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中
　
野
　
恵
　
海

一 、

は
じ
め

　こ
の
作
品
に
は
物
語
に
這
入
る
前
に
、
二
つ
の
引
用
文
が
付
い
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
「
慶
長
訳
」
と
し
て
前
者
は
例
の
新
村
出
の
「
南
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

蛮
記
」
（
大
正
・
四
）
に
「
勧
善
鋤
」
と
名
付
け
ら
れ
た
本
の
下
巻
第
五
「
世
界
と
悪
の
執
着
に
引
れ
て
善
の
道
を
恐
る
る
人
の
迷
い
を
　
　
　
　
一

導
く
事
」
の
章
の
中
よ
り
抄
出
さ
れ
た
「
節
の
或
る
部
分
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
も
又
サ
ト
ウ
氏
著
「
日
本
耶
蘇
会

刊行
書
誌
」
の
中
の
引
用
文
に
よ
る
も
の
と
の
吉
田
精
一
氏
の
指
摘
が
あ
る
が
、
筆
者
に
は
後
者
の
書
名
「
イ
ミ
タ
シ
オ
ネ
・
ク
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら

テ
ィ
ー
」
（
キ
リ
ス
ト
に
倣
い
て
）
の
文
句
に
心
が
寄
る
。
そ
れ
は
「
キ
リ
ス
ト
の
業
跡
に
な
ら
う
」
の
意
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
に
倣
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

と
は
受
難
の
イ
エ
ス
が
大
衆
達
へ
の
「
愛
」
を
つ
ら
ぬ
き
通
し
て
、
ゴ
ル
ゴ
ダ
の
丘
で
生
命
を
捧
げ
た
こ
と
に
な
ら
う
の
意
で
あ
り
、
作

品
中
に
は
伴
天
連
の
言
葉
と
し
て
「
”
ろ
お
れ
ん
ぞ
”
が
わ
が
身
の
行
儀
を
、
御
主
“
ぜ
す
・
き
り
し
と
”
と
ひ
と
し
く
し
奉
ら
う
ず
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
る
ち
り

は
」
と
あ
る
。
そ
し
て
題
名
の
「
奉
教
人
の
死
」
の
死
は
殉
教
の
意
で
あ
り
、
奉
教
人
と
は
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
意
味
し
、
作
品

中
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
に
対
し
、
奉
教
人
衆
が
「
ま
る
ち
り
」
ぢ
ゃ
、
「
ま
る
ち
り
」
ぢ
ゃ
と
叫
ん
で
い
る
通
り
の
意
味
で
あ
る
。
か
く
し

　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら

て
、
こ
の
イ
エ
ス
に
倣
っ
た
「
ろ
う
れ
ん
ぞ
」
の
「
ま
る
ち
り
」
の
姿
を
描
く
こ
と
が
こ
の
作
品
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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二
、
美
少
年
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」

　
或
る
ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
、
長
崎
の
「
さ
ん
た
る
ち
や
」
と
云
う
西
教
寺
院
の
門
前
に
行
き
倒
れ
に
な
っ
た
少
年
、
名
は
「
ろ
お
れ
ん

ぞ
」
と
卸
静
・
た
が
撤
警
・
は
ら
い
そ
」
（
天
国
）
父
の
名
は
・
で
う
す
」
（
天
主
）
な
ど
と
ふ
ざ
け
て
、
誤
魔
化
し
て
し
ま
う
美
少
年

　
　
ば
て
れ
ん

が
、
伴
天
連
や
そ
し
て
何
よ
り
も
奉
教
人
衆
の
慈
悲
の
心
か
ら
寺
中
に
養
育
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
こ
の
物
語
の
発
端
で
あ
る
。

　
最初
に
先
づ
読
者
の
目
に
つ
く
の
は
、
勿
論
こ
の
キ
リ
シ
タ
ン
本
を
真
似
た
文
体
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ま
さ
に
完
壁
の
出
来
栄
え
で
あ

る
と
は
、
こ
の
作
品
に
寄
せ
ら
れ
る
大
方
の
世
評
の
一
致
し
た
意
見
で
あ
る
。

　そ
の
叙
述
の
な
か
で
書
き
手
が
伴
天
連
、
つ
ま
り
は
日
本
人
で
は
な
い
西
洋
人
の
手
に
な
る
も
の
だ
と
思
わ
せ
よ
う
と
す
る
技
巧
が
随

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
ま
ん

所
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
あ
の
偉
丈
夫
の
法
兄
弟
「
し
め
お
ん
」
が
、
こ
の
美
少
年
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
と
仲
睦
ま
じ
う
す
る
さ
ま
は
、
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
の
き
え
び
ま
と
4

