
覚
と
関
わ
る
「
さ
が
す
」
と
い
う
の
も
、
保
護
や
世
話
も
含
意
す
る

「
か
わ
い
が
る
」
と
い
う
の
も
、
あ
る
実
践
と
行
動
を
指
し
示
す
。
ま
た
、

探
す
対
象
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
と
同
様
に
「
か
わ
い

が
る
」
と
い
う
の
も
、
現
前
す
る
身
体
的
な
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
の

で
、
そ
の
両
方
の
行
動
の
主
体
と
対
象
は
、
あ
る
連
続
し
た
時
間
と
空
間

を
共
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。

「
オ
ン　

ヲ　

忘
ス
レ
ル
ナ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
も
、
こ
の
「
か
わ
い
が

る
」
と
「
さ
が
す
」
と
い
う
実
践
と
の
関
連
で
読
め
る
だ
ろ
う
。
こ
の
タ

イ
ト
ル
の
「
忘
ス
レ
ル
ナ
」
は
、
何
か
を
忘
れ
た
た
め
に
失
敗
し
た
と
い

う
負
の
経
験
か
ら
学
び
取
っ
た
教
訓
を
表
現
す
る
の
で
は
な
い
。
ハ
チ
は

「
忘
れ
る
」
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
。
だ
が
、
そ
れ
は
彼
の
「
知
ら
な
い
」

を
前
提
と
し
て
い
る
。
飼
主
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
「
知
ら
な
い
」
と
思

わ
れ
る
ハ
チ
に
と
っ
て
、
そ
の
飼
主
は
「
他
界
」
に
で
は
な
く
、
ハ
チ
の

い
る
世
界
と
連
続
し
て
い
る
世
界
、
ハ
チ
と
同
じ
地
平
に
い
る
。
死
ん
だ

飼
主
が
ハ
チ
の
内
面
の
ど
こ
か
に
忘
れ
去
ら
れ
ず
に
い
る
の
で
は
な
く
、

外
の
現
実
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
チ
は
た
だ
、
そ
の
場
に
欠
如

し
て
い
る
か
ら
、
感
知
で
き
な
い
か
ら
、
飼
主
を
探
し
て
い
る
の
だ
。
つ

ま
り
、
ハ
チ
の
「
忘
れ
な
い
」
と
い
う
の
は
、
内
面
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
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あ
る
い
は
そ
の
差
異
に
由
来
す
る
誤
解
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
原
文
と
訳
文
の
差
異
に
お
い
て
、
ハ
チ

の
物
語
か
ら
あ
る
「
社
会
性
」
と
「
動
物
性
」
の
関
係
を
読
み
取
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
視
覚
の
隠
喩
を
通
し
て
論
じ
る
「
文
化
」

の
概
念
と
人
類
学
者
の
方
法
に
内
在
す
る
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。

　

人
類
学
者
の
実
践
を
描
い
て
い
る
際
に
も
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
主
に
視

覚
に
関
わ
る
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
説
明
に
お
い

て
も
、
彼
女
は
子
供
の
育
て
方
を
見
、
日
常
の
も
ろ
も
ろ
の
負
担
を
観
察

す
る
と
い
う
が
、
子
供
を
か
わ
い
が
り
、
日
常
生
活
を
邪
魔
す
る
と
は
言

わ
な
い
。
だ
が
、
馴
染
み
の
な
い
と
こ
ろ
に
移
住
し
、
そ
の
場
所
の
人
々

と
一
緒
に
、「
彼
ら
の
家
で
」（in their hom

es

）（23
）暮
ら
す
者
は
、
そ
の

人
々
の
好
意
や
助
け
に
依
存
し
、
彼
ら
の
行
為
や
情
緒
に
動
か
さ
れ
、
自

分
で
行
動
し
、
情
動
を
受
け
取
り
、
異
質
な
匂
い
や
理
解
で
き
な
い
言
葉

と
出
会
う
は
ず
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
フ
ィ
ー
ル
ド
」
に
い
る
人

類
学
者
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
、
引
き
取
ら
れ
た
ハ
チ
の
そ
れ
に
よ
く

類
似
し
て
い
る
。
原
文
の
ハ
チ
と
同
じ
よ
う
に
、「
現
地
」
に
い
る
人
類

学
者
は
行
為
や
情
緒
の
連
続
性
の
中
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
参

与
」
せ
ざ
る
を
え
な
い
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、
し
か
し
、
一
種
の
「
通

過
儀
礼
」
と
し
て
時
間
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
戻
っ

た
人
類
学
者
は
そ
の
記
録
や
ノ
ー
ト
や
自
分
の
記
憶
に
あ
る
実
際
に
「
観

が
す
」
ハ
チ
と
い
う
犬
は
、「
見
る
」（look

）
者
と
な
り
、
人
間
に
似
せ

た
存
在
に
な
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、「
見
え
る
」（see

）
者
と
し
て
可
視

化
さ
れ
、
本
来
の
観
察
対
象
で
あ
る
敵
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
と
し
て
読
ま
れ

