
宮
沢
賢
治

〈
読
み
〉

の
深
屑
構
造

(l
)
 

〈
語
り
〉
の
領
域
の
対
象
化
以
前
、

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
に
は
未
完
性
を
指
摘
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
草
稿
で
は

〈熊
の
自
死
の
シ
ー
ン
〉

の
後
ろ
に
あ

っ
た

〈荒
物
屋
の
シ
ー
ン
〉
が
前
後
を
入
れ
替
え
ら
れ
た
創
作
過
程
に
着
眼
し
た
西
田
良
子
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
テ
ー
マ
の
ズ

(
2
)
 

レ
は
決
定
的
」
、
「感
動
的
な
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
と
、

冒
頭
の
印
象
的
な
言
葉
が
、
少
し
も
呼
応
し
な
い
」
と
否
定
的
に
断
じ
た
。
語
り
手
の
自
称

「私
」
と

「
僕
」
の
混
在
は
製
作
者
の
推
敲
の
不
十
分
さ
の
所
以
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
語
り
手
の
自
称
が

「
僕
」
と
な
っ
て
い
る
熊
の
解
体

、
、
、
、
、

(
3
)

場
面
に
つ
い
て

「作
者
は
こ
こ
で
急
に
素
顔
を
現
わ
し
」「
な
ま
の
感
情
を
ぶ
つ
け
て
い
る
」
と
い
う
続
橋
達
雄
論
。
熊
の
毛
皮
を
買
い
叩
か

(
4
)
 

れ
る
荒
物
屋
の
場
面
に
つ
い
て

「賢
治
の
憤
怒
が
こ
れ
ほ
ど
あ
か
ら
さ
ま
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
文
章」

は
他
に
な
い
と
捉
え
た
中
村
稔
論
。
こ

れ
ら
は
総
じ
て
語
り
手
の
レ
ベ
ル
と
、
作
家
の
レ
ベ
ル
の
混
同
、
無
媒
介
な
接
続
と
整
理
で
き
る
。

一
方

〈
語
り
〉
の
領
域
を
視
野
に
含
め
た
天
沢
退
二
郎
論
で
は
、

「僕
」
を
自
称
す
る
語
り
手
が
介
入
の
度
合
い
を
強
め
る
局
面
を

「語
り

手
が

「
僕
」
と
名
乗
っ
て
も
ど
か
し
げ
に
怒
り
に
み
ち
た
私
見
を
叩
き
つ
け
た
り
す
る
」
場
面
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」

の
再
創
成
の
試
み

大

谷

哲
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こ
の
荒
々
し
さ
は
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
単
に
主
題
に
対
す
る
作
者
の
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
感
情
の
露
出
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
主
人
公
の

《
疑
気
な
小
十
郎
》
の
性
格
と
照
応
し
な
が
ら
、
語
り
の
支
配
権
を
手
中
に
し
て
、
詩
人
の
成

(5
)
 

立
を
、
さ
ら
に
そ
の
さ
き
ま
で
を
見
と
ど
け
よ
う
と
す
る
詩
人
の
、

〈書
く
こ
と
〉
の
激
し
い
意
志
な
の
で
あ
る
。

「語
り
を
自
ら
の
支
配
に
置
こ
う
と
し
た
語
り
手
と
し
て
の
宮
澤
賢
治
」
、
そ
の

「想
像
力
の
映
像
」
と
し
て
の

「
淵
沢
小
十
郎
」
を

「闘

牛
士
」
に、

「熊
」
を

「牛」

に
見
立
て
た
の
が
天
沢
の

〈
読
み
〉
で
あ
る
。
こ
の
天
沢
論
を
、

「
何
か
を
犠
牲
に
し
て
し
か
生
き
ら
れ
な
い
と

い
う
生
の
根
源
的
な
困
難
性
」
、
「
そ
う
し
た
生
を

「小
十
郎
」
が
生
き
る
こ
と
に

「詩
人
の
成
立
」
」
を
見
出
し
た
も
の
だ
と
整
理
し
た
の
が

須
貝
千
里
論
で
あ
る
。
実
体
的
な
作
家
論
な
の
か
、

〈語
り
〉
を
扱
う

〈作
者
〉
を
論
じ
る
も
の
な
の
か
が
判
然
と
し
な
い
天
沢
論
だ
が
、
須

貝
は

「〈
作
家
〉〈
作
者
〉
の
問
題
を
直
接
的
に
持
ち
出
す
よ
う
な
、
天
澤
以
前
の
、

そ
し
て
天
澤
自
身
も
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
き
っ
て
い
な

い

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の

〈読
み
〉」

の

「曖
昧
さ
と
混
同
を
克
服
し
て
い
く
」
に
は

「作
品
固
有
の

〈
こ
と
ば
の
仕
組
み
〉
の
解
明
作
業
」

を
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
。
語
り
手
の
自
称
「
私
」
と

「僕
」
の
混
在
は
、
そ
の
後
二
つ
の
声
に
支
配
さ
れ
た
、
ま
た
は
そ

(6
)
 

の
相
剋
と
し
て
の

〈
語
り
〉
の
問
題
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

従
来
の
問
題
構
成
を
踏
ま
え
た
本
稿
の
目
的
は
、

日
、
語
り
手
は
い
か
な
る
文
脈
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
か
、
口
、
表
層
の
プ
ロ
ッ
ト
を
支

(7
)
 

え
る
内
的
必
然
性

（メ
タ
プ
ロ
ッ
ト
）
を
捉
え
る
、

曰
、
作
品
の
剪
頭
の
一
文

「
な
め
と
こ
山
の
熊
の
こ
と
な
ら
お
も
し
ろ
い
」
と
物
語
内
容

の
意
味
の
整
合
性
の
吟
味
検
討
。〈
語
り
〉
の
領
域
の
問
題
化
、

〈
こ
と
ば
の
仕
組
み
〉
の
解
明
を
前
提
に
、

〈読
み
〉
の
側
か
ら
こ
の
作
品
固

有
の
構
造
論
理
を
析
出
し
、
プ
ロ
ッ
ト
の
内
的
必
然
性
に
迫
り

〈文
脈
〉
を
掘
り
起
こ
す
。
そ
の
際
、
語
り
の
主
体
性
の
吟
味
検
討
が
鍵
と
な

る
。
先
行
言
説
に
つ
い
て
は
、
文
化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
論
考
に
つ
い
て
も
適
宜
参
照
し
言
及
す
る
。
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た
て
た
り
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
そ
こ
を
が
さ
が
さ
三
里
ば
か
り
行
く
と
向
ふ
の
方
で
風
が
山
の
頂
を
通
っ
て
ゐ
る
や
う
な
音
が
す
る
。
気

を
つ
け
て
そ
っ
ち
を
見
る
と
何
だ
か
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
白
い
細
長
い
も
の
が
山
を
う
ご
い
て
落
ち
て
け
む
り
を
立
て
ヽ
ゐ
る
の
が
わ
か

①

②

 

る
。
そ
れ
が
な
め
と
こ
山
の
大
空
滝
だ
。
そ
し
て
昔
は
そ
の
へ
ん
に
は
熊
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
居
た
さ
う
だ
。
ほ
ん
た
う
は
な
め
と
こ
山
も

熊
の
胆
も
私
は
自
分
で
見
た
の
で
は
な
い
。
人
か
ら
聞
い
た
り
考
へ
た
り
し
た
こ
と
ば
か
り
だ
。
間
ち
が
っ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ

ど
も
私
は
さ
う
思
ふ
の
だ
。
と
に
か
く
な
め
と
こ
山
の
熊
の
胆
は
名
高
い
も
の
に
な
っ
て
ゐ
る
。
／
腹
の
痛
い
の
に
も
利
け
ば
傷
も
な
ほ

る
。
鉛
の
湯
の
入
口
に
な
め
と
こ
山
の
熊
の
胆
あ
り
と
い
ふ
昔
か
ら
の
看
板
も
か
か
っ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
も
う
熊
は
な
め
と
こ
山
で
赤
い

「
こ
の
ご
ろ
」
と
は
、

舌
を
べ
ろ
ぺ
ろ
吐
い
て
谷
を
わ
た
っ
た
り
熊
の
子
供
ら
が
す
ま
ふ
を
と
っ
て
お
し
ま
ひ
ぼ
か
ぽ
か
撲
り
あ
っ
た
り
し
て
ゐ
る
こ
と
は
た
し

＼
 か

だ
。
熊
捕
り
の
名
人
の
淵
沢
小
十
郎
が
そ
れ
を
片
っ
ぱ
し
か
ら
捕
っ
た
の
だ
。

（

傍
線

・
記
号
等
引
用
者
、
以
下
同
じ
）

そ
の
頃
を
想
像
し
物
語
を
語
り
起
す
主
体
性
と
、
物
語
行
為
の
現
在
時
を
逆
照
射
す
る
。
語
り
手
は

「誰
も
」
「中

山
街
道
」
を
歩
か
な
く
な
っ
た
現
在
の
時
間
性
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
誰
も
歩
か
な
く
な
っ

た
道
を
さ
ら
に

「
三
里
ば
か
り
」
歩
い
た
す
え
に

あ
る
「
大
空
滝
」
と
は
、
か
つ
て
「
熊
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
居
た
」
と
い
う
場
所
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
物
語
行
為
の
現
在
に
お
い
て
は

「熊
が
ご

囚
中
山
街
道
は
こ
の
ご
ろ
は
誰
も
歩
か
な
い
か
ら
蕗
や
い
た
ど
り
が
い
っ
ぱ
い
に
生
え
た
り
牛
が
遁
げ
て
登
ら
な
い
や
う
に
柵
を
み
ち
に

る
こ
と
は
、

次
の
引
用
囚
に
明
ら
か
で
あ
る
。

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
と
は
、

「
な
め
と
こ
山
」
や
「
名
高
い
」
は
ず
の
「
熊
の
胆
」
さ
え
見
た
こ
と
が
な
い

「
私
」
に
よ
る
先
行
す
る
物

語
の
語
り
直
し
（
再
創
造
）
の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
物
語
と
語
り
の
主
体
性

（質）

が
、
伝
聞
と
想
像
（
再
創
造
）
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

(
1
)
 
語
り
の
主
体
性
か
ら

I

伝
聞
と
想
像
（
再
創
造
）

に
支
え
ら
れ
た

〈
語
り
〉
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先
の
天
沢
論
は
、
そ
れ
以
前
の
論
考
に
比
ぺ
作
品
の

〈
こ
と
ば
の
仕
組
み
〉
に
遥
か
に
届
い
た
直
観
的
言
説
だ
と
言
え
る
が
、

の
反
面
、
曖
昧
さ
、
不
明
瞭
さ
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
引
用
囚
該
当
箇
所
に
言
及
し
た
天
沢
の
別
の
言
説
を
参
照
し
て
み
た
い
。

フ
の
、

《
だ
か
ら
も
う
熊
は
な
め
と
こ
山
で
赤
い
舌
を
べ
ろ
ぺ
ろ
吐
い
て
谷
を
わ
た
っ
た
り
熊
の
子
供
ら
が
す
ま
ふ
を
と
っ
て
お
し
ま
ひ

ぼ
か
ぼ
か
撲
り
あ
っ
た
り
し
て
ゐ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
》
と
い
う
断
言
（
こ
れ
を

B
と
し
よ
う
）
の
役
割
が
明
ら
か
に
な
る
。
／
A
に
よ

れ
ば
、
そ
の
へ
ん
に
昔
は
熊
が
た
く
さ
ん
い
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
い
ま
は
も
う
い
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

B
は
、
い
ま
で

も
い
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
て
、
そ
れ
は
想
像
上
の
真
実
と
し
て
、
物
語
内
現
実
を
導
入
し
て
い
た
。
こ
の
と
こ
ろ
を
い
ま
ひ
る
が