　
1
「
れ
ば
の
ん
」
山
の
桧
に
、
葡
萄
か
づ
ら
が
纒
い
つ
い
て
、
花
咲
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
と
も
申
さ
う
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　と
あ
っ
て
、
比
喩
に
旧
約
聖
書
に
出
て
く
る
パ
レ
ス
チ
ナ
北
境
の
山
の
名
を
出
す
と
か
、
作
品
の
後
半
に
描
出
さ
れ
る
長
崎
の
町
の
大

火
の
模
様
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
ロ
テ
　
　
　
お
ん
さ
ば
き
　
　
　
ら
つ
ば
　
　
　
ね

　
　
　ま
こ
と
に
そ
の
折
の
景
色
の
凄
じ
さ
は
、
末
後
の
御
裁
判
の
卿
弧
の
音
が
、
一
天
の
火
の
光
を
つ
ん
ざ
い
て
、
鳴
り
渡
っ
た
か
と

　
思
わ

れる
ば
か
り
、
世
に
も
身
の
毛
の
よ
だ
つ
も
の
で
ご
ざ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
し

　と
述
べ
る
と
か
、
或
は
更
に
結
末
に
近
く
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
が
ま
さ
し
く
女
で
あ
る
と
の
証
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た
時
の
描
写
に
、

　
　
　ま
こ
と
に
そ
の
刹
那
の
尊
い
恐
し
さ
は
、
あ
た
か
も
「
で
う
す
」
の
御
声
が
、
星
の
光
も
見
え
ぬ
遠
い
空
か
ら
、
伝
わ
っ
て
来
る

　
よ
う
で
あ
っ
た
と
申
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
さ
は
り

　と
あ
る
の
な
ど
そ
の
良
き
例
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
又
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
に
怪
し
げ
な
噂
が
立
っ
た
こ
と
を
叙
す
る
あ
た
り
に
、
傘
張



の

娘
が

　
　
　行
き
ず
り
に
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
足
を
踏
ん
だ
と
云
い
出
す
も
の

　
があ
っ
た
と
か
、
法
兄
弟
の
「
し
め
お
ん
」
が
、
「
ろ
う
れ
ん
ぞ
」
を
弟
の
よ
う
に
も
て
な
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
は
い
　
　
　
　
　
　
　
か
な
ら
ず

ー
「
え
け
れ
し
や
」
の
出
入
り
に
も
、
必
仲
よ
う
手
を
組
み
合
わ
せ
て
居
っ
た
。

　な
ど
の
叙
述
ぶ
り
は
、
こ
れ
又
西
洋
人
の
風
習
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
些
末
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
は
書
き
手
が
日
本
人
で

な
い
と
い
う
雰
囲
気
が
た
だ
よ
う
具
合
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そし
て
美
少
年
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
容
姿
を
叙
す
る
際
、

　
　
　顔
か
た
ち
が
玉
の
よ
う
に
清
ら
か
で
あ
っ
た
に
、
声
ざ
ま
も
女
の
よ
う
に
優
し
か
っ
た
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ん
ば
ん

　と
、
は
じ
め
に
説
明
さ
れ
て
以
来
極
め
て
頻
繁
に
「
美
し
い
顔
を
赤
ら
め
て
」
「
し
た
た
か
そ
の
美
し
い
顔
を
打
っ
た
」
「
あ
の
少
年
の
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
め
　
や
さ
す
が
巨
5

や
さ
し
い
姿
」
「
清
ら
か
に
痩
せ
細
っ
た
顔
」
「
哀
れ
に
も
美
し
い
眉
目
の
か
た
ち
」
「
あ
え
か
な
ろ
お
れ
ん
そ
の
優
姿
」
と
い
う
風
な
女
　
　
　
　
一

性
に

ふさ
わ
し
い
修
飾
語
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
が
女
性
で
あ
り
、
そ
の
正
体
が
最
後
の
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
場

面
で
暴
露す
る
こ
と
に
対
す
る
作
者
芥
川
の
配
慮
で
あ
る
。
そ
の
場
面
の
描
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
ち
し
お

　
　
　御
主
「
ぜ
す
・
き
り
し
と
」
の
御
血
潮
よ
り
も
赤
い
、
火
の
光
を
一
身
に
浴
び
て
、
声
も
な
く
「
さ
ん
た
・
る
ち
や
」
の
門
に
横
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あ
ら
わ

　は
っ
た
、
い
み
じ
く
も
美
し
い
少
年
の
胸
に
は
、
焦
げ
破
れ
た
衣
の
ひ
ま
か
ら
、
清
ら
か
な
二
つ
の
乳
房
が
、
玉
の
よ
う
に
露
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
わ

　
居る
で
は
な
い
か
。
今
は
焼
け
た
だ
れ
た
面
輪
に
も
、
自
ら
な
や
さ
し
さ
は
、
隠
れ
よ
う
す
べ
も
あ
ま
じ
い
。
お
う
、
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」