る
よ
う
に
な
る
。
一
方
、
原
文
に
お
い
て
ハ
チ
を
見
て
推
測
を
述
べ
る
者

の
存
在
は
消
え
て
い
く
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
、「
異
質
な
敵
」
を
見
よ
う

と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
犬
を
飼
っ
て
か
わ
い
が
っ
て
い
る
者
、
駅
で
ハ
チ

を
見
て
か
わ
い
い
と
感
じ
る
者
は
消
え
、「
犬
」
だ
け
を
見
る
こ
と
と
な

る
。
そ
し
て
、
そ
の
犬
は
、
引
き
取
ら
れ
か
わ
い
が
ら
れ
る
動
物
と
し
て

の
犬
で
は
な
く
、
人
間
に
似
せ
た
、
隷
従
す
る
こ
と
を
運
命
付
け
ら
れ
て

い
る
人
間
＝
「
犬
」
で
し
か
な
い
。

　

原
文
と
英
訳
の
間
の
差
異
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
、

こ
の
引
用
に
お
い
て
、
ハ
チ
の
話
を
「
誤
読
」
し
、
敵
の
「
見
方
」
を

「
見
な
か
っ
た
」
こ
と
を
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
日
本
語

で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
ハ
チ
の
話
を
「
日
本
人
」
が
登

場
す
る
「
日
本
文
化
」
の
縮
図
的
な
「
事
例
」
と
し
て
読
む
必
然
性
は
な

い
。
原
文
を
「
日
本
文
化
」
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
で
は
な
く
、「
実
話
」

と
し
て
読
み
、
そ
こ
か
ら
あ
る
異
な
る
社
会
性
の
原
型
を
読
み
取
る
こ
と

は
、「
日
本
文
化
」
あ
る
い
は
「
日
本
文
化
」
に
お
け
る
動
物
と
人
間
の

特
有
な
あ
り
方
の
解
釈
を
提
供
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
は
ず

だ（
22
）。
日
本
語
と
英
語
の
文
章
の
差
異
に
お
い
て
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
理

想
と
す
る
人
類
学
者
が
説
明
す
る
よ
う
な
日
米
の
「
文
化
的
な
差
異
」、
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い
う
犬
に
、
観
察
の
対
象
で
あ
る
「
見
る
者
」
と
し
て
の
敵
を
見
出
し
、

文
化
を
持
つ
「
人
間
」
と
し
て
の
敵
と
の
社
会
的
な
連
続
性
を
回
復
さ
せ

よ
う
と
す
る（

26
）。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
そ
こ
で
戦
争
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
よ
る

敵
の
イ
メ
ー
ジ
を
否
定
す
る
の
だ
と
し
て
も
、
し
か
し
、
ハ
チ
を
「
見
る

者
」
に
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犬
に
特
有
な
知
覚
感
覚
の
性
質
を
捨
象

す
る
こ
と
で
、
そ
の
「
動
物
性
」
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、

ハ
チ
の
話
か
ら
、「
動
物
性
」
と
矛
盾
し
な
い
、
あ
る
動
物
的
な
身
体
性

に
基
づ
く
、
行
動
と
情
緒
の
連
続
性
と
し
て
の
社
会
性
を
読
み
取
る
こ
と

は
で
き
る
。
こ
れ
は
、
英
訳
で
は
な
く
、
原
文
で
読
む
こ
と
、
あ
る
い
は
、

敵
の
資
料
で
は
な
く
、
友
の
資
料
と
し
て
読
む
こ
と
に
よ
る
と
い
う
よ
り

も
、
隠
喩
「
と
し
て
」
で
は
な
く
、
実
際
の
動
物
の
話
を

0

0

0

0

0

0

0

0

読
む
こ
と
に
よ

る
だ
ろ
う
。

察
」
し
た
も
の
の
「
翻
訳
」
に
よ
っ
て
民
族
誌
を
構
成
す
る
。
現
地
か
ら

離
れ
、
そ
の
情
動
と
行
動
と
身
体
的
な
感
覚
の
領
域
か
ら
空
間
的
な
い
し

時
間
的
に
距
離
を
と
る
か
ら
で
あ
る（

24
）。
人
類
学
者
の
学
問
的
な
テ
ク
ス

ト
は
、
そ
の
直
接
の
情
動
と
行
動
の
連
続
性
か
ら
の
断
絶
の
上
に
成
り
立

っ
て
い
る（

25
）。

『
菊
と
刀
』
で
は
、
そ
の
距
離
な
い
し
断
絶
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

「
敵
」
の
「
参
与
観
察
」
は
で
き
な
い
。『
菊
と
刀
』
の
外
的
条
件
で
あ
る

戦
争
と
い
う
状
況
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
不
可
能
に
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
そ
れ
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
存
在
す
る
は
ず
の
行
為
と
情
緒
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