(
2
)
 

ろ
う
。

い
る
／
い
な
い
、
切
断
と
交
通

ち
ゃ
ご
ち
ゃ
」
い
な
い
、
不
在
と
い
う
こ
と
ま
で
を
①
は
伝
え
て
い
る
。〈
熊
が
い
な
い
今
〉
か
ら
し
て
み
れ
ば
、

「熊
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
居
た
」

こ
と
自
体
が
に
わ
か
に
は
信
じ
難
い
。
何
し
ろ
②
で
は
語
り
手
自
ら
が
、

「
間
ち
が
っ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
言
う
の
だ
か
ら
。
だ
が
す

ぐ
さ
ま
「
け
れ
ど
も
」
と
継
い
だ
語
り
手
は
、
こ
れ
か
ら
語
ら
れ
る
「
物
語
」
が
間
ち
が
い
で
は
な
い
、

「
た
し
か
」
な
こ
と
を
主
張
す
る
。

こ
の
よ
う
な
〈
不
確
か
さ
〉
1
1
「
間
ち
が
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
」

と
、
〈
確
信
〉
11
「
た
し
か
」
の
間
の
振
幅
の
中
に
立
ち
上
が
る

「物
語
」

の
真
実
（
ほ
ん
と
う
）
の
主
張
、
さ
ら
に
は

「
お
も
し
ろ
」
さ
ー

剪
頭
の
「
な
め
と
こ
山
の
熊
の
こ
と
な
ら
お
も
し
ろ
い
」

ー

の
生
成
は

〈語
り
〉
の
構
造
論
理
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
敢
え
て

〈
間
ち
が
っ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
〉
と
し
た
上
で
主
張
さ

れ
る
〈
た
し
か
さ
〉
と
は
、
少
な
く
と
も
事
実
／
虚
構
と
い
っ
た

二
項
対
立
的
に
弁
別
さ
れ
る
類
の
そ
れ
で
は
な
い
。
「
人
か
ら
聞
い
た
」
こ

と
が
ど
の
部
分
で
、

「考

へ
た
り
し
た
」
こ
と
が
ど
の
部
分
で
あ
る
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、

囚
で
の

「
間
ち
が
っ

て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
私
は
さ
う
思
ふ
」
と
い
う
声
に
は
既
に

「考
へ
た
り
し
た
」
声
が
折
り
重
な
っ
て
い
る
と
判
断
す
ぺ
き
で
あ

《
そ
し
て
昔
は
そ
の
へ
ん
に
は
熊
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
居
た
さ
う
だ
》
と
い
う
箇
所
（
こ
れ
を
A
と
し
よ
う
）
と
、

そ
の
画
期
性

そ
の
次
の
パ
ラ
グ
ラ
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力
を
発
動
す
る
。
〈
い
る

（あ
る
）
／
い
な
い

え
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、

B
は

《熊
た
ち
》
の
、
現
在
時
の
不
在
と
は
異
な
る
次
元
に
お
け
る
超
時
間
性
の
主
張
で
あ
り
、

そ
の
超
時
間
性
の

一
方
で
の
消
失
を
告
げ
て
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
物
語
の
ラ
ス
ト
に
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
／
山
の
上
の
平
ら

に
小
十
郎
の
死
骸
を
囲
ん
で
熊
た
ち
は

《
回
々
教
徒
の
祈
る
と
き
》
さ
な
が
ら
に
じ
っ
と
動
か
な
か
っ
た
。
殺
す
つ
も
り
で
な
か
っ
た
小

十
郎
と
い
う
神
を
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
熊
た
ち
は
自
ら
の
超
時
間
性
を
終
末
へ
と
導
い
て
し
ま
っ
た
ー

（
後
略
）
。

天
沢
が

A
と
し
た
部
分
へ
の
見
解
に
異
論
は
な
い
。
問
題
は
、
熊
に
つ
い
て

「
B
は、

走
っ
て
言
え
ば

「熊
」
の
存
在
に
つ
い
て

「
B
は、

A
は
逆
に
、

い
ま
で
も
い
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
」
い
る
と
す

る
と
こ
ろ
だ
。
こ
こ
に
は
物
語
の
重
要
な
仕
掛
け
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
に
、
深
層
構
造
に
つ
い
て
の
分
析
と
記
述
が
要
件
と
な
る
。
先

い
ま
で
も
い
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
」
い
る
の
な
ら
、
同
時
に

「小
十
郎
」
も
が
「
い

ま
で
も
い
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
」
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
こ
れ
は
作
品
固
有
の

〈
こ
と
ば
の
仕
組
み
〉
に
関
わ
る
深
層
構

造
か
ら
帰
納
す
べ
き
問
題
で
あ
り
、
本
稿
の

〈読
み
〉
と
し
て
提
示
し
た
い
。
お
そ
ら
く
天
沢
が

「想
像
上
の
真
実
」
「
物
語
的
現
実
を
導
入
」

と
し
て
言
わ
ん
と
し
た
こ
と
を
、
本
稿
の
立
場
か
ら
述
べ
れ
ば
同
時
存
在
的
な
時
空
間
の
仕
掛
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
冒
頭
に
は
、

／
い
な
い
〉
と
い
う
逆
を
向
い
た
二
つ
の
「
た
し
か
」
さ
の
重
層
性
が
仕
掛
け
ら
れ
て
お
り
、
語
り
の
運
動
は
そ
の
振
幅
の
中
に
あ
る
。
熊
が

不
在
の
現
在
時
に
、
昔
は

「
熊
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
居
た
」
話
を
聞
い
た
語
り
手
は
、
不
在
の
時
間
性
に
拘
束
さ
れ
な
が
ら
、
こ
れ
を
振
り
切
る

（な
い
）
〉
の
〈
た
し
か
さ
〉
の
主
張
と
は
、
不
可
知
の
世
界
が
あ
る
こ
と
へ
の

〈
確
信
〉
（
眼

前
に
は
現
れ
て
い
な
い
熊
の
存
在
の
確
か
さ
）
と
眼
前
に
広
が
る
世
界
の

〈
不
確
か
さ
〉
の
間
の
交
通
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
の

景
色
は
、
語
り
の
主
体
の
認
識
と
捉
え
ら
れ
た
対
象
が
い
っ
た
ん
切
断
さ
れ
、
交
通
が
は
か
ら
れ
た
上
で
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
し
て
あ
る
。

加
え
て
、
民
俗
社
会
的
な
物
語
な
ら
ば

「考
へ
た
り
」
す
る
語
り
の
主
体
性
の
表
出
は
無
用
だ
。
む
し
ろ
言
説
主
体
の
責
任
を
回
避
し
う
る

伝
聞
形
式
の
み
を
採
用
す
る
。
「
な
め
と

こ
山
」
も

「
熊
の
胆
」
も
自
分
で
は
見
た
こ
と
が
な
い
ば
か
り
か
、
「
考
へ
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
ま

で
を
告
げ
る
と
は
、
旧
社
会
的
共
同
体
的
価
値
観
を
共
有
す
る
聞
き
手
が
想
定
さ
れ
た
物
語
の
自
己
同

一
性
や
、
軌
範
と
の
自
覚
的
な
切
断
の

〈
い
る
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小
十
郎
の
相
貌
の
語
り
に
次
い
で
、

「
あ
ん
ま
り

一
ぺ
ん
に
云
っ
て
し
ま
っ
て
悪
い
け
れ
ど
も
」
と
前
置
き
し
、
語
り
手
は
自
ら
の
存
在
を

顕
在
化
さ
せ
な
が
ら
、
「
な
め
と
こ
山
あ
た
り
の
熊
は
小
十
郎
を
す
き
な
の
だ
」
と
断
言
す
る
。

③
 

固
そ
こ
で
あ
ん
ま
り

一
ぺ
ん
に
云
っ
て
し
ま
っ
て
悪
い
け
れ
ど
も
な
め
と

こ
山
あ
た
り
の
熊
は
小
十
郎
を
す
き
な
の
だ
。
そ
の
証
拠
に
は

熊
ど
も
は
小
十
郎
が
ぽ
ち
ゃ
ぽ
ち
ゃ
谷
を
こ
い
だ
り
谷
の
岸
の
細
い
平
ら
な
い
っ
ぱ
い
に
あ
ざ
み
な
ど
の
生
え
て
ゐ
る
と
こ
を
通
る
と
き

(
2
)
 
「
因
果
」
の
物
語

淵
沢
小
十
郎
と
は
、

「〔
す
〕
が
め
の
赫
黒
い
ご
り
ご
り
し
た
お
や
じ
で
胴
は
小
さ
な
臼
ぐ
ら
ゐ
」
、
「掌
は
北
島
の
毘
沙
門
さ
ん
の
病
気
を
な

ほ
す
た
め
の
手
形
ぐ
ら
ゐ
大
き
く
厚
か
っ
た
」
。
「
生
蕃
の
使
ふ
や
う
な
山
刀
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
伝
来
と
い
ふ
や
う
な
大
き
な
重
い
鉄
砲
を
も
っ
て
」

「
縦
横
に
あ
る
い
た
」
と
い
う
。
例
え
ば
、
「
生
蕃
」
と
い
う
語
彙
の
発
揮
す
る

〈
ま
つ
ろ
わ
ざ
る
者
〉
と
し
て

の
歴
史
的
文
化
的
な
コ
ノ
テ
ー

シ
ョ
ン
。
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
異
形
の
山
男
さ
な
が
ら
の
小
十
郎
の
相
貌
は
、
柳
田
國
男
が
固
執
し
た

〈
聖
な
る
野
蛮
人
〉
を
も
労
盤
と
さ
せ

(
9
)
 

よ
う
。
山
の
中
で
は
主
、
里
に
出
れ
ば
誰
に
も
相
手
に
さ
れ
な
い
人
間
の
世
界
（
文
明
）

／
山
の
世
界

（
未
開
）
の

二
項
対
立
の
禅
入
に

よ
り
こ
の
人
物
を
境
界
性
の
徴
を
帯
び
た
両
義
的
存
在
と
言
う
の
は
容
易
い
。
だ
が
小
十
郎
と
は

「熊
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
居
た
」
昔
と
、
現
在

は
い
な
い
こ
と
の

〈
た
し
か
さ
〉
の
担
保
と
し
て
、
こ
の
語
り
手
が
創
造
に
よ
り
丸
ご
と

「考
へ
た
」
（
造
形
し
た
）
人
物
で
あ
る
こ
と
も
否

定
で
き
な
い
。
山
中
を

「
自
分
の
座
敷
の
中
を
歩
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
風
」
に

「
ゆ
っ
く
り
の
っ
し
の
っ
し
と
」
歩
き
、
熊
が
い
な
く
な
る
ま
で

「片
っ
ぱ
し
か
ら
捕
っ
た
」
と
は
、
い
か
に
も

「蔽
気
な
山
の
中
の
主
」
と
い
う
絶
対
的
存
在
に
ふ
さ
わ
し
い
表
象
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。

(
1
)
 
山
の
中
の
主
・
淵
沢
小
十
郎
な
る
人
物

II

物
語
の
表
層
よ
り

表
明
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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痢
に
か

〔

ヽ

〕

は
だ
ま
っ
て
高
い
と
こ
か
ら
見
送
っ
て
ゐ
る
の
だ
。
木
の
上
か
ら
両
手
で
枝
に
と
り
つ
い
た
り
崖
の
上
で
膝
を
か
ヽ
ヘ
て
座
っ
た
り
し
て