　
は

女
ぢ
ゃ

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
い
　
　
ぜ

　は
素
晴
し
い
。
清
潔
な
少
女
の
胸
も
と
を
描
い
て
、
こ
れ
は
我
が
近
代
文
学
中
類
を
絶
っ
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
最
後

に
、
傘
張
の
娘
が

芥
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　月
も
満
た
ず
女
の
子
を
産
み
落
い
た
、

　と
あ
る
。
「
月
も
満
た
ず
」
は
こ
の
児
の
出
生
に
つ
い
て
、
何
か
の
影
、
何
か
罪
の
に
お
い
が
た
だ
よ
う
風
の
描
き
方
に
し
た
の
で
は

あ
ろ
う
が
「
女
の
子
」
が
初
出
で
は
「
男
の
子
」
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
が
、
で
は
何
故
「
男
の
子
」
を
「
女
の
子
」
と
訂
正
し
た
の

であ
る
か
。
愚
見
を
述
べ
る
と
、
篇
中
傘
張
の
娘
は
誠
に
諸
悪
の
根
源
で
こ
の
罪
深
き
女
が
又
そ
ろ
女
児
を
産
む
と
い
う
方
が
女
性
の
も

つ
．

罪障
の
、
か
げ
り
を
濃
く
す
る
効
果
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
芥
川
が
考
え
た
、
と
も
思
わ
れ
る
。

三
、
奉
教
人
衆
に
つ
い
て

　
奉
教
人と
は
こ
の
作
品
で
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
意
味
す
る
の
で
、
奉
教
人
衆
と
は
そ
の
復
数
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
達
の
意
と
な
る
。
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き

て
こ
の
奉
教
人
衆
が
こ
の
作
品
で
は
仲
々
重
大
な
意
味
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
結
論
か
ら
先
に
申
し
上
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

げる
と
、
こ
こ
に
芥
川
の
描
く
奉
教
人
衆
と
は
、
「
大
衆
」
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
大
衆
と
は
天
才
を
理
解
せ
ず
、
天
才
を
殺
す
も
の
で
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ぬ

あ
る
。
そ
の
良
き
例
は
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
と
大
衆
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
大
衆
へ
の
愛
を
貫
き
通
し
て
ゴ
ル
ゴ
ダ
の
丘
に
果

て
た

の
で
あり
、
愚
か
な
る
大
衆
は
こ
れ
を
理
解
せ
ず
遂
に
イ
エ
ス
を
他
の
泥
棒
達
と
共
に
殺
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
見
、
こ

の主
張
は
芥
川
の
文
学
的
遺
書
「
西
方
の
人
」
に
明
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
奉
教
人
衆
な
る
も
の
が
こ
の
作
品
で
ど
う
描
か

れ
て

いる
か
、
す
こ
し
く
詳
細
に
見
て
ゆ
き
た
い
。

　先
づ
作
品
の
冒
頭
で
、
或
る
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
、
寺
院
の
戸
口
に
行
き
倒
れ
と
な
っ
て
い
た
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
と
い
う
少
年
を
、

「

参
詣
の

奉
教
人

衆
が
介
抱し
」
そ
し
て
寺
中
に
養
わ
れ
る
事
と
な
っ
た
。
と
述
べ
ら
れ
る
。
人
情
も
ろ
い
奉
教
人
衆
の
同
情
と
愛
憐
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
つ
き
　
　
　
た

こ
の
気
立
の
良
い
信
心
堅
固
な
風
姿
の
よ
い
少
年
に
注
が
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
三
年
あ
ま
り
の
年
月
が
経
つ
と
、
元
服
間
近
い
「
ろ

お
れ
ん
ぞ
」
に
関
し
て
ピ
ン
ク
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
る
。
即
ち
町
方
の
傘
張
の
娘
と
の
噂
さ
で
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ま

　
ー
さ
れ
ば
お
の
つ
と
奉
教
人
衆
の
人
目
に
も
止
り
、
娘
が
行
き
ず
り
に
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
足
を
踏
ん
だ
と
云
い
出
す
も
の
も
あ
れ

　ば
、
二
人
が
艶
書
を
と
り
か
わ
す
を
し
か
と
見
と
ど
け
た
と
申
す
も
の
も
、
出
て
来
た
げ
で
ご
ざ
る
。

　と
な
っ
て
い
る
。
三
年
の
月
日
が
た
っ
て
、
人
の
心
の
大
変
に
か
わ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
足
を
踏
む
と
か
艶
書
を
と
り
か
わ
し
た

　
　
　
　
　
　
い
つ
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
つ
ら
い

と
か
は
全
く
の
偽
り
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
様
な
事
柄
に
関
す
る
大
衆
の
軽
薄
な
心
が
よ
く
出
て
い
る
。
そ
し
て
大
事
件
が
出
来

す
る
。
つ
ま
り
娘
が
妊
娠
し
、
そ
の
父
の
名
は
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
ぢ
ゃ
と
娘
が
断
言
し
、