お
も
し
ろ
さ
う
に
小
十
郎
を
見
送
っ
て
ゐ
る
の
だ
。
（
中
略
）
け
れ
ど
も
い
く
ら
熊
ど
も
だ
っ
て
す
っ
か
り
小
十
郎
と
ぶ
っ
つ
か
っ
て
犬

、/‘,r
、v

が
ま
る
で
火
の
つ
い
た
ま
り
の
や
う
に
な
っ
て
飛
び
つ
き
小
十
郎
が
眼
を
ま
る
で
変
に
光
ら
し
て
鉄
砲
を
こ
っ
ち
へ
構
へ
る
こ
と
は
あ
ん

ま
り
す
き
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
は
大
て
い
の
熊
は
迷
惑
さ
う
に
手
を
ふ
っ
て
そ
ん
な
こ
と
を
さ
れ
る
の
を
断
は
っ
た
。
け
れ
ど
も

熊
も
い
ろ
い
ろ
だ
か
ら
気
の
烈
し
い
や
つ
な
ら
ご
う
ご
う
咆
え
て
立
ち
あ
が
っ
て
、
犬
な
ど
は
ま
る
で
踏
み
つ
ぶ
し
さ
う
に
し
な
が
ら
小

十
郎
の
方
へ
両
手
を
出
し
て
か
か
っ
て
行
く
。
小
十
郎
は
ぴ
っ
た
り
落
ち
着
い

て
樹
を
た
て
に
し
て
立
ち
な
が
ら
熊
の
月
の
輪
を
め
が
け

て
ズ
ド
ン
と
や
る
の
だ
っ
た
。
す
る
と
森
ま
で
が
が
あ
っ
と
叫
ん
で
熊
は
ど
た
っ
と
倒
れ
赤
黒
い
血
を
ど
く
ど
く
吐
き
鼻
を
く
ん
く
ん
鳴

ら
し
て
死
ん
で
し
ま
ふ
の
だ
っ
た
。
小
十
郎
は
鉄
砲
を
木
へ
た
て
か
け
て
注
意
深
く
そ
ば
へ
寄
っ
て
来
て
斯
う
云
ふ
の
だ
っ
た
。

④
 

「
熊
。
お
れ
は
て
ま
へ
を
憎
く
て
殺
し
た
の
で
ね
え
ん
だ
ぞ
。
お
れ
も
商
売
な
ら
て
め
へ
も
射
た
な
け
ぁ
な
ら
ね
え
。
ほ
か
の
罪
の
ね
え

仕
事
し

て
い
ん
だ
が
畑
は
な
し
木
は
お
上
の
も
の
に
き
ま
っ
た
し
里
へ
出
て
も
誰
も
相
手
に
し
ね
え
。
仕
方
な
し
に
猟
師
な
ん
ぞ
し
る
ん

だ
。
て
め
え
も
熊
に
生
れ
た
が
因
果
な
ら
お
れ
も
こ
ん
な
商
売
が
因
果
だ
。
や
い
。
こ
の
次
に
は
熊
な
ん
ぞ
に
生
れ
な
よ
。
」
／
そ
の
と

⑤
 

き
は
犬
も
す
っ
か
り
し
ょ
げ
か
へ
っ
て
眼
を
細
く
し
て
座
っ
て
ゐ
た
。
／
何
せ
こ
の
犬
ば
か
り
は
小
十
郎
が
四
十
の
夏
う
ち
中
み
ん
な
赤

っ
て
た
う
た
う
小
十
郎
の
息
子
と
そ
の
妻
も
死
ん
だ
中
に
ぴ
ん
ぴ
ん
し
て
生
き
て
ゐ
た
の
だ
。

は
じ
め
に
自
ら
の
語
り
の
性
急
さ
を
批
評
す
る
ま
な
ざ
し
が
示
さ
れ
、
物
語
の
行
為
性
が
前
景
化
す
る
局
面
だ
が
、
こ
こ
で
の
語
り
が
小
十

郎
に
寄
り
添
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
熊
を
撃
つ
く
だ
り
に
見
や
す
い
。
「
赤
黒
い
血
を
ど
く
ど
く
吐
き
」、
「
死
ん
で
し
ま
ふ
」
か
も
し
れ
ぬ

命
の
や
り
と
り
に
お
い
て

「
あ
ん
ま
り
す
き
で
は
な
か
っ
た
」
と
は
、
あ
ま
り
に
人
間
中
心
主
義
的
な
偏
向
で
あ
る
。
「
熊
は
迷
惑
さ
う
に
手

を
ふ
っ
て
そ
ん
な
こ
と
を
さ
れ
る
の
を
断
は
っ
た
」
と
い
う
の
も
人
間
に
は
そ
う
見
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
小
十
郎
に
表
れ
た
現
象
、

(10
)
 

〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
の
問
題
領
域
で
あ
る
。
読
者
は
小
十
郎
に
そ
の
よ
う
に
表
れ
た
必
然
性
ま
で
を
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
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そ
も
そ
も
狩
猟
の
対
象
の
熊
が

「
小
十
郎
を
す
き
」
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
こ
と
に
、
読
者
が
さ
ほ
ど
違
和
感
を
持
た
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ

は
固
④
の
小
十
郎
の
発
話
、
彼
の

「因
果
」
の
物
語
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
（
後
節
に
見
る
母
子
熊
の
会
話
の
プ
ロ
ッ
ト
、
心
優
し
い
山
男

と
い

っ
た
イ
メ
ー
ジ
生
成
の
協
同
に
も
由
る
）
。
熊
を
繋
ち
解
体
し
、
生
活
の
た
め
に
そ
の
毛
皮
と
胆
を
売
る
。
固
④
よ
り
窺
え
る
の
は
、

そ

ん
な
自
分
の
生
業
を
罪
あ
る
仕
事
だ
と
思
っ
て
い
る
人
物
の

「内
面
」
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
だ
け
で
は
そ
の

「因
果
」
の
論
理
と
て
鉄

砲
と
い
う
殺
裁
の
道
具
を
所
有
す
る
人
間
中
心
に
設
え
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
罪
障
意
識
に
ふ
ち
ど
ら
れ
た

「因
果
」
の
物
語
を
、
殺
生
し
た

熊
に
語
り
か
け
る
こ
の
人
物
が
山
男
1
1
異
人
と
し
て
人
間
界
か
ら
迫
害
さ
れ
る
役
割
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
生
殺
与
奪
の
権
利
を
握

つ
ま
り
小
十
郎
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
こ
の

「
因
果
」
を
、
例
え
ば
小
森
陽
一
論
の
よ
う
に

「木
は
お
上
の
も
の

に
き
ま
っ
た
し
」
と
い
っ
た
地
租
改
正
以
来
の
土
地
の
私
的
所
有
の
経
緯
、
山
へ
の
共
同
の
入
会
権
の
抑
圧
、
山
林
の
国
有
化
と
い
っ
た
動
き

(11
)
 

に
連
動
し
た
近
代
の
歴
史
的
産
物
と
捉
え
る
こ
と
を
全
的
に
は
否
定
し
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
物
語
の
深
層
に
は
届
か
な
い
。
⑤
か
ら
は
、

「
四
十
の
夏
」
以
後
の
小
十
郎
が
い
か
な
る
思
い
で
自
ら
の
生
を
生
き
て
き
た
か
と
い
う
直
接
的
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
領
域
も
が
視
野
に
含

ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

次
に
見
る
の
は
、
従
来
は
二
人
の
語
り
手
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
傍
線
⑥
は
「
僕
」
を
自
称
す
る
語
り
手
の
介

入
の
局
面
で
あ
る
。
熊
の
解
体
作
業
へ
の
嫌
悪
感
を
表
明
す
る
語
り
手

「僕
」
は、

そ
の
光
景
を
語
る
こ
と
を
し
な
い
。

c
そ
れ
か
ら
小
十
郎
は
ふ
と
こ
ろ
か
ら
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
小
刀
を
出
し
て
熊
の

⑥
 

裂
い
て
行
く
の
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
あ
と
の
景
色
は
僕
は
大
き
ら
い
だ
。
け
れ
ど
も
と
に
か
く
お
し
ま
ひ
小
十
郎
が
ま
っ
赤
な
熊
の
胆
を

せ
な
か
の
木
の
ひ
つ
に
入
れ
て
血
で
毛
が
ぼ
と
ぽ
と
房
に
な
っ
た
毛
皮
を
谷
で
あ
ら
っ
て
く
る
く
る
ま
る
め
せ
な
か
に
し
ょ

っ
て
自
分
も

例
え
ば
仮
説
と
し
て
、

語
り
手
が
「
人
か
ら
聞
い
た
」
話
で
は
語
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ぬ

「名
高
い
」
「
熊
の
胆
」
に
関
わ
る
熊
の
解
体

ぐ
ん
な
り
し
た
風
で
谷
を
下
っ
て
行
く
こ
と
だ
け
は
た
し
か
な
の
だ
。

る
の
は
人
間
の
側
、

〔顎
〕
の
と
こ
か
ら
胸
か
ら
腹
へ
か
け
て
皮
を
す
う
っ
と
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た
物
語
で
も
あ
っ
た
。
小
十
郎
と
は
、

の
光
景
を
語
る
代
わ
り
に
、

J

の
生
業
を
続
け
る
小
十
郎
の
生
に
は
熊
の
死
が
織
り
込
ま
れ

そ
の
後
の
小
十
郎
の
姿
を
語
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
可
能
だ
。

「
自
分
も
ぐ
ん
な
り
し
た
風
で
」
と
語
ら
れ
る

小
十
郎
。
「
ぐ
ん
な
り
」
と
は
脱
力
し
、
勢
い
の
衰
え
た
さ
ま
を
表
わ
す
形
容
だ
が
、

「自
分
も
」
と
は
何
と
等
価
的
に
属
性
を
付
与
さ
れ
て
あ

る
の
か
。
血
を
洗
い
流
し
丸
め
ら
れ
小
十
郎
が
背
中
に
負
う
商
品
と
な
っ
た
熊
の
毛
皮
、

か
」
な
人
物
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
生
物
の
命
は
、
他
の
生
命
の
犠
牲
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。
猟
師
と
い
う
生
業
な
ら
ば
尚
の

こ
と
、
自
と
他
の
命
の
や
り
取
り
に
直
接
的
に
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
生
活
の
た
め
他
の
生
物
の
生
命
を
奪
っ
て
い
る
と
い
う
生
の
営
み

の
根
本
に
日
常
的
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
人
物
で
あ
る
。
「
僕
」
に
よ
っ
て
、

あ
た
か
も

「死
」
が
堆
積
し
て
い
く
の
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
な
人
物
が
、
世
界
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
観
念
操
作
II

自
ら
の
生
を
了
解
さ
せ
る
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
の

「物
語
」
。
死
に
ゆ
く
熊
に
向
け
た
仕
方
で
語
る
物
語
と
は
、
小
十
郎
が
自
ら
に
向
け

一
見
類
型
的
、

そ
の
嚢
気
な
イ
メ
ー
ジ
に
反
し
て
、
言
葉
の
人
で
あ
り
、
物
語
る
人
な
の
で
あ
る
。

い
ま
重
要
な
の
は
、
熊
の
毛
皮
を
川
で
洗
い
流
し
た
後
の
姿
を

「ぐ
ん
な
り
し
た
風
」
と
語
ら
れ
る
ま
で
に
至
っ
た
こ
の
人
物
に
は
、
家
族

、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
大
勢
死
ん
だ
四
十
の
夏
以
後
か
ら
「
も
う
熊
の
こ
と
ば
だ
っ
て
わ
か
る
や
う
な
気
が
」
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
時
間
が
流
が
れ
て
い
る
こ

と
だ
。
語
り
手
が
「
一
ぺ
ん
に
云
っ
て
し
ま
っ
て
悪
い
け
れ
ど
も
」
と
前
置
き
を
し
て

「
な
め
と
こ
山
あ
た
り
の
熊
」
が

「小
十
郎
を
す
き
」

な
こ
と
を
語
る
と
き
に
、

「
一
ぺ

ん
に
」
は
語
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
彼
が
物
語
り
す
る
人
物
と
な
っ
た
内
的
必
然
性
、
現
在
の
生
の
受
け

(12
)
 

入
れ
難
さ
ま
で
を
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
後
す
る
が
、

「熊
ど
も
」
が
小
十
郎
を
好
き
な

「
そ
の
証
拠
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
の
が
固
③

の
熊
の
姿
だ
っ
た
。
こ
の
命
の
や
り
取
り
の
関
係
性
で
は
、
猟
師
と
熊
が
互
い
に
見
る

＇
見
ら
れ
る
関
係
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
お
き
た
い
。

小
十
郎
に
寄
り
添
う
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
熊
の
ま
な
ざ
し
と
は
、
容
易
に
小
十
郎
の
ま
な
ざ
し
に
反
転
し
え
る
の
で
あ
る
か
ら
。

つ
ま
り
死
ん
だ
熊
と
等
価
的
に
あ
る
こ
と
が

「
た
し

-211-



は
じ
め
た
。

「
知
っ
て
る
よ
、
僕
こ
の
前
と
っ
て
来
た
も
の
。
」
「
い
ヽ
え

ゐ
る
し
第
一
お
月
さ
ま
の
い
ろ
だ
っ
て
ま
る
で
氷
の
や
う
だ

母
子
熊
の
会
話

「
小
十
郎
は
も
う
熊
の
こ
と
ば
だ
っ
て
わ
か
る
や
う
な
気
が
し
た
」
と
し
て
語
り
出
さ
れ
る
の
が
、
次
の
母
子
熊
の
会
話
の
場
面
で
あ
る
。

⑬
小
十
郎
は
ま
る
で
そ
の

二
疋
の
熊
の
か
ら
だ
か
ら
後
光
が
射
す
や
う
に
思
へ
て
ま
る
で
釘
付
け
に
な
っ
た
や
う
に
立
ち
ど
ま
っ
て
そ
っ

ち
を
見
つ
め
て
ゐ
た
。
す
る
と
小
熊
が
甘
へ
る
や
う
に
云

っ
た
の
だ
。
「
ど
う
し
て
も
雪
だ
よ
、

お
っ
か
さ
ん
谷
の
こ
っ
ち
側
だ
け
白
く

な
っ
て
ゐ
る
ん
だ
も
の
。
ど
う
し
て
も
雪
だ
よ
。
お
っ
か
さ
ん
。
」
す
る
と
母
親
の
熊
は
ま
だ
し
げ
し
げ
見
つ
め
て
ゐ
た
が
や
っ
と
云
っ

た
。
「
雪
で
な
い
よ
、
あ
す
こ
へ
だ
け
降
る
筈
が
な
い
ん
だ
も
の
。」

小
熊
は
ま
た
云
っ
た
。
「
だ
か
ら
溶
け
な
い
で
残
っ
た
の
で
せ
う
。」

「
い
ヽ
え
、
お
っ
か
さ
ん
は
あ
ざ
み
の
芽
を
見
に
昨
日
あ
す
こ
を
通
っ
た
ば
か
り
で
す
。」

小
十
郎
も
ぢ
っ
と
そ

っ
ち
を
見
た
。
／
（
中
略
）

「雪
で
な
け
ぁ
霜
だ
ね
え
。
き
っ
と
さ
う
だ
。」

ほ
ん
た
う
に
今
夜
は
霜
が
降
る
ぞ
、
お
月
さ
ま
の
近
く
で
胃
も
あ
ん
な
に
青
く
ふ
る
え

て

え
、
ひ
き
ざ
く
ら
の
花
。」「
な
ぁ
ん
だ
、

ひ
き
ざ
く
ら
の
花
だ
い
。
僕
知
っ
て
る
よ
。
」
「
い
ヽ
え
、
お
前
ま
だ
見
た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
。」

花
で
せ
う
。
」
「
さ
う
だ
ら
う
か
。」

（
中
略
）

小
十
郎
は
な
ぜ
か
も
う
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
も
う

一
ぺ
ん
向
ふ
の
谷
の
白
い
雪
の
や
う

な
花
と
余
念
な
く
月
光
を
あ
び
て
立
っ
て
ゐ
る
母
子
の
熊
を
ち
ら
っ
と
見
て
そ
れ
か
ら
音
を
た
て
な
い
や
う
に
こ
っ
そ
り
こ
っ
そ
り
戻
り

こ
の
場
面
を

「子
ど
も
の
言
語
習
得
の
場
面
の
正
確
な
再
現
」
と
捉
え
た
の
が
千
葉

一
幹
論
で
あ
る
。
千
葉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
会
話
は
、
単
に
母
子
熊
の
心
温
ま
る
対
話
を
描
い
た
の
で
は
な
い
。
こ
こ
は
、
子
が
ど
の
よ
う
に
し
て
対
象
に
つ
い
て
の
認
識
を

(
1
)
 

III

物
語
の
深
層

小
十
郎
が
ひ
と
り
で
思
っ
た
。
「
お
か
あ
さ
ま
は
わ
か
っ
た
よ
、
あ
れ
ね

あ
れ
は
ひ
き
ざ
く
ら
で
あ
り
ま
せ
ん
、

お
前
と
っ
て
来
た
の
き
さ
ヽ
げ
の
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（
小
十
郎
の
妻
や
父
、
兄
弟
姉
妹
と
そ
の
子
供
等
）
、

得
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
子
は
ど
の
よ
う
に
し
て
言
語
を
身
に
つ
け
て
い
く
か
を
描
い
て
い
る
の
だ
。
（
中
略
）

そ
れ
は
、
子
ど
も
に
と
っ

て
最
も
情
動
的
つ
な
が
り
の
強
い
母
と
の
間
で
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
子
熊
が
見
せ
る
白
い
部
分
へ
の
執
着
は
、
母
熊
と
の
強
固
な
情
動

的
つ
な
が
り
を
反
映
し
て
い
る
。
（
中
略
）
子
ど
も
に
と
っ
て
、

言
語
の
習
得
と
は
、
（
中
略
）
具
体
的
環
境
の
も
と
、
事
物
そ
し
て
実
際

(13
)
 

に
自
分
に
言
語
の
使
用
法
を
教
え
る
大
人
と
の
（
そ
れ
は
多
く
は
母
親
だ
が
）
、
強
い
情
動
的
つ
な
が
り
の
中
で
な
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
。

論
者
も
四
が
単
に

「
心
温
ま
る
対
話
を
描
い
た
」
も
の
だ
と
は
思
わ
な
い
が
、
こ
れ
が
言
語
習
得
の
場
面
を
正
確
に
捉
え
た
も
の
だ
と
す
れ

ば
肝
腎
な
こ
と
は
何
か
。
小
十
郎
が
物
語
り
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
た
。
母
子
熊
の
会
話
の
場
面
は
、
語
り
手
の
所
有
す
る
言
語
観

・

世
界
観
に
強
く
関
わ
る
と
解
す
べ
き
だ
。
何
ら
か
の
効
果
を
想
定
し
、
プ
ロ
ッ
ト
を
配
列
編
成
す
る
こ
の
語
り
手
が
、

界
観
に
拘
束
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
が
作
中
人
物
の
小
十
郎
に
い
か
に
及
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
が
そ
の
前
に

一
方
の
人
間
の
側
で
あ

る
小
十
郎
の
母
を
含
め
た
そ
の
家
族
構
成
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
小
十
郎
が
熊
の
毛
皮
を
買
い
叩
か
れ
る
荒
物
屋
の
場
面
よ
り
参
照
す
る
。

図
何
せ
小
十
郎
の
と
こ
で
は
（
中
略
）
米
な
ど
は
少
し
も
で
き
ず
味
噌
も
な
か
っ
た
か
ら
九
十
に
な
る
と
し
よ
り
と
子
供
ば
か
り
の
七
人

家
内
に
も
っ
て
行
く
米
は
ご
く
わ
づ
か
づ
ヽ
で
も
要
っ

た
の
だ
。

九
十
に
な
る
母
。
子
供
と
は
小
十
郎
の
孫
。
こ
の
家
族
に
は
そ
の
子
供
の
親
、
小
十
郎
の
子
供
の
世
代
が
い
な
い
。
前
節
の
固
⑤
の

「
た
う

た
う
」
に
は
直
接
的
言
及
の
な
い
他
の
係
累
の
死
も
含
意
さ
れ
て
い
る
と
も
解
せ
よ
う
が

問
題
は
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
息
子
世
代
の
欠
落
し
た
こ
の
家
族
は
、
小
十
郎
の
熊
撃
ち
に
よ
っ
て
生
活
の
糧
を
得
て
お
り
、
小
十
郎
な
く

(
14
)
 

口
早
に
言
え
ば
、
母
子
熊
の
会
話
と
は
小
十
郎
に
と
っ
て
表
れ
た
世
界
で
あ
る
。
大
人
と
の
強
い

し
て
は
そ
の
存
続
自
体
が
困
難
な
も
の
だ
。

情
動
的
つ
な
が
り
の
中
で
の
言
語
の
習
得
、

た
孫
、

そ
の
親

（
息
子
夫
婦
）

そ
の
反
映
と
し
て
母
子
熊
の
場
面
が
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
尚
の
こ
と
、

そ
こ
に
は
父
母
を
亡
く
し

へ
の
小
十
郎
の
思
い
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
も
い
よ
う
。
そ
れ
は

「
因
果
」
の
物
語
を
死
に
ゆ
く
熊
に
向
け
る
仕

方
で
己
へ
と
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
小
十
郎
の
認
識
の
現
在
と
相
関
的
に
あ
る
。

い
か
な
る
言
語
観
•

世
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(
3
)
 
貨
幣
と
文
字
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
内
包
す
る
も
の
ー
ー

生
き
て
あ
る
こ
と
／
死
ぬ
こ
と

小
十
郎
に
聞
こ
え
て
き
た
母
子
熊
の
会
話
と
は
、
観
念
操
作
の
所
産
、
彼
の

「因
果
」
の
物
語
と
も
相
関
的
に
あ
る
。
四
十
の
夏
、
息
子
夫

婦
は
死
に
自
分
は
生
き
残
っ
た
。
生
き
残
る
に
資
す
る
何
か
の
必
然
が
小
十
郎
の
内
に
あ
っ
て
生
き
残
っ
た
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
自
分
が
死
な

(15
)
 

ず
、
息
子
夫
婦
た
ち
が
死
ん
だ
の
か
。
た
ま
た
ま
生
き
残
っ
た
に
過
ぎ
な
い
自
分
と
い
う
偶
有
性
の
問
題

（逆
で
も
あ
り
え
た
）
。
こ
の
こ
と

が
四
十
の
夏
以
降
の
小
十
郎
の
頭
を
占
め
な
か
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
い
や
占
め
な
か
っ
た
日
は
な
い
は
ず
だ
。
同
様
に
猟
師
が
、

熊
を
撃
つ
と
き
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
熊
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
然
な
ど
何
も
な
い
。
小
十
郎
の
苛
酷
と
同
様
の
酷
薄
さ
を
熊
に
対
し
て
行
使
す
る

の
が

「大
き
な
重
い
鉄
砲
」
を
持
っ
た
「
豪
気
な
山
の
中
の
主
」
、
小
十
郎
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
「
月
の
輪
を
め
が
け
て
ズ
ド