　
　
　
かう
な
る
上
は
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
も
、
か
つ
ふ
つ
云
い
訳
の
致
し
よ
う
が
ご
ざ
な
い
。
そ
の
日
の
中
に
伴
天
連
を
始
め
、
「
い
る

　ま
ん
」
衆
一
同
の
談
合
に
由
っ
て
破
門
を
申
し
渡
さ
れ
る
事
に
な
っ
た
。

　
の

であ
る
。
こ
の
場
合
の
破
門
は
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
に
と
っ
て
は
誠
に
残
酷
で
、
そ
れ
は
宗
門
か
ら
の
追
放
と
そ
の
日
か
ら
生
計
の
途

の絶
た
れ
る
事
を
意
味
す
る
。
で
も
こ
の
よ
う
な
罪
人
を
こ
の
ま
ま
寺
中
に
置
い
て
は
神
の
栄
光
に
も
関
わ
る
と
い
う
の
で
、
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　日
頃
親
し
う
致
い
た
人
々
も
、
涙
を
の
ん
で
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
を
追
い
払
っ
た
と
申
す
事
で
ご
ざ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　と
、
な
っ
た
。
こ
の
処
置
に
出
た
．
の
は
「
伴
天
連
を
始
め
、
い
る
ま
ん
衆
一
同
の
談
合
に
申
っ
て
」
と
あ
る
が
お
お
ね
の
と
こ
ろ
に
奉

教
人
衆
のあ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
ろ
う
。
大
衆
は
即
ち
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
人
生
の
現
実
そ
の
も
の
で

　
　
　
　
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
ち
く

あ
る
と
は
揺
が
ぬ
芥
川
の
人
生
観
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
放
逐
が
描
か
れ
る
、
そ
の
場
面
描
写
に
ひ
と
工
夫
が
な
さ
れ
て

いる
。

　
　
　そ
の
時
居
合
わ
せ
た
奉
教
人
衆
の
話
を
伝
え
聞
け
ば
、
時
し
も
凧
に
ゆ
ら
ぐ
日
輪
が
、
う
な
だ
れ
て
歩
む
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の

　
か
し
ら

　
頭

の
かな
た
、
長
崎
の
西
の
空
に
沈
ま
う
ず
景
色
で
あ
っ
た
に
由
っ
て
、
あ
の
少
年
の
や
さ
し
い
姿
は
、
と
ん
と
一
天
の
火
焔
の
中

　
に
、
立
ち
き
は
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
た
と
申
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
な
こ

　
愚
かな
る
大
衆
の
眼
に
映
る
こ
の
美
少
年
の
立
ち
姿
は
ま
こ
と
に
目
の
裏
に
刻
み
込
ま
れ
た
よ
う
に
印
象
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

芥
川
竜
之
助
『
奉
教
人
の
死
』
の
鑑
賞



芥
川
竜
之
助
『
奉
教
人
の
死
」
の
鑑
賞

時
の
こ
の
姿
が
一
年
後
の
長
崎
の
町
の
大
火
の
時
、
再
び
描
か
れ
る
。
燃
え
さ
か
る
傘
張
り
の
娘
の
家
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
赤
ん
坊
の
生

命を
救
わ
ん
と
ま
っ
し
ぐ
ら
に
そ
の
中
に
飛
び
込
ん
だ
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
。
そ
し
て
そ
の
姿
を
見
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
れ

　
　
　

「

し
め
お
ん
」
は
思
わ
ず
遍
身
に
汗
を
流
い
て
、
空
高
く
「
く
る
す
」
（
十
字
）
を
描
き
な
が
ら
己
も
「
御
主
、
助
け
給
え
」
と

　
　
　
　
　
　
な
　
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
が
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
と

　
叫
ん

だ
が
、
何
故
か
そ
の
時
心
の
眼
に
は
凧
に
揺
る
る
日
輪
の
光
を
浴
び
て
、
「
さ
ん
た
・
る
ち
や
」
の
門
に
立
ち
き
は
ま
っ
た
、

　美
し
い
悲
し
げ
な
、
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
姿
が
浮
ん
だ
と
申
す
。

　
今度
は
実
際
の
姿
で
は
な
く
、
「
し
め
お
ん
」
の
心
眼
に
浮
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
繰
り
返
し
描
か
れ
る
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
姿
は

な
ん
の
姿
で
あ
る
か
。
作
者
芥
川
の
意
図
は
い
か
な
る
も
の
か
。
筆
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

　
お
よ
そ
宗
教
画
に
、
「
円
光
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
イ
エ
ス
を
は
じ
め
、
そ
の
母
マ
リ
ア
、
大
天
使
、
そ
し
て
エ
ン
ゼ
ル
達
の
頭
の