ン
と
や
る
」
小
十
郎
の
殺
す
熊
は

「気
の
烈
し
い
や
つ
」
に
限
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
よ
う
な

「生
」
を
い
か
に
自
ら
に
了
解
さ
せ

る
の
か
と
い
う
難
問
。
小
十
郎
が
、
物
語
り
す
る
人
物
と
な
っ
た
契
機
、
内
的
必
然
性
と
は
こ
こ
に
あ
る
。
小
十
郎
に
織
り
込
ま
れ
た
偶
有
性

の
問
題
を
看
過
し
、
「
因
果
」
の
罪
障
意
識
を
言
え
ば
物
語
の
表
層
に
と
ど
ま
る
。
従
来
言
わ
れ
る

〈
弱
肉
強
食
の
因
果
へ
の
悲
し
み
〉
の
如

き
主
題
系
、
現
実
世
界
を
生
き
た

〈
聖
人
宮
澤
賢
治
像
〉
と
の
無
媒
介
な
接
続
の
傾
き
も
こ
の
出
来
事
の
意
味
の
看
過
に
起
因
す
る
。

生
き
て
あ
る
こ
と
と
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
何
ら
必
然
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
偶
有
性
の
問
題
を
い
か
に
し
て
超
え
る
か
。
こ
の
物

語
の
深
層

（
了
解
不
能
）
を
潜
っ
て
、
語
り
手
は
冒
頭
の
「
今
」
と

「
昔
」
の
同
時
存
在
の
ヴ

ィ
ジ
ョ
ン
を
呼
び
込
む
語
り
を
遂
行
し
て
い
た
。

現
在
生
き
て
あ
る
こ
と
の
不
確
か
さ
、
死
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
の
確
か
さ
。
母
子
熊
の
「
か
ら
だ
か
ら
後
光
が
射
す
や
う
に
思
へ
」、

「
な
ぜ
か
も
う
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
」
し
ま
っ
た
小
十
郎
。
対
象
を
捉
え
た
と
き
、

そ
れ
は
自
己
化
さ
れ
た
対
象
と
な
る
。
語
り
手
は

「
な
ぜ
か
」
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
葛
藤
、
出
来
事
の
意
味
を

「
一
ぺ
ん
」
に
は
語
ら
な
い
。

引
き
続
き
、
荒
物
屋
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
従
来
、
実
体
的
な
賢
治
像
と
語
り
手
と
が
無
媒
介
に
接
続
さ
れ
て
き
た
部
分
に
立
ち
入
る
。

(
2
)
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語
る
こ
と
と
書
く
こ
と
の
間
に
生
じ
た
差
異
を
も
喚
起
す
る
。
ポ
イ
ン
ト
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

「
に
か
に
か
」
し
て
い
る
小
十
郎
を
も
書
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
が

「
し
ゃ
く
に
さ
わ
っ
て
た
ま
ら
な
い
」
「
僕
」
の
主
体
性
の
表
出
に
あ
る
。

「
い
や
な
や
つ
に
う
ま
く
や
ら
れ
る
こ
と
を
書
い
た
」
ば
か
り
か
、

団
主
人
は
だ
ま
っ
て
し
ば
ら
く
け
む
り
を
吐
い
て
か
ら
顔
の
少

〔し
〕

で
に
か
に
か
笑
ふ
の
を
そ
っ
と
か
く
し
て
云
っ
た
も
ん
だ
。
／

「
い
ヽ
ま
す
。
置
い
で
お
出
れ
。
ぢ
ゃ
、
平
助
、
小
十
郎
さ
ん
さ
二
円
あ
げ
ろ
ぢ

ゃ。」

店
の
平
助
が
大
き
な
銀
貨
を
四
枚
小
十
郎
の
前
へ

座
っ
て
出
し
た
。
小
十
郎
は
そ
れ
を
押
し
い
た
ゞ
く
や
う
に
し
て
に
か
に
か
し
な
が
ら
受
け
取
っ
た
。
そ
れ
か
ら
主
人
は
こ
ん
ど
は
だ
ん

だ
ん
機
嫌
が
よ
く
な
る
。
（
中
略
）
小
十
郎
は
こ
の
こ
ろ
は
も
う
う
れ
し
く
て
わ
く
わ
く
し
て
ゐ
る
。（
中
略
）
け
れ
ど
も
ど
う
し
て
小
十

郎
は
そ
ん
な
町
の
荒
物
屋
な
ん
か
へ
で
な
し
に
ほ
か
の
人
へ
ど
し
ど
し
売
れ
な
い
か
。
（
中
略
）
け
れ
ど
も
日
本
で
は
狐
け
ん
と
い
ふ
も

の
も
あ
っ
て
狐
は
猟
師
に
負
け
猟
師
は
旦
那
に
負
け
る
と
き
ま
っ
て
ゐ
る
。
こ
ヽ
で
は
熊
は
小
十
郎
に
や
ら
れ
小
十
郎
が
旦
那
に
や
ら
れ

る
。
旦
那
は
町
の
み
ん
な
の
中
に
ゐ
る
か
ら
な
か
な
か
熊
に
食
は
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
ん
な
い
や
な
づ
る
い
や
つ
ら
は
世
界
が
だ
ん
だ

ん
進
歩
す
る
と
ひ
と
り
で
消
え
て
な
く
な
っ
て
行
く
。
僕
は
し
ば
ら
く
の
間
で
も
あ
ん
な
立
派
な
小
十
郎
が
二
度
と
つ
ら
も
見
た
く
な
い

や
う
な
い
や
な
や
つ
に
う
ま
く
や
ら
れ
る
こ
と
を
書
い
た
の
が
実
に
し
ゃ
く
に
さ
わ
っ
て
た
ま
ら
な
い
。

「
い
や
な
づ
る
い
や
つ
ら
」
は

「
ひ
と
り
で
消
え
て
な
く
な
っ
て
行
く
」
と
い
う
語
り
手
の
社
会
進
化
論
的
未
来
観
と
と
も
に
、
こ
の
語
り
手

が
伝
聞
と
再
創
造
の
語
り
を
書
き
記
す

（ま
た
は
書
き
つ
つ
語
る
）
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。「
あ
ん
な
立
派
な
小
十
郎
が
」
「
い

や
な
や
つ
に
う
ま
く
や
ら
れ
る
こ
と
を
書
い
た
の
が
実
に
し
ゃ
く
に
さ
わ
っ
て
た
ま
ら
な
い
」
と
の
憤
り
の
内
実
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
ま
ず

語
り
手

「
私
」
は

「書
く
こ
と
」
（

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）
の
行
為
性
に
も
拘
束
さ
れ
て
お
り
、

書
き
手
と
し
て
の
主
体
性
が
時
折
迫
り
出
し
て
く

る
際
に

「僕
」
を
自
称
す
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
こ
の
物
語
が

「
書
く
こ
と
」
1
1
文
字
に
よ
っ
て
仲
立
ち
さ
れ
て
い
て
、

（純
粋
で

透
明
な
生
き
た
発
話
行
為
1
1
パ
ロ
ー
ル
に
対
し
て
）
不
透
明
さ
が
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
言
語
の
問
題
系
の
射
程
を
有
し
、

い
き
お
い

従
来
は
、
貨
幣
経
済
シ
ス
テ
ム
自
体
を
悪
と
規
定
し
て
、
人
間
社
会
の
矛
盾
の
告
発
や
是
正
を
迫
る
主
題
を
読
む
傾
向
、
搾
取
す
る
荒
物
屋
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の
主
人
を
類
型
的
な
悪
玉
と
捉
え
、

発
想
、

そ
こ
に
現
実
世
界
を
生
き
た
賢
治
の
共
産
主
義
運
動
へ
の
シ
ン
パ
シ

ー
や
貨
幣
へ
の
嫌
悪
を
重
ね

て
読
む

そ
れ
か
ら
聖
人
宮
澤
賢
治
像
と
の
接
続
と
い
う
思
考
パ
タ
ー
ン
に
陥
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
熊
と
の
関
係
性
に
お
い
て
生
殺
与
奪
の
権
利

（
鉄
砲
と
い
う
武
器
）
を
有
す
る
小
十
郎
と
は
絶
対
的
存
在
。
肝
腎
な
の
は
、

し
た
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
た
点
で
、

（弱
み
に
つ
け
込
ま
れ
買
い
叩
か
れ
た
に
せ
よ
）
等
価
と
し
て
し
ま
う

「
書
く
こ
と
」
の
局
面
で
あ
る
こ

、
、
、
、
、
、

と
だ
。
両
者
を
等
価
と
し
て
し
ま
う
も
の
が
何
か
と
言
え
ば
「
荒
物
屋
の
主
人
」
の
狡
猾
さ
な
ど
で
は
な
く
、
貨
幣
そ
の
も
の
で
あ
り
、
文
字

で
あ
る
こ
と
は
踏
ま
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
字
を
言
語
世
界
に
お
け
る
貨
幣
的
存
在
だ
と
言
う
の
は
今
村
仁
司
で
あ
る
。

文
字
と
貨
幣
は
、
人
間
文
化
の
な
か
で
、
類
似
し
た
、

そ
の
絶
対
者
1
1

主
で
あ
る
小
十
郎
と
荒
物
屋
と
を
「
に
か
に
か
」

い
や
む
し
ろ
構
造
的
に
同
一
の
位
置
を
占
め
る
。
ど
ち
ら
も
広
義
の
「
書
く
こ

と
」（

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）
を
共
通
に
内
包
し
て
い
る
。
文
字
は
音
声
言
語
を
記
号
化
し
、
記
号
と
し
て
書
く
よ
う
に
、
貨
幣
は
交
換
行

為
を
記
号
化
し
、
記
号
と
し
て
書
き
と
ど
め
る
。
貨
幣
は
、
物
と
物
と
の
交
換
だ
け
で
な
く
、
人
と
人
と
の
交
通
関
係
を
記
号
化
し
て
表

、
、
、
、
、
、

現
す
る
。
貨
幣
は
、
人
と
物
と
の
両
面
で
、
関
係
の
複
雑
さ
を
凝
縮
し
、
圧
縮
し
、
縮
減
す
る
。
そ
れ
は
関
係
の
文
字
化
で
あ
る
。（
中

略
）
直
接
性
と
透
明
性
へ
の
要
求
と
願
望
は
根
深
い
が
、

そ
う
し
た
感
情
に
も
と
づ
く
語
り
は
神
話
的
に
な
る
ほ
か
は
な
い
。
人
間
の
現

実
は
直
接
的
で
も
透
明
で
も
な

い
か
ら
で
あ
る
。
複
数
の
人
間
た
ち
が
と
も
に
生
き
る

こ
と
は
、
す
で
に
そ
れ
自
体
で
直
接
性
と
透
明
性

の
喪
失
を
意
味
し
て
い
る
。（
中
略
）
人
間
関
係
は
つ
ね
に
、
観
念
で
あ
れ
物
で
あ
れ
、

そ
れ
ら
を
交
換
す
る
が
、
こ
の
交
換
は
必
ず
媒

介
者
な
し
に
は
す
ま
な
い
。
人
間
関
係
が
媒
介
的
交
換
で
あ
る
な
ら
、
人
間
の
社
会
は
最
初
か
ら
「
不
透
明
」
で
あ
り
、
道
徳
的
観
点
か

ら
い
え
ば

「不
純
」
で
あ
り

「汚
れ
て
」
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
社
会
的
に
存
在
す
る
こ
と
、
複
数
の
人
間
た
ち
と
と
も
に
生

(16
)
 

き
る
こ
と
の
本
来
的
な
あ
り
方
で
あ
る
。
社
会
生
活
は
不
透
明
と
不
純
で
あ
る
こ
と
を

「運
命
づ
け
ら
れ
て
」
い
る
の
で
あ
る
。

「
ど
こ
か
に
透
明
で
純
粋
な
人
間
関
係
が
あ
り
、
そ
れ
が
い
つ
の
ま
に
か
不
透
明
あ
る
い
は
不
純
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
も
と
も

と
複
数
の
他
者
と
の
共
存
と
は
そ
う
い
う
こ
と
」
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
小
十
郎
が
「
立
派
な
」
ま
ま
で
い
る
こ
と
を
許
さ
な
い
も
の
と
は
何
か
。
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が
織
り
込
ま
れ
た

―
つ
は

「
貨
幣
」
。
も
う

―
つ
は
、
こ
の
物
語
が
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
喚
起
す
る

「
僕
」
が
「
書
い
た
の
が
実
に
し
ゃ
く
に
さ
わ
っ

て
た
ま
ら
な
い
」
と
述
べ
た
通
り
、

「
文
字
」
、
書
く
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。
「
直
接
的
で
も
透
明
で
も
な
い
」「
人
間
の
現
実
」
を
生
き
ざ
る
を

ま
た
、
人
間
の
側
が
与
え
た
狐
の
解
釈
と
い
う
旧
社
会
的
な
文
化
的
軌
範
に
基
づ
く
の
が

「
狐
け
ん
」
で
あ
る
。
こ
の
三
す
く
み
の
喩
え
の

成
立
し
な
い
世
界

（近
代
シ
ス
テ
ム
）
に

「
狐
け
ん
」
を
敢
え
て
当
て
嵌
め
る
こ
と
で
、

い
っ
た
ん
は

「荒
物
屋
の
主
人
」
を
類
型
的
な
悪
玉

に
設
え
よ
う
と
試
み
た
語
り
手
だ
っ
た
。
音
声
言
語
を
記
号
化
し
、
記
号
と
し
て
書
く
文
字
と
同
様
、

「貨
幣
は
交
換
行
為
を
記
号
化
し
、
記

号
と
し
て
書
き
と
ど
め
る
」
も
の
。
「
貨
幣
」
は

「人
と
人
と
の
交
通
関
係
を
記
号
化
し
て
表
現
す
る
」。

確
か
に

「今
、
売
ら
な
い
限
り
、
生

(17
)
 

活
が
な
り
た
た
」
ず
、
小
十
郎
に
は
「
売
ら
な
い
自
由
は
与
え
ら
れ
て
い
」
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
熊
の
命
を
商
品
と
化
す
市
場
原
理
の
も
と
に

「直
接
的
で
も
透
明
で
も
な
い
」

「人
間
の
現
実
」
の
表
象
と
し
て

「荒
物
屋
の
主
人
」
と

「小
十
郎
」
は
等
価
で
あ
っ
た
。
偶
有
性
の
問
題
も

（
立
派
な
）

小
十
郎
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
語
り
手
だ
が
、
迫
り
出
し
て
き
た
書
き
手
主
体
の

エ
ク
リ
チ
ュ

ー
ル

に
よ
り

当
初
意
図
さ
れ
た
語
り
と
の
間
に
差
異

（ズ

レ
）
が
生
じ
た
こ
と
で
、
こ
れ
を
類
型
的
な
物
語
に
設
え
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
た
。
こ
の
語
り

手
に
し
て
書
き
手
で
あ
る
主
体
性
の
表
出
か
ら
逆
照
射
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
語
り
に
潜
め
ら
れ
た
言
語
の
透
明
性
と
不
透
明
性
と
の
拮
抗
で
あ

り
、
文
字
の
書
き
手
の
希
求
す
る
透
明
性

（神
話
性
）
、
透
明
性
志
向
の
力
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

(18) 

加
え
て
小
十
郎
の

「因
果
」
を

一
足
飛
び
に

「近
代
の
人
為
そ
の
も
の
が
つ
く
り
出
し
た
」
歴
史
的
産
物
と
し
て
し
ま
え
ば
、
小
十
郎
の
個

的
な
経
験
の
意
味
（
四
十
の
夏
）

の
領
域
11
偶
有
性
の
問
題
領
域
は
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
小
十
郎
が
熊
に
向
け
て
物
語
り
す
る
人
物

と
な
っ
た
必
然
性
、
語
ら
れ
た

「因
果
」
の
物
語
か
ら
反
照
さ
れ
る
自
ら
の

「生
」
の
受
け
入
れ
難
さ
と
、
プ
ロ

ッ
ト
の
内
的
必
然
性
ま
で
を

見
て
き
た
。
熊
が
い
な
く
な
る
ま
で

「片
っ
ぱ
し
か
ら
捕
っ
た
」「
山
の
中
の
主
」
、
淵
沢
小
十
郎
と
い
う
人
物
の
内
に
は
偶
有
性
の
問
題

（他

で
も
あ
り
え
た
•
他
な
る
可
能
性
、
逆
に
そ
う
な
る
べ
く
し
て
な
っ
た
宿
命
と
し
て
の
表
れ
）
が
織
り
込
ま
れ
て
い
た

。

得
な
い
人
物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
（
書
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
）
の
で
あ
る
。

一
家
を
支
え
る
べ
き
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息
子
夫
婦
の
死
が
既
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
以
上
、

（小
十
郎
の
死
）

そ
れ
以
外
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
必
然
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
そ
れ
は
他

で
も
あ
り
え
た
こ
と

（
息
子
夫
婦
の
代
わ
り
に
自
ら
の
死
を
差
し
出
す
こ
と
を
願
っ
た
だ
ろ
う
）
と
し
て
、
偶
有
的
な
こ
と

と
し
て
表
れ
て
も
い
た
。
繰
り
返
す
が
、
小
十
郎
に
と
っ
て
の
苛
酷
と
同
様
の
酷
薄
さ
を
、
自
ら
が
熊
に
行
使
し
て
い
る
こ
と
の
矛
盾
を
己
に

い
か
に
了
解
さ
せ
る
の
か
。
小
十
郎
が
死
ん
だ
熊
に
語
り
か
け
る
「
因
果
」
の
物
語
と
は
、
彼
の
ぎ
り
ぎ
り
の
「
倫
理
」
の
現
在
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
人
物
の
内
に
は
自
分
が
生
き
て
あ
る
こ
と
の
不
確
か
さ
と
死
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
の
確
か
さ

（今
と
昔
の
確
か
さ
・
不
確
か

さ
）
と
が
表
れ
て
い
て
、

そ
の
振
幅
の
内
に
認
識
す
る
主
体
の
位
相
を
前
提
と
し
て
物
語
を
語
り
起
す
語
り
手
に
と
っ
て
は
、

冒
頭
の

〈
い
る

熊
と
の
約
束
、
母
と
の
対
話

「
お
か
し
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
だ
」
ー
ー
ー
何
が
「
お
か
し
な
こ
と
」
だ
っ
た
の
か
ー
|
'

母
子
熊
の
会
話
と
は
小
十
郎
に
表
れ
た
現
象
、

そ
こ
に
響
い
て
い
た
の
は
小
十
郎
の
内
な
る
声
だ
っ
た
。
前
節
匝
の
小
十
郎
の
現
在
で
は

「
胸
が
い
っ
ぱ
い
」
に
な
っ
た
理
由
は
自
覚
し
え
て
い
な
い
。
必
然
性
と
偶
有
性
の
表
れ
を
抱
え
る
人
物
が
「
熊
の
こ
と
ば
だ
っ
て
わ
か
る
や

う
な
気
」
が
す
る
よ
う
に
な
る
事
態
と
は
、
己
の
生
を
了
解
し
え
ぬ

「因
果
」
の
物
語
の
失
効
と
相
関
的
に
あ
る
。「
物
語
」
（
観
念
操
作
）
を

超
え
る
言
語
を
要
請
せ
ざ
る
え
な
い
と
こ
ろ
に
小
十
郎
の
内
的
葛
藤
は
及
ん
で
い
る
。
次
の
c
'
⑭
で
の
小
十
郎
の
認
識
・
思
考
は
、
熊
と
の

関
係
性
に
お
け
る

「倫
理
」
も
含
み
込
み
、

「宿
命
」
を
受
け
入
れ
、

い
か
に
そ
の

「外
部
」

c
と
こ
ろ
が
あ
る
年
の
夏
こ
ん
な
や
う
な
お
か
し
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
だ
。
／
小
十
郎
が
谷
を
ば
ち
ゃ
ば
ち
ゃ
渉
っ
て
―
つ
の
岩
に
の

ぽ
っ
た
ら
い
き
な
り
す
ぐ
前
の
木
に
大
き
な
熊
が
猫
の
や
う
に
せ
な
か
を
円
く
し
て
よ
ぢ
登
っ
て
ゐ
る
の
を
見
た
。
小
十
郎
は
す
ぐ
鉄
砲

を
つ
き
つ
け
た
。
（
中
略
）
小
十
郎
は
油
断
な
く
銃
を
構
へ
て
打
つ
ば
か
り
に
し
て
近
寄
っ
て
行
っ
た
ら
熊
は
両
手
を
あ
げ
て
叫
ん
だ
。

(
1
)
 

IV 

（
あ
る
）

／
い
な
い

（な
い
）〉

の
場
の
生
成
と
は
必
然
で
あ
っ
た
。

へ
向
か
う
か
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
に
あ
る
。
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っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

⑦
 

⑱
 

／
「
お
ま
へ
は
何
が
ほ
し
く
て
お
れ
を
殺
す
ん
だ
。
」
／
「
あ
ヽ
、
お
れ
は
お
前
の
毛
皮
と
、
胆
の
ほ
か
に
は
な
ん
に
も
い
ら
な
い
。
そ
れ

も
町
へ
持
っ
て
行
っ
て
ひ
ど
く
高
く
売
れ
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
し
ほ
ん
た
う
に
気
の
毒
だ
け
れ
ど
も
や
っ
ぱ
り
仕
方
な
い
。
け
れ
ど
も

お
前
に
今
ご
ろ
そ
ん
な
こ
と
を
云
は
れ
る
と
も
う
お
れ
な
ど
は
何
か
栗
か
し
だ
の
み
で
も
食
っ
て
ゐ
て
そ
れ
で
死
ぬ
な
ら
お
れ
も
死
ん
で

⑧
 

も
い
ヽ
や
う
な
気
が
す
る
よ
。
」
「
も
う
二
年
ば
か
り
待
っ
て
呉
れ
、

〔〕

お
れ

〔も
〕
死
ぬ
の
は
も
う
か
ま
は
な
い
や
う
な
も
ん
だ
け
れ

ど
も
少
し
し
残
し
た
仕
事
も
あ
る
し
た
ゞ

二
年
だ
け
待
っ
て
く
れ
。
二
年
目
に
は
お
れ
も
お
ま
へ
の
家
の
前
で
ち
ゃ
ん
と
死
ん
で
ゐ
て
や

る
か
ら
。
毛
皮
も
胃
袋
も
や
っ
て
し
ま
ふ
か
ら
。」

小
十
郎
は
変
な
気
が
し
て
ぢ
っ
と
考
へ
て
立
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
熊
は
そ
の
ひ
ま

に
足
う
ら
を
全
体
地
面
に
つ
け
て
ご
く
ゆ
っ
く
り
と
歩
き
出
し
た
。
小
十
郎
は
や
っ
ぱ
り
ぽ
ん
や
り
立
っ
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
そ
れ
か
ら

丁
度
二
年
目
だ
っ
た
が
あ
る
朝
小
十
郎
が

（
中
略
）
外
へ
出
た
ら
（
中
略
）
始
終
見
た
こ
と
の
あ
る
赤
黒
い
も
の
が
横
に
な
っ
て
ゐ
る
の

で
し
た
。
丁
度
二
年
目
だ
し

（中
略
）
小
十
郎
は
ど
き
っ
と
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
そ
ば
に
寄
っ
て
見
ま
し
た
ら
ち
ゃ
ん
と
あ
の
こ
の
前