う
し
ろ
に
囲
む
よ
う
に
し
て
円
い
光
が
描
か
れ
そ
の
神
格
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
、
こ
れ
が
円
光
で
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
も
こ
れ
が
あ
っ
　
　
　
　
［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
、
仏
、
菩
薩
の
頭
の
後
方
か
ら
さ
し
て
い
る
光
の
輪
で
、
後
光
と
呼
ん
だ
り
し
て
い
る
。
今
追
放
さ
れ
る
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
、
そ
れ
が
　
　
　
　
一

沈
み
ゆ
く
太
陽
を
背
景
に
し
て
立
つ
と
き
、
こ
の
太
陽
が
円
光
と
な
っ
て
い
る
。
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
は
ま
こ
と
受
難
の
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト

様
で
あ
っ
た
。
傘
張
の
娘
の
「
こ
ひ
さ
ん
」
（
臓
悔
）
に
あ
る
よ
う
に
、

　
　
　ま
こ
と
に
御
主
「
ぜ
す
・
き
り
し
と
」
の
再
来
か
と
も
お
が
ま
れ
申
す
。

　
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

　愚
か
な
る
大
衆
に
は
何
と
な
く
こ
の
姿
が
印
象
的
で
あ
っ
た
だ
け
で
、
何
と
も
理
解
さ
れ
な
い
。
こ
の
あ
と
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
に
は
苦

難
の
日
が
つ
づ
く
。
そ
し
て
大
火
事
で
あ
る
。
赤
ん
坊
が
火
の
中
に
取
り
残
さ
れ
た
こ
と
は
知
れ
た
が
、
剛
勇
の
「
し
め
お
ん
」
さ
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
な
げ

めら
っ
た
そ
の
火
焔
の
中
に
飛
び
入
っ
た
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
健
気
な
振
舞
に
驚
き
な
が
ら
、

　
　
　さ
す
が
親
子
の
情
あ
い
は
争
わ
れ
ぬ
も
の
と
見
え
た
。



　と
い
う
風
に
一
言
で
人
の
善
事
徳
行
を
打
消
し
て
し
ま
う
奉
教
人
衆
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
然
し
「
乱
れ
と
ぶ
焔
の
中
か
ら
」
も
ろ
手
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
ば
み

幼
子
を
か
い
抱
い
て
「
天
く
だ
る
よ
う
に
姿
を
現
し
」
そ
し
て
又
も
や
燃
え
尽
き
た
梁
に
打
た
れ
て
、
焔
の
中
に
姿
が
は
た
と
見
え
ず

な
っ
た
と
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら

　
1
居
あ
わ
せ
た
程
の
奉
教
人
衆
は
、
皆
目
の
眩
む
思
い
が
ご
ざ
っ
た
。

　と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
「
し
め
お
ん
」
が
今
度
は
さ
か
ま
く
火
の
嵐
の
中
へ
、
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
を
救
わ
ん
と
す
る
一
念
か
ら
躍

り
こ
ん
だ
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
あ
る
じ

　
　
　
親
子を
囲
ん
だ
奉
教
人
衆
は
、
皆
一
同
に
声
を
揃
え
て
、
「
御
主
、
助
け
給
え
」
と
泣
く
泣
く
祈
り
を
捧
げ
た
の
ち
ゃ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
あ

　行
き
倒
れ
の
姿
を
見
て
可
愛
い
そ
う
だ
と
ば
か
り
愛
憐
の
心
を
わ
き
立
た
せ
、
三
年
程
し
て
、
ピ
ン
ク
ニ
ュ
ー
ス
を
流
し
て
、
ふ
し
だ

ら
娘
の
口
車
に
乗
り
、
涙
を
の
ん
で
お
寺
を
放
逐
し
、
極
め
て
印
象
的
な
受
難
の
姿
さ
な
が
ら
の
姿
を
目
の
あ
た
り
に
見
な
が
ら
少
し
も
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

気
付
か
ず
、
一
年
も
経
つ
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
つ
と

　
　
　

「え
け
れ
し
や
」
に
詣
つ
る
奉
教
人
衆
も
、
そ
の
頃
は
と
ん
と
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
を
疎
ん
じ
は
て
て
、
伴
天
連
は
じ
め
、
誰
一
人

　憐
み
を
か
く
る
も
の
も
ご
ざ
ら
な
ん
だ
。

　と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
大
衆
達
は
今
や
大
変
化
を
来
し
、
泣
く
泣
く
祈
り
を
捧
げ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
「
し
め
お
ん
」

の

腕
に

抱
か
れ
て

火
の中
か
ら
救
い
出
さ
れ
て
来
た
時
、
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
と

　
　
　奉
教
人
衆
の
手
に
昇
か
れ
て
、
風
上
に
あ
っ
た
あ
の
「
え
け
れ
し
や
」
の
門
へ
横
え
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
て
い
ち
よ
う

　と
い
う
ふ
う
に
鄭
重
な
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
傘
張
の
娘
の
「
こ
ひ
さ
ん
」
に
会
い
、