の
熊
が
口
か
ら
い
っ
ぱ
い
に
血
を
吐
い
て
倒
れ
て
ゐ
た
。
小
十
郎
は
思
は
ず
拝
む
や
う
に
し
た
。

囲
小
十
郎
は
朝
う
ち
を
出
る
と
き
い
ま
ま
で
云
っ
た
こ
と
の
な
い
こ
と
を
云
っ
た
。
「
婆
さ
ま
、
お
れ
も
年
老
っ
た
で
ば
な
、
今
朝
ま
づ

⑨

⑩

 

生
れ
で
始
め
で
水
へ
入
る
の
嫌
ん
た
よ
な
気
す
る
ぢ
ゃ
。
」
す
る
と
縁
側
の
日
な
た
で
糸
を
紡
い
で
ゐ
た
九
十
に
な
る
小
十
郎
の
母
は
そ

の
見
え
な
い
や
う
な
眼
を
あ
げ
て
ち
ょ
っ
と
小
十
郎
を
見
て
何
か
笑
ふ
か
泣
く
か
す
る
や
う
な
顔
つ
き
を
し
た
。

熊
か
ら
小
十
郎
へ
の
直
接
的
な
問
い
か
け
と
な
っ
て
い
る
四
⑥
は
、
小
十
郎
の

〈
罪
あ
る
仕
事
〉

前
と
し
て
あ
っ
た
ろ
う
答
え
で
あ
る
。
「
ぐ
ん
な
り
し
た
風
で
谷
を
下
っ
て
い
く
こ
と
だ
け
は
た
し
か
」
な
人
物
の
〈
た
し
か
さ
〉
ー
猟
師
を

や
め
る
こ
と
、

へ
の
自
問
で
あ
る
。
⑦
は
識
閾
に
言
語
以

そ
れ
が
死
を
意
味
す
る
こ
と
ー
ーー
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
言
語
化
さ
れ
る
こ
と
で
小
十
郎
に
も
た
ら
さ
れ
る
認
識
。
こ
の
語
り
手

が、

言
語
が
現
実
に
先
行
す
る
と
い
う
言
語
観

・
現
実
観
に
拘
束
さ
れ
た
主
体
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

い
ま
問
題
は
熊
に
よ
る
四
⑧
の
発
話
部
分
で
あ
る
。
こ
の
後

「小
十
郎
は
変
な
気
が
し
て
ぢ
っ
と
考
へ
て
立
っ
て
し
ま
」
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小
十
郎
が
選
択
し
た
の
は

「直
接
性
と
透
明
性
へ
の
要
求
」
、
熊
の
約
束
に
対
し
て
自
ら
の
死
を
差
し
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
息
子

(3
)
 
ス
ト
ー
リ
ー
の
結
末
、
物
語
の
始
ま
り

c
の
熊
と
の
会
話
は
、
物
語
の
深
層
で
小
十
郎
と
母
と
の
無
言
の
対
話
⑭
に
受
け
渡
さ
れ
て
い
る
。
⑭
⑨
の

「水
へ
入
る
」
と
は
、
山
へ
入

り
、
猟
を
始
め
る
前
の
お
清
め
の
儀
式
か
と
思
わ
れ
る
。

な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
既
に
猟
師
と
し
て
の
生
を
終
え
る
覚
悟
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
⑩
の

「小
十
郎
を
見
て
何
か
笑
ふ
か
泣
く
か

す
る
や
う
な
顔
つ
き
を
し
た
」
母
と
は
、
こ
の
沈
黙
の
内
に
息
子
の
言
葉
の
全
て
を
理
解
し
た
だ
ろ
う
。
猟
師
と
し
て
の
死
は
、

小
十
郎
の
生

の
終
わ
り
。
そ
し
て
家
族
の
死
。〈
他
な
ら
ぬ
そ
の
熊
〉
で
あ
る
ぺ
き
理
由
も
な
く
繰
り
返
し
た
熊
捕
り
。
商
品
と
し
て
売
れ
な
け
れ
ば
何
の

意
味
も
な
い
熊
の
死
。
最
周
縁
ま
で
覆
い
つ
つ
あ
る
近
代
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
解
放
ま
で
。
だ
が
、
約
束
を
果
た
し
た
あ
の
熊
と
の
会
話

の
中
で
の
己
の
言
葉
、
「
お
れ
も
死
ん
で
も
い
ヽ
や
う
な
気
が
す
る
よ
」
が
嘘
で
は
な
い
こ
と
を

〈
他
な
ら
ぬ
あ
の
熊
〉
に
未
だ
伝
え
ら
れ
て

は
い
な
い
。
熊
か
ら
の
問
い
(
c
⑥
)

に
対
す
る
小
十
郎
の
答
え

（
同
⑦
）

と
は
、
貨
幣
の
介
在
す
る
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
撤
退
に
し
て
、
自
ら

が

「不
透
明
と
不
純
で
あ
る
こ
と
」
の
拒
否
の
表
明
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
も
し
複
数
の
人
間
が
共
存
す
る
状
態
が

「媒
介
的
交
換
を
し
な

が
ら
生
き
る
こ
と
」
で
あ
る
な
ら
出
、
こ
れ
は

「社
会
的
に
存
在
す
る
こ
と
」
、

(2
)
 
小
十
郎
と
母
の
対
話

つ
ま
り

「人
間
の
現
実
」
か
ら

の
撤
退
の
宣
言
で
も
あ
っ
た
。

こ
れ
こ
そ
小
十
郎
に
許
容
さ
れ
る
認
識
の
範
囲
外
の
声
だ
っ
た
。「
変
な
気
が
し
て
ぢ
っ
と
考
へ
て
」
、
「
ぽ
ん
や
り
立
っ
て
ゐ
た
」
の
も
そ
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
め
で
あ
る
。
「
お
か
し
な
こ
と
」
と
は
、
こ
こ
で
は
小
十
郎
の
思
い
の
投
影
と
し
て

「熊
の
こ
と
ば
だ
っ
て
わ
か
る
や
う
な
気
」
が
し
て
い

、
、
、
、
、
、
、
、

た
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
か
ら

「丁
度
二
年
目
」、
自
ら
の
命
を
投
げ
だ
し
た
熊
に
小
十
郎
が

「
思
は
ず
拝
む
や
う
に
し
た
」

の
は
、
あ
の
声
が
自
己
内
対
話
で
な
か
っ
た
と
、
あ
の
時
に
自
ら
が
不
可
知
の
領
域
に
ふ
れ
得
て
い
た
と
確
信
し
た
か
ら
で
あ
る
。〈
他
な
ら

ぬ
あ
の
熊
〉
と
交
わ
さ
れ
た
約
束
の
時
と
は
、
小
十
郎
に
あ
る
選
択
を
促
す
契
機
と
し
て
外
部
が
迫
り
出
し
て
い
た
時
な
の
で
あ
る
。

い
ま
は
民
俗
的
事
項
に
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
が
、
こ
の
日
小
十
郎
が
お
清
め
を
し
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手
は
、

つ
い
に
神
話
的
な

〈
語
り
〉
を
獲
得
し
た
の
で
は
な
い
か
。

た
ち
の
代
わ
り
に
捧
げ
る
こ
と
を
願
い
続
け
た
自
ら
の
命
で
も
あ
る
。
小
十
郎
に
寄
り
添
い
続
け
た
語
り
手
は
、

「
心
持
」
を
語
る
こ
と
を
断
念
し
、

「
そ
れ
か
ら
あ
と
」
の
死
そ
の
も
の
が
語
り
手
に
と
っ
て
も
語
り
え
な
い
外
部
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
。

田
そ
れ
か
ら
遠
く
で
斯
う
云
ふ
こ
と
ば
を
聞
い
た
。
「
お
ヽ
小
十
郎
お
ま
へ
を
殺
す
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。」

も
う
お
れ
は
死
ん
だ
と
小
十

郎
は
思
っ
た
。
そ
し
て
ち
ら
ち
ら
ち
ら
ち
ら
青
い
星
の
や
う
な
光
が
そ
こ
ら
い
ち
め
ん
に
見
え
た
。
／

「
こ
れ
が
死
ん
だ
し
る
し
だ
。
死

⑩
 

ぬ
と
き
見
る
火
だ
。
熊
ど
も
、
ゆ
る
せ
よ
。」

と
小
十
郎
は
思
っ
た
。
そ
れ
か
ら
あ
と
の
小
十
郎
の
心
持
は
も
う
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。

死
に
ゆ
く
小
十
郎
の
耳
に
は
、

「
お
ヽ
小
十
郎
お
ま
へ
を
殺
す
つ
も
り
は
な
か
っ
た
」
と
の
熊
の
声
。
こ
の
時
小
十
郎
は
了
解
し
た
だ
ろ
う
。

熊
に
向
け
る
仕
方
で
語
っ
た

「因
果
」
の
物
語
は
、
死
ん
で
い
っ
た
熊
た
ち
の
耳
に
届
い
て
い
た
の
だ
と
。
小
十
郎
と
い
う
表
象
に
必
然
性
と

偶
有
性
と
外
部
の
問
題
が
織
り
込
ま
れ
て
い
た
点
に
立
ち
返
え
れ
ば
、

「人
間
の
現
実
」
か
ら
の
撤
退
と
は
他
で
も
あ
り
え
た
可
能
性
へ
の
命

が
け
の
跳
躍
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。
今
村
仁
司
は
、

「直
接
性
と
透
明
性
へ
の
要
求
と
願
望
は
根
深
い
が
、
そ
う
し
た
感
情
に
も
と
づ
く
語

(20) 

り
は
神
話
的
に
な
る
ほ
か
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
以
上
は
、
貨
幣
1
1
媒
介
項
抜
き
の
命
の
や
り
取
り
と
、

書
き
手

「
僕
」
の
希
求
す
る
透

明
性
志
向
と
の
相
即
性
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の

〈語
り
〉
に
は
依
然
と
し
て
書
き
手

「僕
」
の
声
が
潜
伏
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く

「僕
」
は
こ
こ
ま
で
書

い
て
満
足
で
あ
ろ
う
。
言
語
な
く
し
て
認
識
・
思
考
は
あ
り
え
ず
、
現
実
に
言
語
が
先
行
す
る
と
い
う
言
語
観
認
識
に
拘
束
さ
れ
た
こ
の
語
り

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
宿
命
づ
け
ら
れ
た
不
透
明
性
を
振
り
切
り
な
が
ら
、

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
は
、
物
語
内
容
に
お
い
て
も
物
語
行
為
に
お
い
て
も
外
部
の
領
域
を
喚
起
す
る
こ
と
に
自
覚
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

従
来

「宗
教
的
礼
拝
」
や

「大
き
な
愛
に
化
石
す
る
」「
修
羅
の
世
界
か
ら
の
解
放
」
な
ど
を
言
わ
れ
る
結
末
、
小
十
郎
の
死
後

「三
日
目
の

晩
」
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
。
こ
こ
か
ら
冒
頭
へ
と
折
り
返
せ
ば
ど
う
か
。
す
る
と
眼
前
に
広
が
る

〈昼
〉
の
風
景。

そ
こ
に
は

「熊
捕
り
の
名
人
」

つ
い
に
次
の
田
⑩
で
彼
の

-221 -



小
十
郎
も

「ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ

居
た
」
熊
も
い
な
い
。〈
夜
〉
と

〈昼〉

の
二
重
写
し
、
同
時
存
在
の
世
界
が
あ
ら
た
め
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。

熊
が
「
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
居
」
る
世
界
な
ら
ば
、
そ
の
熊
を
捕
る
名
人
小
十
郎
も
い
る
。
熊
が
い
な
い
世
界
な
ら
ば
小
十
郎
も
い
な
い
。