　
　
　肩
を
並
べ
た
奉
教
人
衆
は
、
天
を
焦
が
す
猛
火
も
忘
れ
て
、
息
さ
え
つ
か
ぬ
よ
う
に
声
を
呑
ん
だ
。

　
の

であ
る
。
そ
し
て
遂
に
次
の
叙
述
と
な
る
。

芥
川
竜
之
助
『
奉
教
人
の
死
』
の
鑑
賞



芥
川
竜
之
助
『
奉
教
人
の
死
』
の
鑑
賞

　ー
ー
二
重
三
重
に
群
っ
た
奉
教
人
衆
の
間
か
ら
、
「
ま
る
ち
り
」
（
殉
教
）
ぢ
ゃ
、
「
ま
る
ち
り
」
ぢ
ゃ
と
云
う
声
が
、
波
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
あ
る
じ

　起
っ
た
の
は
、
丁
度
そ
の
時
の
事
で
ご
ざ
る
。
殊
勝
に
も
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
は
、
罪
人
を
憐
む
心
か
ら
、
御
主
「
ぜ
す
・
き
り
し
と
」

　
　
コ
ロ
　
ぎ
よ
う
せ
き

　
の御
行
跡
を
踏
ん
で
、
乞
食
に
ま
で
身
を
落
い
た
。
し
て
父
と
仰
ぐ
伴
天
連
も
、
兄
と
た
の
む
「
し
め
お
ん
」
も
、
皆
そ
の
心
を
知
ら

　な
ん
だ
。
こ
れ
が
「
ま
る
ち
り
」
で
の
う
て
、
何
で
ご
ざ
ろ
う
。

　
天
才を
理
解
せ
ず
天
才
を
殺
す
、
愚
か
な
る
大
衆
の
姿
を
芥
川
は
こ
の
作
品
で
奉
教
人
衆
と
し
て
描
い
た
。
前
述
の
引
用
文
の
書

イ
ミ
タ
シ
オ
ネ
コ
ク
リ
ス
テ
イ

汀
旨
吟
8
コ
゜
O
古
9
亘
（
キ
リ
ス
ト
に
倣
い
て
）
の
姿
は
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
と
し
て
そ
の
ま
ま
に
う
つ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
父
と
仰
ぐ
伴

天
連も
兄
と
た
の
む
「
し
め
お
ん
」
を
皆
そ
の
心
を
知
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
、
こ
れ
等
の
人
々
も
特
別
の
人
達
で
な
く
、
単
な
る
奉
教

人衆
の
一
員
た
る
に
過
ぎ
な
い
事
を
意
味
す
る
。
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
殉
教
の
姿
を
前
に
「
垣
の
よ
う
に
件
ん
で
い
る
奉
教
人
衆
の
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
う
べ

か
「

風
に

吹
か
れる
穂
麦
の
よ
う
に
、
誰
か
ら
と
も
な
く
頭
を
垂
れ
て
」
と
か
の
形
容
比
喩
は
無
能
力
者
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
さ
す
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
き
よ
う
　
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゜
°
°
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0

れ
ば
、
夜
風
に
白
ひ
げ
を
な
び
か
せ
て
御
教
を
請
せ
ら
れ
る
伴
天
連
と
か
、
邪
淫
の
戒
を
破
っ
た
と
か
の
叙
述
は
多
分
に
皮
肉
な
も
の
　
　
　
　
一

に
なる
の
で
あ
る
。

刹
那
の
感
動

　こ
の
作
品
の
結
び
の
言
葉
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
わ
ま

ー
な
べ
て
人
の
世
の
尊
さ
は
、
何
も
の
に
も
換
え
難
い
、
刹
那
の
感
動
に
極
る
も
の
ち
ゃ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま

　
つま
り
、
人
生
に
於
て
最
高
の
価
置
あ
る
も
の
は
「
刹
那
の
感
動
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
の
意
で
あ
り
、
こ
れ
が
率
直
に
生
の
形

で自
身
の
人
生
観
を
吐
露
す
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
芥
川
の
言
葉
と
し
て
注
目
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　こ
の
「
刹
那
の
感
動
」
に
つ
い
て
吉
田
精
一
氏
は
「
日
本
近
代
文
学
大
系
3
8
」
の
頭
注
に
於
て
、
他
の
芥
川
の
作
品
「
或
阿
呆
の
一



生
」
へ
昭
和
・
二
・
遺
稿
）
「
戯
作
三
昧
」
（
大
正
・
六
）
「
地
獄
変
」
（
大
正
・
七
）
な
ど
の
一
連
の
作
品
に
く
り
返
し
書
い
て
い
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
今
そ
れ
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
み
る
と
、
　
　
「
或
阿
呆
の
一
生
」
に
は
そ
の
第
八
章
「
火
花
に
」

　
　
　
　
　
　
　
あ
い
か
わ
ら
ず

　
－
架
空
線
は
不
相
変
鋭
い
火
花
を
放
っ
て
い
た
。
彼
は
人
生
を
見
渡
し
て
も
、
何
も
と
く
に
欲
し
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
が
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
さ

　紫
色
の
火
花
だ
け
は
、
ー
凄
ま
じ
い
空
中
の
火
花
だ
け
は
命
と
取
り
換
え
て
も
つ
か
ま
え
た
か
っ
た
。

　と
あ
り
、
次
の
「
戯
作
三
昧
」
で
は
主
人
公
の
馬
琴
が
深
夜
神
来
の
興
に
乗
っ
て
筆
を
走
ら
せ
る
描
写
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
よ

　
ー
こ
の
時
彼
の
王
者
の
よ
う
な
眼
に
映
っ
て
い
た
も
の
は
、
利
害
で
も
な
け
れ
ば
、
愛
憎
で
も
な
い
。
ま
し
て
穀
誉
に
煩
わ
さ
れ
る

　
心な
ど
は
、
と
う
に
眼
底
を
払
っ
て
消
え
て
し
ま
っ
た
。
あ
る
の
は
、
唯
不
可
思
議
な
悦
び
で
あ
る
。
或
は
慌
惣
た
る
悲
壮
の
感
激
で

　
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
　
し

　と
あ
り
そ
し
て
、
「
地
獄
変
」
で
は
書
師
の
良
秀
が
眼
前
で
燃
か
れ
る
御
所
車
の
火
の
柱
を
前
に
し
て
、
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1
1

　
　
　何
と
云
う
不
思
議
な
事
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
あ
の
さ
っ
き
ま
で
地
獄
の
責
苦
に
悩
ん
で
い
た
よ
う
な
良
秀
は
、
今
は
云
い
よ
う
　
　
　
　
一

　
の
な
い
輝
き
を
、
さ
な
が
ら
胱
惣
と
し
た
法
悦
の
輝
き
を
、
雛
だ
ら
け
な
満
面
に
浮
か
べ
な
が
ら
、

　と
い
う
描
写
が
見
ら
れ
る
。
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
「
架
空
線
の
紫
色
の
火
花
」
や
「
悦
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
」
そ
し
て
「
悦
惚
と
し
た

法
悦
の
輝
き
」
は
「
奉
教
人
の
死
」
に
云
う
「
刹
那
の
感
動
」
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
事
は
吉
田
氏
の
指
摘
の
通
り
だ
と
思
う
。
筆
者
は

尚
こ
の
上
に
「
舞
踏
会
」
（
大
正
・
八
）
を
書
き
加
え
た
い
と
思
う
。
「
舞
踏
会
」
と
は
明
治
十
九
年
十
一
月
三
日
（
明
治
の
天
長
節
）
の

夜
の
鹿
鳴
館
で
の
「
舞
踏
会
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
登
場
す
る
ー
家
の
十
七
才
の
令
嬢
明
子
と
一
人
の
フ
ラ
ン
ス
の
海
軍
将
校
と
の
さ
さ

や

かな
ロ
マ
ン
ス
が
描
か
れ
る
。
終
り
の
方
の
場
面
で
、
二
人
が
バ
ル
コ
ニ
ー
に
出
る
。
彼
女
に
腕
を
貸
し
な
が
ら
庭
園
の
上
の
空
に

黙
々
と
眼
を
注
い
で
い
る
彼
に
、
明
子
が

　
ー
「
御
国
の
事
を
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
。
」
と
半
ば
甘
え
る
よ
う
に
尋
ね
て
見
た
。

芥
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する
と
、
折
し
も
夜
空
一
杯
に
ひ
ろ
が
っ
た
赤
と
青
と
の
花
火
が
消
え
よ
う
と
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
イ

　
　
　私
は
花
火
の
事
を
考
え
て
い
た
の
で
す
。
我
々
の
生
の
よ
う
な
花
火
の
事
を
。

　こ
れ
が
、
海
軍
将
校
の
言
葉
で
あ
る
。
憂
麓
を
胸
底
に
秘
め
て
東
洋
の
涯
の
日
本
に
ま
で
旅
し
て
来
た
詩
人
と
人
生
初
め
て
の
舞
踏
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
イ

に
の
ぞ
み
、
胸
を
と
き
め
か
す
日
本
の
娘
と
の
出
会
い
が
酸
郁
た
る
菊
の
香
に
つ
つ
ま
れ
て
展
開
さ
れ
る
。
「
我
々
の
生
の
よ
う
な
花
火
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
マ

と
は
殆
ん
ど
こ
の
作
品
の
主
題
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
も
又
右
に
述
べ
た
「
刹
那
の
感
動
」
に
通
う
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は

な
い
か
。

　そ
の
あ
と
続
く
文
章
が
、
難
解
の
噂
さ
高
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
や
み
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
い
ま
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
ほ