つ
ま
り
、

熊
も
小
十
郎
も
単
独
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
あ
り
よ
う
が

「
お
も
し
ろ
い
」
の
だ
と
言
う
こ
と
も
可
能
だ
。
こ
の
あ
り
よ
う
を

前
提
に
す
れ
ば
、

「
な
め
と
こ
山
の
熊
の
こ
と
な
ら
」
「
考
へ
た
り
」
し
た
だ
け
で
も

「
お
も
し
ろ
い
」
と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

天
沢
が
楽
々
と
述
べ
た
と
こ
ろ
を
辿
々
し
く
も
具
に
見
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
次
の
よ
う
な
仮
説
は
可
能
だ
。
(i
)
語
り
手

「
私
」

は

「物
語
」
の

「
た
し
か
」
さ
の
担
保
と
し
て
、
想
像
に
よ

っ
て

「熊
捕
り
の
名
人
」
淵
沢
小
十
郎
な
る
人
物
を
造
形
す
る
こ
と
で
、

物
に
物
語
の

「お
も
し
ろ
さ

」
を
担
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

。

(
~
1
1
)
「名
高
い
も
の
」
に
な
っ
て
い
る

「な
め
と
こ
山
の
熊
の
胆

」
ま
で
を
摘

出
す
る
熊
捕
り
の
名
人
の
伝
承
を
聞
い
た
語
り
手

「
私
」
が、

と
こ
山
の
熊
の
こ
と
な
ら
」
、
〈
な
ぜ
〉「
お
も
し
ろ
い
」
の
か
、
に
つ
い
て
の
考
察
と
も
対
応

・
交
差
す
る
は
ず
で
あ
る
。

小
十
郎
の
内
に
織
り
込
ま
れ
た
偶
有
性
と
外
部
の
問
題
領
域
は
、
プ
ロ

ッ
ト
を
プ
ロ

ッ
ト
た
ら
し
め
る
内
的
必
然
性
と
し
て
あ
る
。
冒
頭
の

同
時
存
在
を
引
き
出
す
力
。
物
語
は
こ
の
人
物
の
内
に
現
象
す
る
確
か
さ
と
不
確
か
さ
の
振
幅
を
潜
っ
て
語
り
起
こ
さ
れ
て
い
た
。

で
は
「
な
め
と
こ
山
」
も

「熊
の
胆
」
も

「自
分
で
見
た
」
こ
と
が
な
い
語
り
手
に
し
て
書
き
手
主
体
の
声
と
文
字
の
葛
藤
、
透
明
性
へ
の

志
向
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
た
も
の
と
は
何
か
。
リ
ア
リ
ズ
ム
的
価
値
体
系
の
観
点
か
ら
冒
頭
の
同
時
存
在
の
仕
掛
け
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ

れ
は

「
真
理
を
保
証
す
る

「現
実
な
る
も
の
」
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
」
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
世
界
観
認
識
の
位
相
を
潜
っ
て
、
な
お
希
求
す
る

〈
た
し
か
さ
〉
と

「倫
理
」
を
め
ぐ
る
神
話
的
な
物
語
で
あ
っ
た
と
い
う
、

了
解
し
え
る
の
で
あ
る
。

造
）
し
た
物
語
が

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
で
あ
る
。

(
i
)
か

そ
の
人

そ
の
名
人
が
相
手
取
っ
た
だ
ろ
う
熊
に
つ
い
て
、

「考
へ
た
り
」（
想
像

・
再
創

(~
l
l
)
か
の
確
定
は
で
き
な
い
が
ど
ち
ら
も
否
定
で
き
な
い

。

こ
れ
は

「な
め

そ
の
こ
と
ま
で
が
伝
わ
る
よ
う
に
全
て
が
語
ら
れ
て
い
た
と
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〔註
〕

(1
)

続
橋
達
雄
に
よ
れ
ば
、
賢
治
が
歿
し
た
翌
年
の

一
九
三
四

〔昭
和
九
〕
年
七
月
、
耕
進
社
刊
行

『
現
代
童
話
集
』
（
児
童
文
学
研
究
会
編
纂
）
へ
の

所
収
を
初
出
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
宮
沢
賢
治
大
辞
典
」
渡
部
芳
紀
編
（
勉
誠
出
版

二
0
0七
・
七
）
参
照
。

(2
)

西
田
良
子

「『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
論
ー

宮
沢
賢
治
の
視
点
ー
」
（
「
日
本
児
童
文
学
」

別
冊

『
宮
沢
賢
治
童
話
の
世
界
」
す
ば
る
書
房

一
九

七
六
年
二
月
号
臨
時
）
↓
「
宮
沢
賢
治
論
』
（桜
楓
社
一
九
八

一
•
四
）
。西
田
論
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
熊
が
自
死
の
約
束
を
果
た
す
場
面
で
は
常
体

に
敬
体
が
混
入
す
る
点
や
、
語
り
手
の

「私
」
と

「僕
」
の
混
在
を
製
作
者
の
推
敲
の
不
十
分
さ
と
見
な
す
解
釈

（枠
組
）
で
あ
る
。

(
3
)
続
橋
達
雄

『宮
沢
野
治
・

童
話
の
世
界
』
（桜
楓
社

一
九
七
五
•

I
0)。
傍
点
は
原
文
マ
マ
。

(
4
)

中
村
稔
『
定
本
宮
澤
賢
治
』
（
七
曜
社

一
九
六
三

・
―
二
）
。

(
5
)
天
沢
退
二
郎
「
詩
人

《宮
澤
賢
治
》
の
成
立
ー

~
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
か
ら

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
へ

」
（
『展
望
』
一
九
六
八
年

一
月
号
）

↓
「
《
宮澤
賢
治
》
論
」
（筑
摩
書
房
一
九
七
六
•
一

―
)
。
傍
点は
原
文
マ
マ
。

(6
)

須
貝
千
里

「
…
…
け
れ
ど
も
私
は
さ
う
思
ふ
の
だ

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
」
r
〈新
し
い
作
品
論
〉

へ、

〈新
し
い
教
材

論
〉
へ
3
」
（
右
文
書
院

一
九
九
九
・
六
）。

例
え
ば
、
田
近
洵

一
「
宮
沢
野
治

『
な
め
と
こ
山
の
熊
」
研
究
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
宜
』
至
文
堂

一
九
七
九
年
八
月
号
）
、
松
本
議
生

「「
な
め
と
こ
山
の
熊
』

ー

そ
の

〈
対
話
〉
と

〈語
り
〉
の
世
界

」（『
日
本
文
学
』
一

九
八
九
年
七
月
号
）。

(
7
)

メ
タ
プ

ロ
ッ
ト
と
は
、

プ

ロ
ッ
ト
を
支
え
る
内
的
必
然
性
。
こ
れ
は
田
中
実
の
用
語
で
あ
る
が
、
田
中
実

・
須
貝
千
里
編

『
文
学
の
力
X
教
材
の
カ

理
論
編
』
（
教
育
出
版

二
0
0

1
•

六
）
の

「キ
ー
ワ
ー
ド
の
た
め
の
試
み

」
に
は
、
「
〈
こ
と
ば
の
仕
組
み

〉
は
読
み
手
に
現
象
し
た

〈本
文
〉

の
仕
組
み
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
全
体
を
指
し
て
い
る
が
、

〈
メ
タ
プ

ロ
ッ
ト
〉
は
そ
の
中
の
重
要
な
働
き
の

一
っ
。
ち
な
み
に
プ
ロ
ッ
ト
は
も
と
も
と

あ
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
因
果
関
係
に
よ
っ
て
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

〈
メ
タ
プ
ロ

ッ
ト
〉
は
そ
の
因
果
関
係
の
さ
ら
に
根
源
的
な
も
の
に
目
を
向
け

て
い
る
」
と
あ
る
。

(
8
)

天
沢
退
二
郎

「「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
と

「
オ
ッ
ベ
ル
と
象
」」（『
月
刊
国
語
教
育
』
一

九
八
六
年
四
月
号
・
五
月
号
）
↓
『
《
宮
沢
賢
治
》
注
』
（
筑
摩

書

房

一

九
九
七
・
七
）。

傍
点
は
原
文
マ
マ
。

(
9
)

柳
田
國
男

「山
人
考
」（
大
正
六
年
日
本
歴
史
地
理
学
会
大
会
講
演
手
稿
）
、

「山
人
外
偲
資
料
」
（
大
正
二
年
三
、
四
、
八
、
九
月
、
大
正
六
年
二
月

「郷
土
研
究
」
一
巻
一

、
二
、
六
、
七
号
、
四
巻
十
一
号
）
。

(10)

註

7
前
掲
書
。
「
通
常
、
我
々
が
他
者
と
呼
ん
で
い
る
対
象
は
、
〈
わ
た
し
〉
が
捉
え
、
理
解
し
た
他
者
の
こ
と
で
あ
る
。
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
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童
話

rn
本
文
篇
（
筑
摩
書
房

と
り
も
な
お
さ
ず
対
象

（他
人

・
外
界
）
を
自
分
の
方
ま
で
引
き
寄
せ
、
自
分
の
な
か
で
造
り
変
え
る

（自
己
化
す
る
）
こ
と
で
あ
り
、
主
体
が
理
解

し
た
、
認
識
し
た
と
思
っ
た
と
た
ん
に
対
象
は
主
体
の
側
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
自
己
化
さ
れ
た
他
者
を

〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
と
名

付
け
た
」。

(11
)
小
森
陽
一
『
最
新
宮
沢
賢
治
講
義
』
（
朝
日
新
聞
社

一
九
九
六

・
――

-）。

(12)

註
7
に
同
じ
。

(13)

千
葉

一
幹

「
野
治
を
探
せ
」（
講
談
社

二

0
0三
・
九）
。
言
葉
が

「本
来
強
い
情
動
性
を
伴
っ
て
習
得
さ
れ
、
ま
た
使
用
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る

点
を
母
子
熊
の
場
面
に
見
出
す
。
「
野
治
の
思
い
描
い
た

「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
」
も
同
様
、

「
そ
れ
が
使
わ
れ
る
具
体
的
環
境
と
強
い
情
動
的
つ
な
が

り
を
有
し
た
有
縁
的
な
も
の
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
も
の
」
と
説
き
、
本
作
と
翌
治
の

「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
の
接
続
を
は
か
る
。

(14)

大
森
荘
蔵

「真
実
の
百
面
相
」『
流
れ
と
よ
ど
み
ー
哲
学
断
章
ー
』
（
産
業
図
書

一
九
八
一

・
五）
。

(15)

大
澤
真
幸

「補
章
倫
理
の
偶
有
的
な
基
礎
1
9
.
1
ー
と

3
.
1
ー
の
教
訓
」『
文
明
の
内
な
る
衝
突

9
.
1
1
、
そ
し
て

3
.
1
1
へ
』
（
河

出

書
房
新
社

二
0
1

―
•

八
）
、
『夢
よ
り
も
深
い
覚
醒
へ

3

.
1
1

後
の
哲
学

」
（岩
波
書
店

二
0
―
ニ
・

三
）
参
照
。

(16)

今
村
仁
司

『貨
幣
と
は
何
だ
ろ
う
か
』（
筑
摩
書
房

一
九
九
四

・
九）
。
傍
点
は
原
文
マ
マ
。

(17)

小
森

註

11
前
掲
書
。

(18)

小

森

註

11
前
掲
書
。

(19)

今

村

註

16
前
掲
書。

(20
)
今

村

註

16
前
掲
書。

※
作
品
の
引
用
は

『
【新
】
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
巻

一
九
九
五
年
九
月
二
五
日
）
に
拠
っ
た
。
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