　
　
　
暗
夜
の

海
に
も
警
え
よ
う
ず
煩
悩
心
の
空
に
一
波
を
あ
け
て
、
未
出
ぬ
月
の
光
を
、
水
沫
の
中
に
捕
え
て
こ
そ
、
生
き
て
甲
斐

　あ
る
命
と
も
申
そ
う
ず
。
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1
2

　
古
来

仏
教
で
は

「

智慧
の
光
明
」
と
い
う
風
に
、
光
明
は
仏
の
智
慧
を
あ
ら
わ
す
。
そ
れ
の
失
わ
れ
た
凡
夫
の
煩
悩
の
心
が
暗
夜
の
海
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
に
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
で
　
あ

に
も
警
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
一
つ
の
事
件
を
起
し
、
い
ま
だ
こ
の
汚
れ
た
現
世
に
、
お
姿
を
現
わ
さ
ぬ
月
の
光
、
即
ち
真
如
の
光
に
出
遭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ

え
て
こ
そ
（
刹
那
の
感
動
に
浸
り
得
て
）
は
じ
め
て
生
甲
斐
あ
る
人
生
と
い
う
事
が
出
来
よ
う
。
が
そ
の
大
意
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
こ

の物
語
に
述
べ
ら
れ
た
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
話
は
、
わ
つ
か
四
年
間
程
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
は
何
一
つ
知
ら
れ
て
は
い
な
い
、
然
し

そ
んな
事
は
何
程
の
事
で
も
な
い
。

　
　
　

「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
が
最
期
を
知
る
も
の
は
、
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
一
生
を
知
る
も
の
で
は
ご
ざ
る
ま
い
か
。

　
は力
強
い
結
び
の
言
葉
の
役
を
果
た
し
て
い
る
。



五
、
む
す
び

こ
の
作
品
に
は
第
二
部
が
つ
い
て
い
て
、
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
物
語
の
典
拠
を
挙
げ
、
作
者
の
所
蔵
す
る
「
れ
げ
ん
だ
・
お
う
れ
あ
」
と
い

う
書
物
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。
芥
川
は
何
故
こ
の
よ
う
な
二
部
を
つ
け
た
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
南
蛮
情
緒
を
掻
き
立
て
ん
為
に

そ

の

文章
、
文
体
ま
で
摸
し
た
こ
こ
ろ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
語
り
口
や
、
そ
の
知
識
の
も
ろ
も
ろ
は
主
と
し
て
「
南
蛮
記
」
に

拠
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
第
一
部
の
本
文
の
場
合
と
同
じ
く
出
来
上
っ
た
も
の
は
誠
に
見
事
で
あ
る
。
芥
川
の
技
巧
の
完
壁
さ
は

こ
の
二
部
に
於
て
も
充
分
に
発
輝
さ
れ
て
い
る
。
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
公
表
し
な
が
ら
の
こ
の
機
智
と
ユ
ー
モ
ア
の
上
に
立
つ
芥
川
の
文

学
の

世
界は
大
き
な
魅
力
を
持
っ
て
い
る
事
を
感
ぜ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

　
最後
に
、
こ
の
物
語
の
粉
本
と
し
て
は
従
来
例
の
「
聖
人
伝
」
中
の
「
聖
マ
リ
ナ
」
に
拠
る
と
さ
れ
て
い
る
。
全
く
そ
う
に
違
い
な
か
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3

ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
換
骨
奪
胎
振
り
の
見
事
さ
に
は
驚
う
か
さ
れ
る
。
「
今
昔
」
を
と
り
入
れ
て
「
羅
生
門
」
を
な
し
た
よ
う
な
　
　
　
　
一

も
の
で
な
く
、
た
と
え
、
男
性
と
思
わ
れ
て
い
た
の
が
女
性
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
を
真
似
た
と
い
う
具
合
の
と
こ
ろ
は
あ
っ
て
も
、

こ
の
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
は
法
兄
弟
や
奉
教
人
衆
と
の
か
か
わ
り
は
じ
め
、
す
べ
て
に
文
学
的
肉
付
け
が
な
さ
れ
、
最
後
に
刹
那
の
感
動
を

　
　
　
　
　
テ
　
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぞ

置
い
て
そ
の
主
題
を
示
し
作
者
の
人
生
観
を
も
覗
か
せ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
赤
ん
坊
を
平
然
と
し
て
受
け
取
り
、
詫
び
を
入
れ
れ
ば
平

然と
し
て
そ
れ
を
返
し
た
と
い
う
「
白
隠
禅
師
」
の
逸
話
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
云
っ
て
も
同
じ
事
で
、
こ
の
作
の
今
述
べ
た
二
部
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

様
、
い
よ
い
よ
作
者
芥
川
の
独
創
と
技
巧
の
冴
え
を
見
る
ば
か
り
で
あ
る
。

芥
川

竜
之
助

『

奉
教
人
の死
』
の
鑑
賞


